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表紙のご紹介
正多面体は全部で５種類。
このうち，面の形が正三角形である
３種類をモチーフとして，
ひと目で数学の教科書とわかる
デザインにしました。

面の数が４→８→20 と増えるにつれて
形が複雑化していくことで，
生徒の成長を表現しています。

また，視点を変えるとちがった形に見える
多面体のおもしろさを生かしたレイアウトで，
ものごとの多面的な捉え方を
連想させるようにしています。

裏表紙には，
「透かして見る」「特定の方向から見る」
「展開して見る」「内部に長方形を見いだす」

といった立体のいろいろな見方を図で
表現しています。
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「主体的・対話的で深い学び」を実現する

「わかる・できる」を確かなものにする

「数学は楽しい，役に立つ」を実感する

編集の基本方針

主体的・対話的で深い学びの実現

数学的に考え表現するための
学び方をはっきり示します

基礎的・基本的な力の確実な定着

生活や学習の基盤となる数学の
礎をきっちり築き上げます

生活や学習への活用場面の充実

数学の楽しさやよさを
しっかり感じられるようにします
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その他
対話シート

巻末付録・折込（１・３年）

巻　頭
数学の学習を始めよう！ 本書 p.4
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本書 p.12

本書 p.24

本書 p.23

本書 p.23

本書 p.9

本書 p.19

本書 p.31

本書 p.25

本書 p.34

数学的な見方・考え方を身につけよう！

算数の確かめ（１年）

ノートのくふう

章
次の章を学ぶ前に＊
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基本の問題（節末）

章の問題

とりくんでみよう＊

数学のたんけん＊

巻末 数学 マイ トライ＊　　
数学を仕事に生かす

暮らしと数学

数学研究室

プログラムと数学

数学レポートをかこう

算数の確かめ【問題編】（１年）

１年の復習（２年）

補充問題

総合問題（３年）

活用の問題

ステップアップ（３年）

教科書の構成

その節で学んだ基本的な問題です。

その章で学んだ標準的な問題です。
コラムや課題学習，
補充問題や活用の
問題などです。

授業で使うワークシートです。
各学年の巻末に４枚ずつ
付いています。

その章で学んだ内容のうち，やや程度の高い問題です。

章の学習の動機付けをする場面です。第１節の第１小節にスムーズに接続します。

2年 p.9 2 年 p.10 〜 11

2 年 p.12 〜 13

2 年 p.1912 年 p.34

2 年 p.23

2 年 p.241

2 年 p.33

1

次の章の予習として，家庭学習に使います。
次の章を学ぶ前に＊1

原則として，１つの小節が１時間の授業内容と
なっています。（一部，例外もあります。）

小節3 基本の問題4

とりくんでみよう＊6

巻末 数学 マイ トライ＊8 対話シート9章の問題5

章の扉2
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数学
マイ トライ

巻末

先生・保護者のみなさんへ
「数学 マイ トライ」では，一人一人の学習状況に
応じて取り組める問題や，学んだことを広げたり
深めたりするための課題などを取り上げています。
（全員が一律に学習する必要はありません。）

数学を仕事に生かす� 192

暮らしと数学
　1970年の大阪万博の入場者数� 194

数学研究室
　連続する10個の整数の和� � 196
　さっさ立て� 198
　食塩水の濃度� 199
　ダイヤグラム� 200
　条件を変えて考えよう� 201
　点字のしくみ� 202

プログラムと数学
　星形正多角形のアルゴリズムを
　考えよう� 204

数学レポートをかこう� 206

１年の復習� 208

補充問題� 214

活用の問題� 222

興味があるところから
進んで取り組もう。

　　組　　番　　名前

ふり返ろう

●対話シート 　 （30〜 31ページで使います。切り取って使い，ノートにはって残しましょう。）1

241

陸上トラックのセパレートコースで，各レーンの幅
はば
を1ｍとしたとき，

第2レーンと第1レーンの1周の長さの差を求めてみましょう。

第１レーン

各レーンの幅は１ｍ

第２レーン
第３レーン
第４レーン

………………この周の長さを  
第1レーンの1周の
長さとする　 

…………………この周の長さを  
第2レーンの1周の
長さとする　 

その章の内容に関連したコラムや課題です。

数学のたんけん＊7
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1年 6 章 190314

空
間
図
形

6
章

直方体から三角柱を切り取ってできた，右の
図のような立体について，次の（1）～（3）に
あてはまるものをすべて答えなさい。
（1） 辺BCに平行な辺
（2） 辺BFとねじれの位置にある辺
（3） 面AEFBに垂直な面

次のことは，いつも成り立ちますか。
（1） 同じ平面に平行な 2つの直線は平行である。
（2） 同じ平面に垂直な 2つの直線は平行である。
（3） 同じ平面に平行な 2つの平面は平行である。
（4） 同じ平面に垂直な 2つの平面は平行である。

右の写真の粘
ねん
着
ちゃく
テープは，ある平面図形を回転させて

できる回転体とみることができます。その平面図形の
名前を答えなさい。

次の図のような立体の表面積と体積を求めなさい。
（1） 三角柱　　　　　  （2）　円柱　　　　  　（3）　正四角錐

1

2

3

4

右の図のような直方体について，
次の問いに答えなさい。
（1） 表面積を求めなさい。
（2） 体積を求めなさい。

展開図が右の図で表される円錐
すい
に

ついて，次の問いに答えなさい。
（1） 底面の円の周の長さを求めなさい。
（2） 底面の円の半径を求めなさい。
（3） 表面積を求めなさい。

次の立体の体積を求めなさい。
（1） 底面の1辺の長さが 3cmで，高さが10cmの正四角錐
（2） 底面の直径が12cmで，高さが 9cmの円錐

半径が10cmの球について，次の問いに答えなさい。
（1） 表面積を求めなさい。
（2） 体積を求め，4000cm3より大きいか小さいかを
　　判断しなさい。

1

2

3

4

基本の問題

角柱の表面積
▶︎（1）p.214	例１

角柱の体積
▶︎（2）p.216

角錐，円錐の体積
▶︎p.217	問4

球の表面積と体積
▶︎（1）p.218	例１
▶︎（2）p.219	例２

円錐の表面積
▶︎p.215	例３，問３

数量を表す文字として，次の英単語の頭文字が，よく使われます。
　S … surface area (表面積) V … volume (体積)

　h … height (高さ) r … radius (半径) l … length (長さ)

数量を表す文字
数学の

3cm
4cm

6cm

12cm
240'

6章の問題	 解答例▶︎p.293

8cm

10cm8cm

5cm

6cm

5cm 4cm 13cm
12cm

10cm
10cm

A
B

CD

E
F

G
H

英語

5 5

10 10

15

15

20

1 年 p.220

9

次の章を学ぶ前に �解答例▶︎p.228

（1）～（3）の1次式について，1次の項
こう
とその係数を，

例にならって表にかき入れましょう。

次の計算で， にあてはまる数をかき入れましょう。
（1） 7x+2-5x+1
　=7x-5x+2+1
　= x+

（3） 2 (4x+3 )

　=2*4x+ *3
　= x+  

x=3のとき，次の式の値
あたい
をそれぞれ求めましょう。

（1） 3x+5 （2）　－2x+10

（3） x2 （4）　－x2

1

2

3

（2）　4y * 6
　=4 * y * 6
　=4 * * y

　= y

（4）　8y/　

　=8 * y *

　=8 * * y 

　= y

4
3

1次式 1次の項 1次の項の係数

例 4x-5 4x 4

（1） 3x-4

（2） -5a

（3） -9+b

確かめ　▶︎1年
・ 4x-5 は，次のような 

加法の式になおすことが 

できる。

この式で，4xを
1次の項という。
また，式4x-5を，
1次式という。

・ 式の項のまとめ方 

　8x+7-6x-2 

=8x-6x+7-2 

=(8-6 )x+(7-2 ) 

=2x+5

・ 1次式と数の乗法では， 
分配法則を使う。

　4(3x-2)

=4*3x+4*(-2 )

=12x-8

・ 式の中の文字xの 

代わりに数3を 

あてはめることを 

xに3を代入するといい， 
代入して計算した結果を 

x=3のときの式の値と 

いう。

項

4x + ( -5 )

xの係数

15

10

5

デザイン-2年章扉 190322

なぜ，お姉さんは，和也さんが選んだ数を
あてられたのでしょうか。 式

の
計
算

１
章

カレンダーから十字形に5つの
数を選んで，その5つの数の
和を求めてごらん。

選んだ5つの数の真ん中は
14でしょう？

ほかの数を選んだ場合も
試
ため
してみよう。
共通するきまりが
あるのかな。

真ん中の数をxとすると，
選んだ5つの数の和は，
どんな式で表せるかな。

7+13+14+15+21=70

？

？ ？ ？

？

x7

13 14 15

21

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30

 日 月 火 水 木 金 土

4
月

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30

 日 月 火 水 木 金 土

4
月

 和也さん 和
かず

也
や

さんのお姉さん

あたった。
どうしてわかったの？

70になったよ。

式の計算章
何かきまりがあるのかな？

1 年では，文字を使って数量の関係などを式で表したり，式の意味を
読み取ったり，式の計算のしかたを考えたりしました。
この章では，式の計算や変形のしかたを学び，文字式をいろいろな
場面で活用できるようになりましょう。

1110

23

式
の
計
算

１
章

次の式は単項式，多項式のどちらですか。
また，何次式ですか。
（1） 6x （2）　-3xy （3）　8-a2

（4） 4x+y2 （5）　b+b2 （6）　3x2+xy2-y

次の計算をしなさい。
（1） 2x-3y+5x-2y （2）　7ab-3ab+2ab

（3） (6x+4y)+(x-5y) （4）　(a2+1)-(-5a2+a-1)

次の計算をしなさい。
（1） 2(5a-2b) （2）　(8x-12y)/4

（3） 2(a-b)-(a+b) （4）　　　　　　-　　　　　

次の計算をしなさい。
（1） (-6x)*(-3xy) （2）　(-10x2y)/5x2

（3） 12x2y/2x/3y （4）　2b2/4ab*6a3

x=3，y=-4のとき，次の式の値を求めなさい。
（1） 3x+y-x-2y （2）　2xy-5xy-3xy

（3） 2(3x-4y)-3(x-2y) （4）　3xy*(-8y)/6xy

次の計算の答えがあうように，　に+，-，*，/を
あてはめなさい。

（1） a　　b　　2a　　2b=3a-b

（2） 5a　　b　　a　　4b=ab

（3） (4a　　4a　　4a)　　4=a

1

2

3

2x+y

4

x+5y

6

4

5

6

基本の問題

単項式と多項式
▶p.12〜13

式の値
▶p.22 例１

文字式の計算
▶p.14〜21

同類項
▶（1）（2）p.14 例１

多項式の加法と減法
▶（3）p.15 例２
▶（4）p.16 例４

いろいろな
多項式の計算
▶（1）p.17 例１
▶（2）p.17 例２
▶（3）p.18 例３
▶（4）p.18 例４

単項式の乗法と除法
▶（1）p.20 例３
▶（2）p.21 例４
▶（3）（4）p.21 例５
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式
の
計
算

１
章

次の式は単
たん
項
こう
式
しき
，多項式のどちらですか。また，何次式ですか。

（1） 2a （2）　a2+2 （3）　3a-8 （4）　5xyz

（5） 9x （6）　6a3-a2 （7）　7a2 （8）　x2-4x+3

次の多項式は何次式ですか。また，それぞれの多項式の項を
答えなさい。
（1） 2x-5y+4xy （2）　a2+ab 

（3） x2-　+　 （4）　5a+3a2b

次の計算をしなさい。
（1） 5x+4y-3x （2）　2a2-a-5a2+7a

（3） (7x-4y)+(2x-y) （4）　(5a+2b)-(3a-5b)

（5） 4(3a-2b) （6）　(-2x+y)*(-3)

（7） 3(x-2y)+(x+4y) （8）　(2a-b)-2(a+4b)

（9） (-4x)*6y （10）　(-2a)2

（11） 15x2/5x （12）　8ab/4ab

x=5，y=-　のとき，次の式の値
あたい
を求めなさい。

（1） 6x-4y+5(2y-x) （2）　2x2y/3xy*(-6y)

nを自然数とするとき，いつでも6でわり切れる自然数になる式を，
次のア～カの中からすべて選びなさい。
ア　6n イ　n+6 ウ　3n+6

エ　6n+6 オ　6(n+2) カ　　

次の等式を，〔　〕の中の文字について解きなさい。
（1） x+2y=10　〔y〕 （2）　l=2πr　〔r〕

1

2

x

4

3

4

3

4 1

2

5

n

6

6

1 章の問題 解答例▶p.228 
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2 年 1 章 190322

次の計算をしなさい。
（1） x+　y+2x+　y （2）　(3x-2y+1)/　

（3） 2x-5y+5(2x-y) （4）　4(3a-b)-2(a-2b)+5(b-2a)

（5） 　　　-　　　 （6）　5a*(-a)2

（7） 2ab*(-3a2)/4ab （8）　2y/(-4xy)*(-12xy2)

次の等式を，〔　〕の中の文字について解きなさい。

（1） m=　　　　　〔a〕 （2）　-4x-3y=5x-2　〔y〕

右の 2つの円柱で，アの体積は，
イの体積の何倍かを求めなさい。
また，アの側面積は，イの
側面積の何倍かを求めなさい。

1
1

3

2

3

1

4

2x+y

3

x-2y

2

2
3a+5b

2

3

B
P

A
x y

1

2

a b

b a

ア イ

右の図のように，線分AB上に点Pをとり，AB，
AP，PBをそれぞれ直径とする円をかきます。
ABを直径とする円の周の長さを 1 ，AP，PBを
それぞれ直径とする円の周の長さの合計を
2 とするとき， 1 ， 2 について，下のア～エの
中から正しいものを１つ選びなさい。また，それが
正しいことを，AP=x，PB=yとして説明しなさい。

ア　 1 は 2 より長い。　 イ　 1 は 2 より短い。
ウ　 1 は 2 と等しい。　 エ　 1 と 2 の関係については判断できない。

4

とりくんでみよう 解答例▶p.228 

説明できるかな？

20
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5
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式
の
計
算

１
章

　6ab - a2

=6ab +( -a2 )

　　　項

次数が最も大きい項に
着目すればいいね。

　 6ab= 6 * a * b

-4x2y= -4 * x * x * y

2個

3個

2次式
3x2 -2x +4

2 次の項　1次の項　定数項

多項式6ab-a2の項は，6ab，-a2です。

次の多項式の項を答えなさい。
（1） 2x+5 （2）　3a-2b

（3） x2+　x-3 （4）　-4x2y-3x+4y

問1

1

2

　カレンダーから十字形に 5つの数を選んだとき，
その真ん中の数をxとすると，選んだ 5つの数の
和は，右下の図から
　　(x-7)+(x-1)+x+(x+1)+(x+7)=5x
　よって，その 5つの数の和は，真ん中の数xの
5倍になることがわかります。
　したがって，5つの数の和を5でわると，
真ん中の数を求めることができます。

式の形や，かけ合わされた文字の個数に着目して
文字式の特

とく
徴
ちょう
を調べよう。

めあて

多項式の項例1

	 文字式の計算1 節
1 単項式と多項式

　5xやab，x2のように，数や文字についての乗法だけで
できている式を単

たん
項
こう
式
しき
といいます。xや-1のような，

1つの文字や 1つの数も，単項式と考えます。

　一方，2x+1のように，2つ以上の単項式の和の形で
表される式を多

た
項
こう
式
しき
といい，1つ 1つの単項式2x，1を，

多項式2x+1の項といいます。
 x-1=x+(-1)だから，x-1も多項式です。

単項式
5x，ab，x2，

x，-1

多項式
2x+1，x-1

（1） 3x+2や2a-3bは，1次式です。
（2） x3やa2b+4ab-bは，3次式です。

次の式は何次式ですか。
（1） x+2y （2）　a2-a+3 （3）　-8x3

（4） 1-a （5）　　b-3c （6）　x-y2+2xy2

問3

4

5

（1） 6abの係数は6で，
 次数は2です。
（2） -4x2yの係数は-4で，
 次数は3です。

次の単項式の係数と次数を答えなさい。
（1） -3x （2）　a （3）　5xy2

（4） -a2 （5）　　abc （6）　

 多項式では，各項の次数のうちで最も
大きいものを，その多項式の次数といいます。
　多項式3x2-2x+4では，2次の項3x2の
次数2が最も大きいから，この多項式の次数は
2です。

問2

1

3

xy

2

 単項式6abや-4x2yで，文字の部分ab，x2yは
　　　　a*b　　　　x*x*y
のように，それぞれ 2個の文字，3個の文字の積です。

n次式例3

単項式の係数と次数例2

 次数が2の式を 2次式といいます。

 単項式で，かけ合わされた文字の個数を，
その単項式の次

じ
数
すう
といいます。

確かめ　▶1年
4xという項で，
数の部分4を
xの係数という。

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

x-7

x-1 x x+1

x+7

WEB

20

25

15

10

5

20

15

10

5
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式
の
計
算

１
章

　6ab - a2

=6ab +( -a2 )

　　　項

次数が最も大きい項に
着目すればいいね。

　 6ab= 6 * a * b

-4x2y= -4 * x * x * y

2個

3個

2次式
3x2 -2x +4

2 次の項　1次の項　定数項

多項式6ab-a2の項は，6ab，-a2です。

次の多項式の項を答えなさい。
（1） 2x+5 （2）　3a-2b

（3） x2+　x-3 （4）　-4x2y-3x+4y

問1

1

2

　カレンダーから十字形に 5つの数を選んだとき，
その真ん中の数をxとすると，選んだ 5つの数の
和は，右下の図から
　　(x-7)+(x-1)+x+(x+1)+(x+7)=5x
　よって，その 5つの数の和は，真ん中の数xの
5倍になることがわかります。
　したがって，5つの数の和を5でわると，
真ん中の数を求めることができます。

式の形や，かけ合わされた文字の個数に着目して
文字式の特

とく
徴
ちょう
を調べよう。

めあて

多項式の項例1

	 文字式の計算1 節
1 単項式と多項式

　5xやab，x2のように，数や文字についての乗法だけで
できている式を単

たん
項
こう
式
しき
といいます。xや-1のような，

1つの文字や 1つの数も，単項式と考えます。

　一方，2x+1のように，2つ以上の単項式の和の形で
表される式を多

た
項
こう
式
しき
といい，1つ 1つの単項式2x，1を，

多項式2x+1の項といいます。
 x-1=x+(-1)だから，x-1も多項式です。

単項式
5x，ab，x2，

x，-1

多項式
2x+1，x-1

（1） 3x+2や2a-3bは，1次式です。
（2） x3やa2b+4ab-bは，3次式です。

次の式は何次式ですか。
（1） x+2y （2）　a2-a+3 （3）　-8x3

（4） 1-a （5）　　b-3c （6）　x-y2+2xy2

問3

4

5

（1） 6abの係数は6で，
 次数は2です。
（2） -4x2yの係数は-4で，
 次数は3です。

次の単項式の係数と次数を答えなさい。
（1） -3x （2）　a （3）　5xy2

（4） -a2 （5）　　abc （6）　

 多項式では，各項の次数のうちで最も
大きいものを，その多項式の次数といいます。
　多項式3x2-2x+4では，2次の項3x2の
次数2が最も大きいから，この多項式の次数は
2です。

問2

1

3

xy

2

 単項式6abや-4x2yで，文字の部分ab，x2yは
　　　　a*b　　　　x*x*y
のように，それぞれ 2個の文字，3個の文字の積です。

n次式例3

単項式の係数と次数例2

 次数が2の式を 2次式といいます。

 単項式で，かけ合わされた文字の個数を，
その単項式の次

じ
数
すう
といいます。

確かめ　▶1年
4xという項で，
数の部分4を
xの係数という。

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

x-7

x-1 x x+1

x+7

WEB

20

25

15

10

5

20

15

10

5

＊印が付いているコーナーの内容は，全員が一律に学習する必要が
ないものです。
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新学習指導要領のポイント

中学校数学科における「数学的活動」では，「日常生活や社会の事象」
に関わる過程と「数学の事象」に関わる過程において，言語活動を充
実させます。《数学の学習を始めよう！》では，数学的活動を通し
た問題発見・解決の過程と学び方のポイントを示しています。

「主体的・対話的で深い学び」を実現する

深い学びが実現する数学の学び方

中学校数学科における「数学的な見方・考え方」とは，「事象を数量
や図形及びそれらの関係などに着目して捉え，論理的，統合的・発展
的に考えること」です。《数学的な見方・考え方を身につけよう！》
では，過去の学習経験と関連付けることで，「数学的な見方・考え方」
をわかりやすく説明し，身につけられるようにしています。

新学習指導要領のポイント

今回の改訂では，「主体的・対話的で深い学び」の実現が求められています。
これは，生涯にわたって能動的に学び続けることができる生徒を育成するために，
授業の工夫や改善を重ねて学びの質を高めるというものです。
中学校数学科では，数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，
主体的・対話的で深い学びを実現させることをめざします。

数学の学習を始めよう！ 数学的な見方・考え方を身につけよう！
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185184

2年６章　190322

デ
ー
タ
の
分
布
と
確
率

6
章

くじを用意して
実験してみてはどうかな。

図や表を使って，くじをひく順番によってあたりやすさに
ちがいがあるかを調べ，自分の考えを説明しよう。

めあて5 くじのあたりやすさを調べて説明しよう

予想が正しいかどうかを，自分で考えた方法で確かめましょう。
［和也さんの対話シート］

（1） 自分で考えた方法と答えを説明しましょう。
（2）  説明のわからないところやよいと思ったところなどを 

話し合い，説明のしかたを改善しましょう。

身近なことがら を数学の問題　に
するとき，どんなことが必要でしたか。
また，次に何を調べたいですか。

くじの総数やあたりの本数など，
　の条件を変えても結果は同じでしょうか。
新しい問題をつくって調べてみましょう。

考えよう2

話し合おう3

ふり返ろう4

深めよう5

（1） 　のことがらについて予想しましょう。
（2） 予想が正しいかどうかを確かめる方法を考えましょう。

見通しをもとう1

　彩
あや
さんたちは，くじ引きで先に引く人とあとから

引く人では，どちらがあたりやすいかを考えています。

数学の問題にしよう

　上のことがらを，これまでに学んだことを使って考えるには，
どうすればよいでしょうか。

5 本のくじがあり，そのうちの 2本があたりです。
2人が続けて 1本ずつくじを引き，引いたくじは
もどさない場合，くじを引く順番によって，
あたりやすさにちがいはあるでしょうか。

身近なことがら

5本のうち，あたりの 2本を
1 ， 2 ，はずれの 3本を
3 ， 4 ， 5 として，
樹形図をかいたよ。

A B

起こりうるすべての場合を
樹形図や表に表して
考えられないかな。

和也さんがかいた
図のAとBは，何を
表しているの？

何がわかったか，
何が役に立ったかなどを
ふり返ってもいいよ。

学び合おう

対話シート 4▶p.247

2

1
4

3

5

数学の問題にする
な見方・考え方大切

具体的な数を決めて
条件を明確にする

根
こん
拠
きょ
を明らかにする

な見方・考え方大切

図や表を使って
ことばで説明する

条件を変えて考える
な見方・考え方大切

総　数：5本→？
あたり：2本→？
人　数：2人→？

 陸さん  真央さん

 和也さん  彩さん

 彩さん

 陸
りく

さん
 真

ま
央
お

さん

 和
かず

也
や

さん

くじの総数とあたりの
本数を決めれば，確率の
問題になりそうだね。

何人でくじ引きをするのかも
決める必要があるね。

ほかに，決めなければ
ならない条件はないかな。

5

5

10
10

15

185184
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デ
ー
タ
の
分
布
と
確
率

6
章

くじを用意して
実験してみてはどうかな。

図や表を使って，くじをひく順番によってあたりやすさに
ちがいがあるかを調べ，自分の考えを説明しよう。

めあて5 くじのあたりやすさを調べて説明しよう

予想が正しいかどうかを，自分で考えた方法で確かめましょう。
［和也さんのノート］

（1） 自分で考えた方法と答えを説明しましょう。
（2）  説明のわからないところやよいと思ったところなどを 

話し合い，説明のしかたを改善しましょう。

身近なことがら を数学の問題　に
するとき，どんなことが必要でしたか。
また，次に何を調べたいですか。

くじの総数やあたりの本数など，
　の条件を変えても結果は同じでしょうか。
新しい問題をつくって調べてみましょう。

考えよう2

話し合おう3

ふり返ろう4

深めよう5

（1） 　のことがらについて予想しましょう。
（2） 予想が正しいかどうかを確かめる方法を考えましょう。

見通しをもとう1

　彩
あや
さんたちは，くじ引きで先に引く人とあとから

引く人では，どちらがあたりやすいかを考えています。

数学の問題にしよう

　上のことがらを，これまでに学んだことを使って考えるには，
どうすればよいでしょうか。

5 本のくじがあり，そのうちの 2本があたりです。
2人が続けて 1本ずつくじを引き，引いたくじは
もどさない場合，くじを引く順番によって，
あたりやすさにちがいはあるでしょうか。

身近なことがら

5本のうち，あたりの 2本を
1 ， 2 ，はずれの 3本を
3 ， 4 ， 5 として，
樹形図をかいたよ。

A B

起こりうるすべての場合を
樹形図や表に表して
考えられないかな。

和也さんがかいた
図のAとBは，何を
表しているの？

何がわかったか，
何が役に立ったかなどを
ふり返ってもいいよ。

学び合おう

対話シート 4▶p.247

2

1
4

3

5

数学の問題にする
な見方・考え方大切

具体的な数を決めて
条件を明確にする

根
こん
拠
きょ
を明らかにする

な見方・考え方大切

図や表を使って
ことばで説明する

条件を変えて考える
な見方・考え方大切

総　数：5本→？
あたり：2本→？
人　数：2人→？

 陸さん  真央さん

 和也さん  彩さん

 彩さん

 陸
りく

さん
 真

ま
央
お

さん

 和
かず

也
や

さん

くじの総数とあたりの
本数を決めれば，確率の
問題になりそうだね。

何人でくじ引きをするのかも
決める必要があるね。

ほかに，決めなければ
ならない条件はないかな。

5

5

10
10

15

数学の学習では，次のような活動を大切にしていきます。
　・身近なことがらを数学の問題にして解決し，解決の過程や結果をふり返る活動
　・数学のことがらから新たな問題を見つけ，さらに学習を深める活動
　・数学的な表現を用いて筋道立てて説明し伝え合う活動
次に示した学びのポイントを参考にして，自分なりに考えたり，
みんなで話し合ったりしながら問題を解決し，学びを深めていきましょう。

身近なことがらを
数学の問題にする

数学の学習を始めよう！

日常生活や社会の中の
ことがらです。

ことがらの数量などに着目して，
数学の問題にする過程です。

身近なことがら

数学の問題にしよう

学習の出発点となる問題です。

見通しをもつためのポイント
・これまでに学習したことで，
 使えそうなことはないかな。
・これまでに学習したことを
 使うには，どんなくふうを
 すればよいかな。

見通しをもとう

見通しをもとう

このようなマークがついた問に取り組むときは，
このページの学びのポイントを参考にしてね。

問1 問2 問4

考えよう 話し合おう 深めよう

自分で考えるときのポイント
・図や表，式などを使って
 考えよう。
・自分の考えを説明できるように，
 考えをノートに整理しよう。

考えよう

話し合うときのポイント
・これまでに学んだこととよく
 似た方法や考え方はないかな。
・みんなの方法や考え方に
 共通することやちがうことは
 ないかな。
・いつでも使えそうな方法や
 考え方はどれかな。

話し合おう

学習をふり返るときのポイント
・どんなことがわかったかな。
・問題を解決するとき，
 どんな方法や考え方が役に
 立ったかな。
・学んだことがらには，
 どんなよさがあったかな。
・次にしたいこと，さらに
 調べたいことは何かな。

ふり返ろう

学習を深めるためのポイント
・問題の条件の一部を変えた
 新たな問題を見つけて
 解決しよう。
・学んできたことと新たに学んだ 

 ことを関連づけて考えよう。
・学んだことをほかの場面で
 活用しよう。

深めよう

数学の学習の流れのイメージ図

身近なことがら

問 題

解 決

ふり返り

数学の
問題にする

新たな問題を
見つける

数学のことがら

身近な
ことがらに生かす

まとめたり
発展させたりする
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◎	 右の図のように，1辺にn個ずつ碁
ご
石
いし
を並べて

	 正三角形の形をつくる。
	 このときの碁石の総数をnの式で表そう。

　■１辺が5個の場合 ■１辺が6個の場合

◎	 次の3つの計算についてふり返ろう。

◎	 2a+3aは，どのように計算すればよいかな？

次のような問題を考えるとき，みなさんは，どのように考えてきたでしょうか。

上の場面で，彩さんは，いくつかの場合から予想する という
「数学的な見方・考え方」を使っています。
このように，みなさんは，数学の学習の中で「数学的な見方・
考え方」を使って問題を解決してきました。
「数学的な見方・考え方」は，ほかにもいろいろあります。

「数学的な見方・考え方」は，みなさんが大人に
なってからも，生活や仕事の中で使っていくものです。

な見方・考え方大切 を意識して学習を進めていきましょう。

数学的な見方・考え方を身につけよう！

関連づけてまとめる
な見方・考え方大切

共通する考え方に
着目する

関連づけて考える
な見方・考え方大切

図と式を関連づける

同じように考える
な見方・考え方大切

ある数のいくつ分に
なるかを考える

根
こん
拠
きょ
を明らかにする

な見方・考え方大切

図と式を関連づけて
説明する

条件を変えて考える
な見方・考え方大切

正三角形→別の図形

いくつかの場合から
予想する

な見方・考え方大切

具体的な数で考える

 彩さん

「正三角形」を「正方形」に
変えても，同じように
考えられるかな。

(n-1 )個の
まとまりが
3つあるので
3 (n-1 )個です。

 陸
りく

さん

この教科書では，
な見方・考え方大切 のついた

ラベルで示しているよ。

5個 6個 n個

5個 6個 n個
5個 6個 n個

 彩
あや

さん

 和也さん

 真
ま

央
お

さん

n個 n個n個 n個

 陸さん

20+30

0.2+0.3 2
7 +

3
7

広げて考える
な見方・考え方大切

広げて考える
な見方・考え方大切 広げて考える

な見方・考え方大切広げて考える

な見方・考え方
大切

広げて考える
な見方・考え方大切

な見方・考え方
大切

広げて考える
な見方・考え方大切

数学の問題にする

な見方・考え方

大切

知っていることを

使えるようにする

な見方・考え方大切

数量の関係に着目する

な見方・考え方

大切

広げて考え
る

な見方・考
え方

大切

2+3

a

2 3

 真央さん

 和
かず

也
や

さん

　が2つと3つ。1
70 .1が2つと3つ。

10が2つと3つ。

上の3つの計算と
同じように考えると…。

右の図の面積から
考えると…。

1辺が5個や6個の場合で
考えると…。

2 年 p.4 〜 5 2 年 p.6 〜 7

1

数学の学びでは，問題解決の結果だけではなく，その過程が大切です。
各学年の巻頭では，数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して
学んでいく数学の学び方を，わかりやすく示しました。
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1年 2 章 190314

文
字
と
式

２
章

これまでに学んだ+，-，*，/，=の記号は，いつごろから使われて
いるのでしょうか。

加法の記号+は，はじめ，plus (プラス )の頭文字のPが使われ，その後，
‾PやP

～なども使われていたようです。現在の記号+は，日本語の「と」，
英語の「and」にあたるラテン語の「et」が簡略化されたものといわれています。

また，減法の記号-は，minus (マイナス )の頭文字のmが簡略化された
ものといわれています。

+，-の記号は，1489年にドイツの
ウィッドマンがかいた本に，はじめて
登場しました。ただし，そこでは計算の
記号ではなく，過不足を示す符

ふ
号
ごう
として

使われていました。

乗法の記号*は，イギリスのオートレッド (1574 ～ 1660年 )がはじめて
使ったといわれています。乗法の記号として，「･」を使っている国もあります。
除法の記号/は，ワリス (1616 ～ 1703年 )など，イギリスの数学者たちが
使い始めたといわれています。除法の記号として，「：」を使っている国も
あります。
等号=は，イギリスのレコード (1510 ～ 1558年 )がはじめて使ったと
いわれています。

＋，−，×，÷，＝の記号
数学の

右の図のように，1辺に n個ずつ碁
ご
石
いし
を並べて

正三角形の形をつくります。
碁石の総数をnの式で表しましょう。

簡単な場合を考えてから，n個の場合を考えましょう。

	 文字式の活用3 節
1 碁石の総数を表す式を求め説明しよう

彩
あや
さんは，1辺が「5個の場合」や「6個の場合」を

考えてから，「n個の場合」を考えることにしました。
次に示したのは，彩さんの考えを示したノートの一部です。

［彩さんのノート］

彩さんの考えをもとに，1辺が n個の場合の碁石の総数を
式に表しましょう。

図と式を関連づけて碁石の総数を表す式を求め，
その求め方を説明しよう。

彩さんとはちがう方法で碁石の総数を表す式を求め，その
式の求め方を，303ページの対話シートにかきましょう。

見通しをもとう1

めあて

考えよう2

学び合おう

対話シート ▶p.303

歴史

p.84のチャレンジの答　(1) 　a　(2) -3n
2
7

いくつかの場合から 

予想する

な見方・考え方大切

具体的な数で考える

n
個

■1辺が5個の場合　　　　■1辺が6個の場合　　　　■1辺がn個の場合

5
個

6
個

n
個5

個
6
個

n
個5

個
6
個

n
個

5 * 34 * 35 - 1 6 - 1

5

5

10

10

15

15

20
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次の問いに答えなさい。　
（1） アの図，イの式，ウの式からそれぞれの考えを読み取り，
 図から式，式から図に表しましょう。
ア　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　ウ

（2） 碁石の総数を表す式は，計算するとどれも同じになることを
 確かめましょう。
（3） 1辺が20個の場合，碁石の総数は何個になりますか。
 1辺が100個の場合は，何個になりますか。

問1

（1） 各自で考えた求め方をもとに，どんな求め方があるか，
 話し合いましょう。

（2） 碁石の総数を表す式の求め方を，下の彩さんのように
 説明しましょう。

話し合おう3

いろいろな求め方を
見つけて，それぞれの
求め方の特

とく
徴
ちょう
について

話し合おう。

どちらの図にも，
囲みが3つあるね。

彩さんの囲み方には
重なりがないね。

ほかの求め方は
ないかな。

１つの囲みの中に
碁
ご
石
いし
は何個あるかな。

彩
あや
さんが考えた図 ほかの考えの例

［彩さんの対話シート］

正三角形の辺ごとに1つの頂点以外を囲んでいるので，
1つのまとまりは (n-1 )個です。
同じまとまりが３つあるので，碁石の総数は，
3 (n-1 )個になります。

　
 1辺の碁石の数をn個とすると
 　碁石の総数は　3 (n-1 )個

1辺の碁石の数から
1ひいた数

三角形の辺の数

n+(n-1)+(n-2) 3(n-2)+3

この学習では，どんな方法が役に立ちましたか。
また，次にどんなことをしてみたいですか。

　の「正三角形」の部分を別の図形に変えて新しい問題を
つくり， 4 でふり返ったことを生かして，碁石の総数を
式に表しましょう。

碁石を並べる形を正a角形，1辺の個数をn個として，
碁石の総数をaとnを使った式に表してみましょう。

ふり返ろう4

深めよう5

もっと深めよう6

n
個

表現の例

 彩
あや

さん

根
こん
拠
きょ
を明らかにする

な見方・考え方大切

図と式を関連づけて
説明する

n
個

n
個

n
個

n
個

n
個

n
個

n
個

条件を変えて考える
な見方・考え方大切

正三角形→別の図形

(n-1)個

n
個

 陸
りく

さん

5

5

10

15

「主体的・対話的で深い学び」を実現する

問題解決の過程が見える紙面

1 年 p.881 年 p.87

1

深い学びを実現できるようにするために，
自分で考え，対話を通して学び合う問題解決の過程を示しました。

１年

p.58〜59 ☆平均値の求め方をくふうしよう
p.87〜89 ◆碁石の総数を表す式を求め説明しよう
p.157〜159 ☆ポスターの文字の大きさを決めよう
p.188〜189 ◆作図の方法を説明しよう

２年

p.30〜31 ☆スタート位置を決めよう
p.90〜91 ☆総費用で比べよう
p.107〜109 ◆多角形の内角の和を求めよう
p.184〜185 ☆くじのあたりやすさを調べて説明しよう

３年
p.34〜35 ◆数の性質を見いだし証明しよう
p.113〜115 ☆自動車が止まるまでの距離を考えよう
p.191〜193 ☆どこまで見えるか調べよう

掲載箇所一覧

日常や社会の事象，
数学の事象から
問題を見いだし
解決する過程を
丁寧に示しています。

学び合おう

意欲的に取り組みたくなる
課題が，生徒の主体的な
学びの起点となります。

1 見通しをもとう

一人一人が解決に向けて
考えることができるように，
全員で問題解決の見通しを
もちます。

めあて

問題を把握し，解決の
見通しを立てたところで，
本時のめあてを確認します。

2 考えよう

対話的な学びを
実りあるものにするために，
まずは各自で問題解決に
取り組みます。

3 話し合おう

友達の考えと
同じところはないか，
よりよい解決方法はないか
などを話し合います。
多様な考えを知ることで，
より深い理解が得られます。

写真やイラストを
用いるなどして，
話し合いの観点を
例示しています。

ノート形式の枠や
吹き出しを用いるなどして，
思考の過程や
数学的な表現の仕方を
例示しています。

☆印は日常や社会の事象を，
◆印は数学の事象を扱う
数学的活動です。
それぞれの場面で言語活動を
充実させています。

学び合おう

76
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1 年 p.89 1 年 p.303

　  ここに注目！
対話シートを中心に授業を進め，授業の終盤に教科書を使って，まだ出ていない考え方や
よりよい説明の仕方を確かめるといった使い方もできます。

差替え
ミシン目加工を
施しているので，簡単に
切り離すことができます。

一般的なノートより
ひとまわり小さいので，
学習の記録として
ノートに貼って残すことが
できます。
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次の問いに答えなさい。　
（1） アの図，イの式，ウの式からそれぞれの考えを読み取り，
 図から式，式から図に表しましょう。
ア　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　ウ

（2） 碁石の総数を表す式は，計算するとどれも同じになることを
 確かめましょう。
（3） 1辺が20個の場合，碁石の総数は何個になりますか。
 1辺が100個の場合は，何個になりますか。

問1

（1） 各自で考えた求め方をもとに，どんな求め方があるか，
 話し合いましょう。

（2） 碁石の総数を表す式の求め方を，下の彩さんのように
 説明しましょう。

話し合おう3

いろいろな求め方を
見つけて，それぞれの
求め方の特

とく
徴
ちょう
について

話し合おう。

どちらの図にも，
囲みが3つあるね。

彩さんの囲み方には
重なりがないね。

ほかの求め方は
ないかな。

１つの囲みの中に
碁
ご
石
いし
は何個あるかな。

彩
あや
さんが考えた図 ほかの考えの例

［彩さんの対話シート］

正三角形の辺ごとに1つの頂点以外を囲んでいるので，
1つのまとまりは (n-1 )個です。
同じまとまりが３つあるので，碁石の総数は，
3 (n-1 )個になります。

　
 1辺の碁石の数をn個とすると
 　碁石の総数は　3 (n-1 )個

1辺の碁石の数から
1ひいた数

三角形の辺の数

n+(n-1)+(n-2) 3(n-2)+3

この学習では，どんな方法が役に立ちましたか。
また，次にどんなことをしてみたいですか。

　の「正三角形」の部分を別の図形に変えて新しい問題を
つくり， 4 でふり返ったことを生かして，碁石の総数を
式に表しましょう。

碁石を並べる形を正a角形，1辺の個数をn個として，
碁石の総数をaとnを使った式に表してみましょう。

ふり返ろう4

深めよう5

もっと深めよう6

n
個

表現の例

 彩
あや

さん

根
こん
拠
きょ
を明らかにする

な見方・考え方大切

図と式を関連づけて
説明する

n
個

n
個

n
個

n
個

n
個

n
個

n
個

条件を変えて考える
な見方・考え方大切

正三角形→別の図形

(n-1)個

n
個

 陸
りく

さん

5

5

10

15

6 もっと深めよう

さらなる一般化や活用に
取り組む〈⑥もっと深めよう〉を
設けているところもあります。

4 ふり返ろう

問題解決の結果や過程を
振り返り，授業を通して何を
得たのかを自覚したり，
得たことを活用すれば
どんなことができるのかを
発見したりします。

5 深めよう

「正三角形の場合に使った
見方・考え方が正方形の
場合でも使えるか」といった
着眼点から新たな問題を
見いだして統合的・発展的に
考えたり，学んだことを
別の場面で活用したりして，
学びを深めます。

学び合おう には，切り離して使えるワークシートを巻末に用意しています。
自分の考えを整理し，互いの考えを伝え合うために使用することで，
考える力や説明する力を高めることができます。

対話シート

1 年 p.12 ／ 2年 p.8 ／ 3年 p.8

各学年の巻頭の《ノートのくふう》には，
左のような振り返りの観点のほか，
振り返りの具体的な記述例も示しています。
（→本書 p.22）

98

各自で学習をふり返って，
次のようなことをかこう。
1　わかったこと
2　役に立った考え方
3　よさを感じたこと
4　生活との関わり
5　次にしたいこと，
　　さらに調べたいこと
 など

学習を
ふり返ろう
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条件を変えて考える
な見方・考え方大切

偶数 → 奇数

条件を変えて考える
な見方・考え方大切

正三角形 → 別の図形

条件を変えて考える
な見方・考え方大切

45°→ほかの大きさの角

それぞれの学習場面で働かせるべき数学的な見方・考え方を具体的に
示すとともに，同じような見方・考え方を繰り返し使っていくことで，
さまざまな問題解決の場面で数学的な見方・考え方を自在に働かせる
ことができるようにします。

大切な見方・考え方

これらのほかにも，次のような「数学的な見方・考え方」を取り上げています。

１年p.25

２年 p.46１年 p.237

２年 p.87

３年 p.54

※教科書では，それぞれの学習場面で働かせる「見方・考え方」のうち，主なものを載せています。
　また，「見方」と「考え方」は本来，切り離して働かせるものではありませんが，生徒の発達の段階を考慮して，
　わかりやすく表現しています。　

数学的な見方・考え方を働かせながら，知識及び技能を習得したり，
思考力，判断力，表現力等を育成したりできるように，それぞれの学習場面で
働かせるべき数学的な見方・考え方を具体的に示しました。

154

1年 4 章 190314

x … 4 …

y … 100 …

	 比例と反比例の活用

身のまわりの数量の関係を比例や反比例ととらえて，
それらの性質を問題の解決に活用しよう。

めあて

海水の量と塩の量の関係例1

比例と反比例の活用1

4Lの海水から約100gの塩がとれるそうです。
海水からとれる塩の量は，海水の量に
比例するとして，海水20Lからとれる塩は
約何 gかを求めましょう。

塩の量は海水の量に比例するから，
海水の量が5倍になれば，とれる
塩の量も5倍になります。
このことを使って，例1の答えを
求めることもできます。

例1について，次の問いに答えなさい。
（1） 比例定数25は，どんな数量を表していますか。
（2） 800gの塩をとるには，約何 Lの海水が必要ですか。

解答例

別解

問1

4 節

xLの海水からygの塩がとれるとする。
yはxに比例するから，比例定数をaとすると
　　　　　　　y =ax

x=4のときy=100だから
　　　　　　100 =a*4

　　　　　　　a =25

したがって　　 y =25x

x=20のとき　y =25*20

 =500

 答　約500g

数量の関係に着目する
な見方・考え方大切

表を縦に見てxとyの
対応関係を調べる

ほかの方法を考える
な見方・考え方大切

表を横に見てxとyの
変化の関係を調べる

5倍

海水(L) 4 20

塩　(g) 100 500

5倍

入
いり
浜
はま
式
しき
塩
えん
田
でん
での潮

しお
まき（兵

ひょう
庫
ご
県赤

あこう
穂市）

5

10

15

20

25

１年 p.154

126

2年 4章　190322

6 三角形の合同条件を使う証明

次のア～ウの文と図は，~AOBの二等分線を
作図する手順を説明したものです。この作図の方法が
正しいことを示すには，どうすればよいでしょうか。
ア  OC= ODとなる点C，Dを， 

~AOBの辺OA，OB上に， 
それぞれとる。

イ  点Oのほかに，CP= DPとなる
　　点Pをとる。
ウ  半直線OPをひく。

証明すべきことがらを見いだして，その証明をしよう。

　　の作図の方法が正しいことは，
　　　 OC=OD，CP=DP ならば ~COP=~DOP

が正しいことを導くことで証明することができます。

右のような図で，OC=OD，CP=DPならば
~COP=~DOPであることの証明を
完成しなさい。

めあて

問1

証明
;OCPと において
仮定から　　　　OC=  ………①
　　　　　　　　CP=  ………②
共通な辺だから　OP=OP………………③
①，②，③より，

から
　　　　　　;OCP#

合同な図形の対応する角の大きさは
等しいから　~COP=~DOP

P

C

D
O

P

C

D
O

［仮定］

［結論］

P

A

C

D BO

ア
イ

ウ

イ

作図の手順のアとイが
仮定にあたるね。

WEB

数学の問題にする
な見方・考え方大切

仮定と結論を
明らかにする

5

10

15

20

25

２年 p.126

27

式
の
計
算

１
章

の倍数であることをいうには
　 * (整数 )

の形をつくればいいね。

94 =10* 9+4

49 =10* 4+9

上の　で調べたことから，次のことが予想されます。

2けたの自然数と，その数の十の位の数と一の位の数を
入れかえてできた数の差は，9の倍数になる。

このことがいつも成り立つことを，文字を使って
説明しましょう。
もとの自然数の十の位の数をx，一の位の数を
yとすると，
もとの自然数は　　　　10x+y
入れかえてできた数は　10y+x　と表される。
もとの自然数と入れかえてできた数の差は
　　　(10x+y)-(10y+x)
　　=9x-9y
　　= (x-y)　　…… * (整数)

x-yは整数だから， (x-y)は の倍数になる。
したがって，2けたの自然数と，その数の十の位の数と
一の位の数を入れかえてできた数の差は，9の倍数になる。

2けたの自然数と，その数の十の位の数と一の位の数を
入れかえてできた数の和は，どんな数になるかを調べ，
「 は，……になる。」という形でかきなさい。
また，そのことがいつも成り立つことを，文字を使って
説明しなさい。

解答例

問3

2けたの自然数と，その数の十の位の数と
一の位の数を入れかえてできた数の差は，
どんな数になるかを予想しましょう。

2けたの自然数の性質例2

 94 - 49 = 

 75 - 57 = 

 21 - 　　　 = 

 　　　 - 　　　 = 

いくつかの場合から予想する
な見方・考え方大切

条件を変えて考える
な見方・考え方大切

差→和

20

25

15

10

5

２年 p.27

比例の関係にある２量
x，yの対応関係に着目
して，日常生活や社会の
事象を数理的に捉える
活動の場面です。

１年で学んだ角の
二等分線の作図の
手順から，長さが等しい
線分の組などに着目して，
命題を見いだし表現する
活動の場面です。

数の性質を帰納的に
見いだす活動の場面です。

繰り返し使っていく
見方・考え方

具体的な
見方・考え方

35

正
の
数
と
負
の
数

１
章

（1） 4-10

　=-6

（2） -2-5

　=-7

次の式の正の項と負の項をそれぞれ答えなさい。
また，式の計算をしなさい。
（1） -3-7 （2）　-4+9 （3）　-8+5

（4） 2-6 （5）　19-27 （6）　-30+30

　7-9+8-5のような式でも，次のように，正の項，
負の項をそれぞれまとめて計算することができます。
　7-9+8-5
=7+8-9-5

=15-14

=1

！注意	 計算の結果が正の数のときは，答えの正の符号+を 
省くことができます。

次の式の正の項と負の項をそれぞれ答えなさい。
また，式の計算をしなさい。
（1） 3-5-9 （2）　-19+12-2

（3） 1-4-6+10 （4）　14-5-11+8

（5） 65-16+5-14 （6）　29+7-8-29

問2

問3

　4-10のような計算は，(+4)と(-10)の和と考えて
計算することができます。

かっこを省いた式の計算例2

関連づけてまとめる
な見方・考え方大切

4-10=(+4)+(-10)

　減法　　　加法

　( -2 )+ ( -5 )

=-7
-2 -5

　( +4 )+ (-10 )

=-6
-10+4

　( +7 )+ ( -9 )+ ( +8 )+ ( -5 )

= ( +7 )+ ( +8 )+ ( -9 )+ ( -5 )

= (+15 )+ (-14 )

=1

-5+7 +8-9

補充問題１
▶p.279

WEB

5

10

15

20

１年 p.35

35

式
の
展
開
と
因
数
分
解

１
章予想した性質や，その性質が成り立つことの証明について，

彩
あや
さんと陸さんが話し合っています。

（1） 彩さんが予想した性質は，いつも成り立つといえますか。
　　陸さんの証明をふり返って考えましょう。
（2） 彩さんが予想した性質の「ある奇数」は，もとの2つの
　　偶数と，どんな関係がありますか。

文字を使うことには，どんなよさがありましたか。
また，次に何を調べたいですか。

　の「偶数」を「奇数」に変えて新しい問題をつくり，
いつも成り立つ数の性質を予想しましょう。
また，その性質がいつも成り立つことを証明しましょう。

これまでの学習をふり返ると，連続する3つの整数について
ある性質が成り立つことがわかります。
次の にあてはまることばを考えましょう。

話し合おう3

ふり返ろう4

深めよう5

もっと深めよう6

連続する3つの整数のうち，最も小さい数と最も大きい数の
積に1をたすと， になる。

私が予想した性質は，
「連続する2つの偶数の積に
1をたした数は，ある奇

き
数
すう
を

2乗した数になる」だよ。

ぼくが予想した性質の
「ある整数」を「ある奇数」に
変えると，彩さんが予想した
性質と同じになるね。

 陸
りく

さん

条件を変えて考える
な見方・考え方大切

偶数→奇数

便利な計算方法
▶︎p.220

 彩さん

20

15

10

5

３年 p.35

正の数と負の数の加減を
考えることによって，
減法の計算を加法の計算と
統合的にみる活動の
場面です。

問題の条件の一部を変えた
新しい問題をつくり，
発展的に考える活動の
場面です。
このあとの統合的に考える
活動につながります。

「主体的・対話的で深い学び」を実現する

見方・考え方を働かせる学習活動
1

数学的な見方

論理的な考え方

統合的・発展的な考え方

同じように考える
な見方・考え方大切

数直線と矢印で求める

根
こん
拠
きょ
を明らかにする

な見方・考え方大切

判断の基準を定めて
比べる

順序よく考える
な見方・考え方大切

xの変域を分ける

知っていることを
使えるようにする

な見方・考え方大切

係数を整数にする

ほかの方法を考える
な見方・考え方大切

 12  18

 2  6  6  3 など
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本時のめあてや 例 問 の意図を明確にすることで学びやすくし，
基礎・基本が確実に身に付くようにしました。
●各小節は原則として１時間の授業に対応しています。（一部，例外もあります。）

「わかる・できる」を確かなものにする

本時のめあての明確化 右のようなマークの付いている 問は
主体的に学習に取り組む態度や
思考・判断・表現の観点，
マークの付いていない 問は
知識・技能の観点での評価に
利用することができます。

4140

2年２章　190322

連
立
方
程
式

２
章

3xと-3xは，
たせば0になるね。

文字を1つ減らせば
１年で学んだ
方程式になるね。

 A = B

+) C = D

 A +C = B +D

りんご 4個とみかん 1個では550円，
りんご 2個とみかん 1個では290円です。
このりんご 1個の値段を求めてみましょう。

りんご 1個の値段は，どのようにすれば求められるでしょうか。

　りんご 1個の値段をx円，みかん 1個の値段をy円とすると，
　のことがらは，次の連立方程式で表せます。

連立方程式の解き方を考え，解けるようになろう。

　上の連立方程式の 1 と 2 の左辺どうし，右辺どうしを
それぞれひくと

　x=130より，りんご 1個の値段は130円です。

　上の計算では，2つの方程式の左辺どうし，右辺どうしを
ひくことでyを消し，すでに解き方を知っているxだけの
1次方程式2x=260をつくっています。

1 の式と 2 の式にx=130をそれぞれ代入してyの値
あたい
を求め，

求めた値を比べましょう。どんなことがいえますか。

　

問1

めあて

問2

2 連立方程式の解き方

4x+y=550 …… 1

2x+y=290 …… 2

話し合おう

 A = B

-) C = D

 A -C = B -D

4x+y=550

-) 2x+y=290
2x　　=260

x=130

　x，yについての連立方程式からyをふくまない
方程式を導くことを，yを消

しょう
去
きょ
するといいます。

連立方程式
3x+2y=9

-3x+5y=12
を解きましょう。

xの係数の絶対値が等しいから，xを消去します。

連立方程式
5x+3y=16

5x-3y=4
を次の2通りの方法で解いて，

解は同じになることを確かめましょう。
（1） まずxを消去する。 （2）　まずyを消去する。

　連立方程式は，2つの2元1次方程式から1つの文字を
消去して1元1次方程式を導けば解くことができます。

次の連立方程式を解きなさい。

（1） 
x-y=5

2x+y=1
 （2）　

2x+3y=7

2x-y=3

（3） 
4x+3y=13

2x+3y=8
 （4）　

7x+3y=12

-7x-y=-4

（5） 
-x+4y=24

-x-4y=-8
 （6）　

3x+6y=-1

-3x+6y=-7

考え方

解答例

問3

問4

係数の絶対値が等しい連立方程式の解き方例1

1 ， 2 の左辺どうし，右辺どうしをそれぞれたすと

y= 3を 1 に代入すると
　　3x+2*3=9

　　　　　　x= 1

次の課題　連立方程式　　　　　　 は，これまでに学んだ方法で解けるかな。
x+3y=17
2x+y=14

3x+2y=9 …… 1

-3x+5y=12 …… 2

3x+2y=  9

+)-3x+5y=12

7y=21

y=  3

答　
x=1

y=3

深めよう

補充問題８
▶︎p.215

チャレンジ ▶︎答p.42

4x-2y=0

x+2y+3=3

550円

290円

知っていることを
使えるようにする

な見方・考え方大切

文字が 1つだけの
方程式をつくる

考えよう

15

10

20
20

15

10

5

5

2 年 p.40 〜 41

学習の出発点となる
問題です。

例

タイトルをつけることで，
学習内容をつかむことが
できます。また，復習を
しやすくしています。

チャレンジ
問を早く終わらせた生徒が
自主的に取り組むための，
少し難しい追加問題です。
答えは解く前に見えないよう，
次の見開きの脚注部分に
掲載しています。

補充問題へのリンク

授業の終盤での
補充問題としても，
家庭での復習としても
使えます。

次の課題

次の学習への意識を高める
ことで，学びに向かう力，
人間性等の涵養に寄与します。

めあて

で学習する内容の
イメージをもたせてから，
本時のめあてを確認します。

初出用語

背景に色をつけて目立つ
デザインにしています。

指導と評価の一体化2
考えよう 	 ����� 解決の方法などを自分なりに	

考える問題

話し合おう 	 ���� 話し合いを通して解決したり，	
考えを高め合ったりする問題

深めよう 	 ����� 学習の過程を振り返るなどして，
理解を深める問題

説明できるかな？ 	�� 方法や理由などを説明する問題
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4342

1年 1 章 190314

正
の
数
と
負
の
数

１
章

西 東
O 4km

時速4km西へ向かって時速 4kmで歩いている
人が，現在 O地点を通っています。
この人の 2時間後，2時間前の位置は，
それぞれどのように考えれば
求められるでしょうか。

負の数や0にある数をかける計算について考え，
計算ができるようになろう。

　西へ向かって時速 4kmで歩いている人の，時間と位置の
関係は，O地点を基準の 0kmとし，東を正の方向とすると，
次の図のように表されます。

　「西へ時速 4kmで進む」ことを「東へ時速-4kmで進む」
とすると，時間と道のりの関係は，次のようになります。
　 　(-4)*(+2) =-8
　 　(-4)*(+1) =-4
　 　(-4)*　0 =　0
　 　(-4)*(-1) =+4
　 　(-4)*(-2) =+8

　(負の数)*(正の数)では，
それぞれの数の絶対値の積に負の符

ふ
号
ごう
をつけます。

　(負の数)*(負の数)では，
それぞれの数の絶対値の積に正の符号をつけます。

めあて

広げて考える
な見方・考え方大切

かけられる数を
負の数まで広げる

2 乗法 2

p.41のチャレンジの答　(1) +52　(2) -90　(3) -200

（1） 0*(+4)=0 （2）　0*(-4)=0

次の計算をしなさい。
（1） 0*(+6) （2）　0*(-9)

　0にどんな数をかけても，積は0になります。

問3

- *(+4)=- 　*4

  =-6

次の計算をしなさい。

（1） - *(+12) （2）　 - * - 

3

2

3

2

問2
1

3

1

2

8

5

（1） (-5)*(+3) （2）　(-2)*(-8)

　=-(5*3) 　=+(2*8)
　=-15 　=+16

次の計算をしなさい。
（1） (-6)*(+5) （2）　(-8)*(-4)

（3） (-12)*(-5) （4）　(-3)*0

　どんな数に0をかけても，積は0になります。

問1

0にある数をかける計算例3

負の分数の乗法例2

負の数にある数をかける計算例1

次の課題　(-12) / (+3)の計算は，どのように考えればよいかな。

1　同じ符号の2数の積
　 　符号………正の符号　
絶対値……2数の絶対値の積

2　異なる符号の2数の積
　　符号………負の符号　
絶対値……2数の絶対値の積

正の数，負の数の乗法

チャレンジ 2▶答p.44

- * - 
3

2

10

3

チャレンジ 1▶答p.44

（1）　(-15)*(+7)
（2）　(-30)*(-3)

計算の練習３
▶p.44

西

2時間後 1時間後 現在 1時間前 2時間前

東

O-8 -4 +4 +8 (km)

(-)*(-)→(+)

(+)*(+)→(+)

(-)*(-)→(+)

(-)*(+)→(-)

(+)*(-)→(-)

(-)*(+)→(-)

かける数が1小さくなると，
積はどうなるかな。

WEB

5

5

10
10

15

15

20

20
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1年巻頭 190314

速さ・時間・道のり� 　算数の確かめ【問題編】　▶︎p.276

一定の速さで歩いている人が，O
オー
地点を通過しました。

速さは，単位時間あたりに進む道のりで表します。 

●速さ●

(平行四辺形の面積 )= (底辺 )* (高さ ) (三角形の面積 )= (底辺 )* (高さ )/2

(ひし形の面積 )= (対角線 )* (対角線 )/2 (台形の面積 )= {(上底 )+ (下底 )}* (高さ )/2

(直方体の体積 ) = (縦 ) * (横 ) * (高さ )  (角柱・円柱の体積 ) = (底面積 ) * (高さ )

(円周率 ) = (円周 ) / (直径 )

(円周 ) = (直径 ) * (円周率 ) = (半径 ) * 2 * (円周率 )

(円の面積 ) = (半径 ) * (半径 ) * (円周率 )

●面積●

●体積●

●円●

時速40km   1時間で40km進む速さ
分速60m   1分間で60m進む速さ
秒速8m   1秒間で8m進む速さ

時速40kmを40km/h，
分速60mを60m/min，
秒速8mを8m/sと
表すこともあるよ。

数量の関係を
表やグラフで
表すことも学んだね。

O 480ｍ120ｍ 180ｍ

1分後O地点を通過してから 2分後 3分後 4分後 4分後

480ｍ

分速　　   ｍ

480ｍ

480ｍの道のりを
分速60ｍで進んだときに
かかる時間は8分です。
（時間を求める式）
　480/60=8

分速60ｍで進む人が
4分で進む道のりは
240ｍです。
（道のりを求める式）
　60*4=240

120ｍの道のりを
2分で進む速さは
分速60ｍです。
（速さを求める式）
　120/2=60

(時間 )= (道のり )/ (速さ )(道のり )= (速さ )* (時間 )(速さ )= (道のり )/ (時間 )

500

400

300

200

100

543210 876 (分)

(m)

時間 (分) 1 2 3 4 5 …

道のり (ｍ) 60 120 180 240 300 …

図形の計量� 　算数の確かめ【問題編】　▶︎p.278

底辺

高さ

底辺

高さ

対角線

対角線
下底

上底

高さ

直径

半径

横

縦

高さ

直方体 円柱

高さ

底面積

高さ

底面積

三角柱

既習事項を復習したり学び直したりする機会を設けることで，
つまずきを未然に防ぎ，これまでに学んだことを次の学習に生かせるようにしました。

「わかる・できる」を確かなものにする

つまずきを防ぎ理解を助ける構成（小中連携・学び直し）
2

速さ・時間・道のりの
関係は，正の数と負の数の
乗法，方程式の活用，
比例と反比例の活用など，
いろいろな学習場面で
出てくるので，
巻頭で確かめられるように
しています。

新しい問題の解き方を，
既に学んだ事柄と
関連付けて見いだしていく
数学的活動を多く設けて
います。

1年 p.10

1 年 p.42 ２年 p.52

1 年 p.223

生かす 確かめる

5352

2年２章　190322

連
立
方
程
式

２
章

出発点 目的地

A町 B町

峠

A町～峠 峠～B町 A町～B町

道のり(km) 19

速さ(km／h) 3 5

時間(時間) 5

道のり

速さ

5時間

19 km

A町 B町

時　間

xkm ykm

時間

時速 3 km 時速 5 km

時間
峠

◀時速 3kmを 3km／hと
表すことがあります。

連立方程式の解と
求める数量がちがう
ことに注意しよう。図や表の空

くう
らんに

あてはまる文字や式を
かき入れよう。

　峠
とうげ
をこえて，A町から19km離

はな
れたB町へ

行くのに，A町から峠までを時速 3kmで，峠から
B町までを時速 5kmで歩いたところ，ちょうど
5時間かかりました。A町から峠までと峠から
B町までの道のりを，それぞれ求めましょう。
A町から峠までの道のりをxkm，峠から
B町までの道のりをykmとして，
問題にふくまれる数量の関係を図や表に
整理すると，式がつくりやすくなります。

考え方

例1について，A町から峠まで歩いた時間をx時間，
峠からB町まで歩いた時間をy時間として，
数量の関係を次の表に整理し，A町から峠までと
峠からB町までの道のりを，それぞれ求めなさい。

60km離れた目的地まで車で行くとき，
ふつうの道路を時速40km，
高速道路を時速80kmで行くと
1時間で着きました。
高速道路を何分間走行したか
求めなさい。

解答例

問1

問2

次の数量を式で表しましょう。
（1） xkmの道のりを，時速 3kmで歩いたときに
 かかる時間
（2） 時速 3kmで a時間歩いたときに進む道のり

連立方程式を使って，速さに関する問題を解いてみよう。

確かめよう

めあて

速さに関する問題例1

確かめ　▶︎算数

　(時間)=

(道のり)= (速さ)* (時間)

(道のり)

(速さ)

2 速さの問題 A町から峠までの道のりをx km，
峠からB町までの道のりをy kmとすると

1 *5

2 *15

y=10を 1 に代入すると
 x+10 =19

 x =9

A町から峠までを 9 km，峠からB町までを
10 kmとすると，問題にあう。
答　A町から峠までが 9 km，峠からB町までが10 km

x+y=19 …… 1

　 +　 =5 …… 2x

3

y

5

 5x+5y=95

 -) 5x+3y=75

 2y=20

 y=10

A町～峠 峠～B町 A町～B町

道のり(km) 19

速さ(km／h) 3 5

時間(時間) 5

ほかの方法を考える
な見方・考え方大切

道のりをxやyとする
→時間をxやyとする

20

25

20

15

15

10

10

5

5

小節の導入問題のうち，
既習事項を出発点と
するものです。222

1年 6 章 190314

右の図に正多角形の面を 1つつけ加えると，
それぞれ正多面体の展開図が完成します。
残りの面はどこにつければよいですか。
あてはまる辺すべてに○印をつけなさい。

右の図の直角三角形を，次の（1），（2）の直線を
軸
じく
として 1回転させてできる立体について，
それぞれ表面積と体積を求めなさい。
（1） 直線l
（2） 直線m

縦4cm，横5cm，高さ3cmの直方体の形をした
容器に水を入れ，静かに傾

かたむ
けて，右の図のような

状態にしました。このとき，容器にはいっている
水の体積を求めなさい。

次の文章は，右の図のような立体で，辺ABが
面BCFEに垂直かどうかを調べる方法を
説明したものです。

上の説明を参考にして，辺CFが面ABCに垂直か
どうかを調べる方法を説明しなさい。

1

2

3

4

とりくんでみよう	 解答例▶︎p.293

説明できるかな？

辺ABが面BCFEに垂直かどうかを調べるには，
辺ABと辺BC，辺ABと辺BEが，それぞれ
垂直かどうかを調べればよい。

（1） 正四面体　　（2）　正六面体

A

D

B
C

F
E

l

m
3cm

4cm5cm

3cm

4cm
5cm

次の章を学ぶ前に 	解答例▶︎p.293	

223

次の表は，ある中学校の 1年 1組女子20人の
ハンドボール投げの記録です。
また，下の図は，この表をもとにかいた
ドットプロットです。

 ハンドボール投げの記録 (1 年 1組女子 ) (m)

15

11

12

17

19

16

12

11

13

17

13

9

17

11

10

13

10

17

14

17

5 6 7 8 9 1011121314151617181920 (ｍ)

ハンドボール投げの記録（1年 1組女子）

このデータについて，次の問いに答えましょう。
（1） 平均値を求めましょう。

（2） 中央値を求めましょう。

（3） 最
さい
頻
ひん
値
ち
を求めましょう。

1 確かめ　▶︎算数
数直線に，記録などの印を
並べた図のことを
ドットプロットという。

データの特
とく
徴
ちょう
を，適当な1つの

　値
あたい
で代表させるとき，その値を

代表値という。

小学校で学んだ代表値
◆平均値
　データの個々の値が等しい
　大きさになるようにならした値。
　データの個々の値を合計し，
　値の個数でわって求める。

　(平均値)=

◆中央値
　データの値を大きさの順に
　並べたときの中央の値。
　値が偶

ぐう
数
すう
個ある場合は，

　中央の2つの値の平均値を
　中央値とする。
　（例）
　①　2，3，4，5，6の
　　　中央値は4
　②　2，3，4，5，6，7の

　　　中央値は　　　　=4.5

◆最頻値
　データの中で最も多く
　現れている値。

(個々の値の合計)

(値の個数)

4+5
2

5

10

15

20

5

必要に応じて，既習事項を
横欄に示しています。

次の章を学ぶために
必要な知識及び
技能を，その章の
直前に復習できます。
つまずきを未然に
防ぐことにつながり，
授業がスムーズに
進められます。

次の章を学ぶ前に

１年の巻頭（p.8 ～ 11）
では，小学校算数で
学んだ事柄のうち，
よく使われるものを
いつでも確かめる
ことができます。

巻末（p.274～278）には
練習問題も用意して
います。

算数の確かめ

この教科書では，習得した知識及び
技能とともに，これまでの学習活動で
働かせてきた数学的な見方・考え方も，
新しい問題の解決に生かせるように
しています。（→本書 p.10 ～ 11）

既習事項を生かした学び

111110

3 年４章　190329

関
数 y

=
a

x
2

４
章

　まっすぐな線路と，その線路に平行な道路があります。
1 電車が駅を出発すると同時に，電車と同じ方向に走っている自動車が
 駅前を通過しました。
2 しばらくは自動車が先を走っていました。
3 速さを増した電車が自動車に追いつき，その後，追いぬきました。

関数のグラフを使って，身のまわりの問題を考えよう。

上の場面で，電車が駅を出発してからx秒間に進む距
きょ
離
り
をymとすると，

0≤x≤60の範
はん
囲
い
では，y=　x2の関係があるとします。

自動車は秒速10mで走っているとすると，電車が自動車に追いつくのは，
電車が駅を出発してから何秒後ですか。
下の図を使って求めなさい。

身近なことがら

めあて

問1
1

4

関数のグラフの活用2

200

O 20 40 60

400

600

800

1000

x(秒)

y (m)

x(分)

y (m)

O

400

200

600

4 8 12

姉姉
弟弟

2年の1次関数で似た問題を考えたね。
追いつくとき，グラフでは，どのように
表されたかな。

y=　 x2 (0≤x≤60)1

4

1 2

1 2

3

3

　2年で学んだように，2つの直線の
交点の座標は，その2つの直線の式を
連立方程式として解いたときの解として
求めることができます。

直線y=-x+5と直線y=2x-4の
交点の座標を求めましょう。

　放物線と直線の交点の座標についても，同じように
求められるか考えてみましょう。
　前ページの場面で，電車が駅を出発してからx秒間に
進む距離をyｍとすると，xとyの関係は，それぞれ
次の式で表されます。

　　電車　　y=　x2 …… 1

　　自動車　y=10x …… 2

　 1 と 2 の関数のグラフは，原点ともう1点で交わります。
その2つの交点のx座標とy座標の値

あたい
の組は， 1 と 2 の

等式を，どちらも成り立たせます。
　つまり，2つの交点の座標は， 1 と 2 を連立方程式として
解いたときの解であるといえます。

上の連立方程式を解いて，その解が，関数y=　x2のグラフと
関数y=10xのグラフの交点のx座標とy座標の値の組と
一
い っ ち
致することを確かめましょう。

前ページと同じ場面で，電車が駅を出発すると同時に，電車と
同じ方向に秒速4ｍで走っている自転車が駅を通過しました。
電車が自転車に追いつくのは，電車が出発してから何秒後ですか。

1

1

4

2 1

4

3

やってみよう

x

yy=-x+5
5 y=2x-4

O

-4

y=　x2 …… 1

y=10x …… 2

1

4

発展 /高校数学
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内容資料説明資料20200122

平成 30年度全国学力・学習状況調査Ａ問題1（3）正答率 69.3％

平成 24年度全国学力・学習状況調査Ａ問題 10（1）正答率 51.4％

過去の全国学力・学習状況調査の結果から課題があると指摘されている
記述式の問題への手立てとして，事柄や事実，方法や手順，理由を
数学的な表現を用いて説明する言語活動を充実させています。

全国学力・学習状況調査で正答率が低かった問題などを手厚く扱うことで，
生徒の苦手を克服し，学力の向上を図ることができるようにしました。

「わかる・できる」を確かなものにする

苦手を克服する工夫
2

表を横に見て
・0（6ずつ減る）
・3（半分になる）
としたと考えられる
誤答が多い。

　  ここに注目！
この教科書では，ノート形式の枠や中学生キャラクターの吹き出しを使うなどして，
数学的な表現の例を示しています。また，方法や理由などを説明する問題を適宜設けています。

1 年 p.49 １年 p.239

1 年 p.147
147146

1年 4 章 190314

比
例
と
反
比
例

４
章

x 1 2 3 4 …

y 120 60 30 15 …

数の範
はん
囲
い
を負の数にまで広げて，反比例の性質を調べよう。

反比例の関係y= について，次の表を完成し，
下の（1）～（3）のことを調べましょう。

（1） 比例定数を答えましょう。
（2） xの値

あたい
が2倍，3倍，…になるとき，それに対応する

 yの値は，それぞれ何倍になりますか。
（3） 対応するxとyの値の積xyは，それぞれどんな値に
 なりますか。

！注意		反比例の関係y= では，x=0に対応するyの値は考えないことにします。

　次に，比例定数が負の数の場合を考えてみましょう。

めあて

問1 24
x

a
x

数の範囲の広がりと反比例の性質2

比例定数が負の数である反比例の式例1

y=-　 は，比例定数が-24である反比例の式です。

次のア～ウの式で表される関数の中から，yがxに
反比例するものをすべて選びなさい。
また，その比例定数を答えなさい。

ア　y=　　　　イ　y=-　　　　ウ　y=-

24
x

問2

15
x

15
x

x

15

確かめ　▶p.70	例２

 -　　=
24
x

-24
x

反比例の関係y=-　 について，次の表を完成し，
下の（1），（2）のことを調べましょう。

（1） xの値が2倍，3倍，…になるとき，それに対応する
 yの値は，それぞれ何倍になりますか。
（2） 対応するxとyの値の積xyは，それぞれどんな値に
 なりますか。

これまでに調べたことから，反比例の関係y=　について，
どんなことがわかりましたか。

　反比例では，変域や比例定数が負の数の場合も，
正の数の場合と同じ性質が成り立ちます。これまでに
調べたことをまとめると，次のようになります。

問3 24
x

問4 a
x

yがxに反比例するとき，次のことが成り立つ。
1　xの値がm倍になると，それに対応するyの値は　倍になる。
2　対応するxとyの値の積xyは一定で，比例定数aに等しい。

1
m

xとyの間に，右の表のような対応の
関係があるとき，yはxに反比例すると
いえますか。

まちがえやすい問題

次の課題　変数や比例定数の範囲を負の数にまで広げると，反比例のグラフはどうなるかな。

3倍

倍 倍
倍

3倍
2倍2倍

倍 倍
倍

2倍2倍

x … -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 …

y … * …

3倍

倍 倍
倍

3倍
2倍2倍

倍 倍
倍

2倍2倍

x … -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 …

y … * …

考えよう

考えよう

広げて考える
な見方・考え方大切

変域を負の数まで

広げて考える
な見方・考え方大切

比例定数を負の数に

深めよう

5 5

10

10

15

15

20

１年 p.162
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次の章を学ぶ前に 	解答例▶p.292	

右の図の長方形について，
次の問いに答えましょう。
（1）  辺ABと垂直な辺は 

どれとどれですか。

（2）  辺ABと平行な辺は 

どれですか。

次の図の 2つの直角三角形アとイは合同です。
点Cに対応する点と辺ABに対応する辺を
それぞれ答えましょう。

ア イ

A

CB FE

D

次の図で，直線ABを対
たい
称
しょう
の軸

じく
とする線対称な

図形と，点Oを対称の中心とする点対称な図形を，
それぞれ完成しましょう。

1

2

3

A

O

（1） （2）

B

確かめ　▶算数
ぴったり重ね合わせる
ことができる2つの 

図形は合同である
という。

確かめ　▶算数
・ 2本の直線が直角に 

交わっているとき， 
この2本の直線は 

垂直であるという。
・ 1本の直線に垂直な 

2本の直線は 

平行であるという。

確かめ　▶算数
・ 1つの直線を折り目として
折ったとき，両側が 

ぴったり重なる図形を，
線対称な図形という。 
また，その直線を対称の
軸という。

・ 1つの点を中心にして 

180°回転したとき， 
もとの図形にぴったり 

重なる図形を，点対称な
図形という。 
また，その点を対称の 

中心という。

A

CB

D

163

ある紙から，いろいろな形を
切り出しています。陸

りく
さんは，

自分が犬の形に切り出した紙の
面積を求めたいと思っています。

陸さんは，紙の重さと面積の関係から，
切り出した形の面積を求められると気づきました。
そこで，同じ紙から，1辺の長さが20cmの正方形を
切り出して，その重さをはかったところ，16gでした。
次の問いに答えなさい。
（1） 犬の形に切り出した紙の面積を求めるためには，あと何を
 調べればよいですか。次のア～ウの中から1つ選びなさい。
 ア　同じ紙から切り出した，1辺の長さが10cmの
　　　　正方形の重さ
 イ　同じ紙から切り出した，1辺の長さが30cmの
　　　　正方形の重さ
 ウ　面積を求めたい犬の形の紙の重さ
（2） （1）で選んだものの重さをはかったところ，36gでした。
 このことから，犬の形の紙の面積を求めなさい。

3

同じ種類のくぎがたくさんあります。そのくぎの本数を
求めたいと思います。
全部のくぎの重さをはかったところ，約400gでした。
くぎの本数を求めるには，あと何を調べて，どのような
計算をすればよいですか。
下のア～エの中から調べるものを1つ選びなさい。
また，それを使ってくぎの本数を求める方法を説明しなさい。
ア　くぎ 1本の長さ　　　　　イ　くぎ 1本の重さ
ウ　くぎ 1本の太さ　　　　　エ　くぎ 1本の値段

4
説明できるかな？

この犬の形の面積を
求めることはできるかな。

 陸さん

?cm2

16g20cm

20cm
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20

25
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10

２年 p.101
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図
形
の
性
質
と
合
同

４
章

2 平行線の性質

ノートの罫
けい
線
せん
と交わるように直線を

ひいたとき，罫線とひいた直線との間に
できる角の大きさについて，
どんなことがいえますか。
　
平行線に直線が交わってできる角について調べよう。

　右の図のように，平行な2直線l，mに交わる
1つの直線nをひくと，その同位角~a，~bは
等しくなります。
　すなわち　 l:m ならば ~a=~b 　です。

右の図で，l:mのとき，大きさが
40'である角すべてに印をつけなさい。
このことから，平行線の錯

さっ
角
かく
について，

どんなことがいえるか予想しましょう。

　問1から，平行線の錯角は等しいことが予想されます。
　このことが正しい理由は，次のように説明することが
できます。

　右のような図で，l:mのとき，
　　平行線の同位角は等しいから　~a=~b
　　対頂角は等しいから　　　　　~b=~c
　　したがって 　　　　　　　　~a=~c
　すなわち　 l:m ならば ~a=~c 　です。

めあて

問1

l

n

40'

m

a

b

l

n

m
c

a

b

l

n

m

考えよう

説明できるかな？

右の図で，l:mのとき，~x，~yの
大きさを求めなさい。

右のような図で，l:mのとき，
~aと~bの間に成り立つ性質について，
次の（1）～（3）の順に調べなさい。
（1）　~a=110'のとき，~bは何度ですか。
（2）　~aと~bの間に成り立つ性質を
　　予想しなさい。
（3）　（2）で予想した性質がいつも成り立つ
　　理由を説明しなさい。

問2

問3

補充問題19
▶︎p.218

2つの直線に1つの直線が交わるとき，次のことが成り立つ。
1　　2つの直線が平行なとき，　
同位角は等しい。

2　　2つの直線が平行なとき，　
錯角は等しい。

　

平行線の性質

左の図はl:mで，~cと~dは
錯角です。平行線の錯角は
等しいから，~c=~dです。

右の図はl:mで，~aと~bは
同位角です。平行線の同位角は
等しいから，~a=~bです。

表現の例②表現の例①

l
a

b d

c

m

l
70'

100'

x y
m

b d

a
l

m

c

 陸
りく

さん 彩
あや

さん
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章末には記述式の
問題を設けています。

各小節の 問 では，
□埋め形式の問題を
設けるなどして，
「数学的な表現」を
段階的に身に
付けられるように
しています。

説明できるかな？

数学の用語を正しく
使ったり，根拠を
示して説明したりする
「数学的な表現」が
身に付くように
しています。

表現の例

間違えやすい問題を
ピックアップして，
じっくり考えられる
ようにしています。

まちがえやすい問題

（-52）と（-5）2 の違いが
理解できていないと
考えられる誤答が多い。

239238
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デ
ー
タ
の
活
用

7
章
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図 1　ハンドボール投げ

図 2　ハンドボール投げ

面積が
等しい

面積が
等しい
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0.05

0.10

0.15

0.20

0.25
図 3　ハンドボール投げ

右の表1は，A中学校とB中学校における
1年生男子のハンドボール投げの記録を
整理した度数分布表です。
全体としては，A中学校とB中学校の
どちらの記録がよかったといえそうですか。

総度数が異なる2つのデータの分布を
比
ひ
較
かく
する方法について考えよう。

　総度数が異なるデータの分布を比べるときは，
総度数に対する各階級の度数の割合を用います。

めあて

相対度数例1

表1のA中学校について，9ｍ以上12ｍ未満の
階級の相対度数を，四捨五入で小数第2位まで
求めると，次のようになります。

　　　 =0.066…
同じようにして，すべての階級の相対度数を
求めると，右の表2のようになります。

B中学校について，それぞれの階級の
相対度数を求め，表2を完成しなさい。

5

75

問1

相対度数5

7

　総度数に対する各階級の度数の割合を，
その階級の相

そう
対
たい
度
ど
数
すう
といいます。

　(ある階級の相対度数)= (その階級の度数)
(総度数)

相対度数を使うと，
総度数が異なるデータの
分布を比較できるね。

表 1　ハンドボール投げ

階級(m)
度数(人)

A中学校 B中学校
以上 未満
9〜12 5 18
12〜 15 6 33
15〜 18 12 40
18〜 21 15 42
21〜 24 16 38
24〜 27 14 27
27〜 30 7 10
計 75 208

表 2　ハンドボール投げ

階級(m)
相対度数

A中学校 B中学校
以上 未満
9〜12 0.07
12〜 15 0.08
15〜 18 0.16
18〜 21 0.20
21〜 24 0.21
24〜 27 0.19
27〜 30 0.09
計 1.00

　右の図1のヒストグラムは，前ページの
表2をもとに，縦軸

じく
を相対度数として

A中学校のデータの分布を表したものです。
　その各長方形の上の辺の中点を順に
線分で結び，両

りょう
端
たん
では階級の幅

はば
の

半分だけ外側に点をとって結んでいます。

　右の図2より，ヒストグラム全体の
面積と，度数分布多角形で囲まれた
部分の面積は，等しいことがわかります。

右の図3は，表2をもとにかいた
A中学校の度数分布多角形です。
この図にB中学校の度数分布多角形を
かき入れると，どんなことがわかりますか。

次の枠
わく
内の文章は，前ページの　に対する答えと，

そのことがいえる理由を説明したものです。
にAまたはBをかき入れて，説明文を完成しなさい。

問2

問3

説明できるかな？

2つの度数分布多角形は同じような形で，
　 中学校のグラフよりも
　 中学校のグラフの方が右側にある。
したがって，全体としては，　 中学校よりも
　 中学校の方が，記録がよかったといえる。

　このようにしてかいた折れ線の
グラフを度数分布多角形または
度数折れ線といいます。

度数分布多角形を重ねると，
複数のデータの分布が
比べやすくなるね。

考えよう

WEB

根
こん
拠
きょ
を明らかにする

な見方・考え方大切

図とことばで説明する

5

5

10

10

15

15

20
20

数学的な表現を用いて説明すること

□埋め形式の問題で，
「数学的な表現を用いて
根拠を示す説明の仕方」
を例示しています。
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正
の
数
と
負
の
数

１
章

（1） 6*6*6=63 （2）　(-4)*(-4)=(-4)2

（3） 0.3*0.3=0.32 （4）　 * =  
2

次の乗法の式を，累乗の指数を使って表しなさい。
（1） 15*15 （2）　(-7)*(-7)*(-7)

（3） 2.4*2.4 （4）　 - * - 

1

3

1

3

1

3

問3

2

3

2

3

（1） 5*(-73)*2 （2）　(-9)*(-4)*(-25)

　=-( 5*73* 2 ) 　=-(9* 4*25 )
　=-( 5* 2*73) 　=-{9*( 4*25 )}
　=-( 10 *73) 　=-(9* 100 )
　=-730 　=-900

　乗法だけの式は，計算の順序を変えたり，組をつくったりして
計算することができます。

くふうして，次の計算をしなさい。
（1） 2*(-18)*5 （2）　(-25)*7*(-4)

（3） (-5)*(-13)*0.2 （4）　12*(-2.5)*4

　同じ数をかけ合わせたときの表し方について学びましょう。

問2

指数を使った表し方例3

順序を変えたり，組をつくったりして計算すること例2

乗法の交
こう
換
かん
法則　 a*b　=b*a

乗法の結合法則　 (a*b)*c　=a*(b*c)

　5*5は52と表し，「5の 2乗
じょう
」または「5の平

へい
方
ほう
」と読みます。

　5*5*5は53と表し，「5の 3乗」または「5の立
りっ
方
ぽう
」と読みます。

　このように，同じ数をいくつかかけ合わせたものを
累
るい
乗
じょう
といいます。右かたに小さくかいた数は，同じ数を

かけ合わせた個数を示し，これを累乗の指
し
数
すう
といいます。

広げて考える
な見方・考え方大切

乗法のきまりを
負の数まで広げて使う

指数

35*5*5=5

3 個

（1） (-3)2 （2）　-32

　=(-3)*(-3)¥ 　=-(3*3)
　=9 　=-9

次の計算をしなさい。
（1） 42 （2）　(-2)2 （3）　(-3)3

（4） -62 （5）　 - 
2

 （6）　(-1)5

問4

1

5

（1） (-3)2*6 （2）　-32*6

　=9*6 　=-9*6
　=54 　=-54

次の計算をしなさい。
（1） 32*5 （2）　-7*(-2)2

（3） (-2)3*(-9) （4）　2*(-52)

　乗法と除法の混じった式の計算について学びましょう。

問5

　2/(-3)*(-18)

=2* - *(-18)

=+ 2* *18

=12

次の計算をしなさい。
（1） (-6)*(-7)/3 （2）　15/(-6)/5

（3） (-2)/(-8)*(-6) （4）　 - *4/ - 

1

3

1

3

問6

5

6

5

3

(-3)2と-32の計算例4

指数をふくむ式の計算例5

乗除の混じった式の計算例6

チャレンジ 2▶答p.50

（1）　-4*(-1)3

（2）　(-3)2*32

チャレンジ 3  ▶答p.50

（1）　4/ -　 * -　

（2）　-　 /　/ -　

1

3

1

6

1

5

1

2

2

3

チャレンジ 1▶答p.50

（1）　-24

（2）　(-0.3)2

次の課題　5+3* (-2 )の計算は，どのように考えればよいかな。

補充問題５
▶p.279

乗法だけの式にする。

符
ふ
号
ごう
を決める。

絶対値を計算する。

(-3 )2と-32は
ちがうんだね。

5

5

10

10

15

15

20

25

20

キャラクターを使って，
間違えやすい問題に
ついて注意喚起
しています。

誤答に注意！

1716
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１年巻末折込1 １年巻末折込2

３年 p.25
25

式
の
展
開
と
因
数
分
解

１
章

 和
かず

也
や

さん

x

x

1

1

巻末に，次の図のような正方形や長方形の紙があります。

次の（1）～（3）に示す枚数の紙をすき間なく並べて，それぞれ
1つの長方形または正方形をつくってみましょう。
また，つくった長方形や正方形の面積を式に表してみましょう。
（1） アを1枚，イを3枚
（2） アを1枚，イを5枚，ウを6枚
（3） アを1枚，イを4枚，ウを4枚

　

	 因数分解2 節

ア イ
x

x

1

1

1x

x

x

1

1

1x

x

x

1

1

1x

もう少しで
できそうだね。（2）の場合だね。

（1）～（3）ができたら，使う紙の枚数を
自分で決めて，1つの長方形や正方形に
並べられるか調べてみよう。

ウ

因数分解1

 彩
あや

さん

5

３年巻末付録

28中学数学3　巻末付録

１年 p.198 〜 199

１年 p.124 〜 125

デザイン-1年章扉 190314

江
え
戸
ど
時代に日本地図づくりに取り組んだ伊

い
能
のう
忠
ただ
敬
たか
は，

最初の測量の旅で，歩数から歩いた道のりを
求めました。より正確な地図をつくるために道具を
使った測量も行っていますが，歩数から求めた
道のりも，かなり正確だったといいます。

 真
ま

央
お

さん 陸
りく

さん

自分の歩
ほ
幅
はば
が一定だとして，

(歩幅 )* (歩数 )を
計算したのではないかな。

どうして，歩数から
歩いた道のりが
わかるのかな。

比例と反比例章

伊能忠敬がつくった地図▶
忠敬が亡

な
くなった 3年のちに，

弟
で
子
し
たちが完成させたものです。

▲宇宙から見た関
かん
東
とう
地方

どんな関係があるのかな？

124

前ページでは，「歩幅が一定だとすると，歩数が決まれば，
歩いた道のりが決まる」という話をしています。
同じように，１つの数量が決まると，それにともなって，
もう１つの数量が決まるものをいろいろ見つけて，
　 が決まると， が決まる
と説明しましょう。

ア  分速60ｍで歩くとき，
　　 歩く時間 が決まると，
　　 が決まる。

イ  １Ｌのジュースを何人かで
　　等分するとき，
　　 が決まると，
　　 1人分の量 が決まる。

ウ  100円ごとに1ポイントもらえる店で
　　買い物をするとき，
　　 が決まると，
　　 が決まる。

比
例
と
反
比
例

４
章

上のウの場面で，
買い物の代金が850円のとき，
もらえるポイントは決まるかな。

5ポイントもらったときの
代金は決まるかな。

 彩
あや

さん 和
かず

也
や

さん

歩幅

小学校では，ともなって変わる 2つの数量の関係として，比例と
反比例を学びました。
この章では，比例と反比例について，より深く考えていき，
比例と反比例をいろいろな場面で活用できるようになりましょう。

0m 60m

1分後 2分後 3分後

100円

125

親しみやすい中学生キャラクターの
吹き出しによって問題発見の過程を
示しています。

この章で「何を学ぶか」や「何ができるようになるか」
（育成を目指す資質・能力）を生徒が把握できるように
しています。

身近な事柄から数学の問題を見いだしたり，観察や操作，実験などの
活動を通したりして，実感を伴った学習に取り組めるようにしました。

「数学は楽しい，役に立つ」を実感する

数学的活動の楽しさの実感
3

前ページの話から見いだされた導入の問題です。
次ページへスムーズに接続します。

この章の扉の課題の本質を
端的に表しています。

つくった立体模型を観察することで，ねじれの位置や見取図，
展開図，投影図などを実感を伴って理解することができます。

具体的な操作活動が，
因数分解の理解を助けます。

学びの必然性やストーリー性を重視した展開で，章全体の導入であると同時に，
第１時の導入としても使える扉としています。章の扉

具体的な操作活動に使える教具です。
すべての巻末付録は手で簡単に外せるようにミシン目加工をしています。巻末付録・折込

私は，エ，ク，ケと，
それ以外に分けました。

ア～ケの立体を，形の特
とく
徴

ちょう
で仲間分けしてみましょう。

また，どのような見方で分類したのかを説明してみましょう。

空
間
図
形

6
章

正三角形 二等辺三角形 正方形 長方形

ア イ ウ エ

オ カ キ ク ケ

 陸
りく

さん  真
ま

央
お

さん

 彩
あや

さん

巻末折りこみ 1 を使っていろいろな
立体をつくってみよう。

小学校では，立方体や直方体，三角柱，円柱，球などについて
学びました。
この章では，空間の中での線と線，面と面，線と面の関係について
調べ，空間図形について，いろいろな見方や考え方を学びましょう。

彩さんは，どのような特徴に
着目して分類したのかな。

ほかには，どんな分け方が
あるかな。

199

デザイン-1年章扉 190314

どんな立体があるかな？

次の写真の建物と形が似ている立体が，下のア～ケの中にあるでしょうか。

青
あお
森
もり
県観光物産館

アスパム（青森県）
大
おお
阪
さか
マルビル

（大阪府）
仁
に
摩
ま
サンド

ミュージアム（島
しま
根
ね
県）

三
み
角
すみ
港フェリー

ターミナル（熊
くま
本
もと
県）

ア イ ウ エ

オ カ キ ク ケ

空間図形章

198

巻末折込1と2で，５種類すべての
正多面体をつくることができます。

1918
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日常生活や社会の事象から
数学で解決可能な問題を見いだす数学化の過程を示すことで，
数学を活用しようとする態度を養えるようにしました。

「数学は楽しい，役に立つ」を実感する

数学の問題を見いだす過程（数学化）

185184

2年６章　190322

デ
ー
タ
の
分
布
と
確
率

6
章

くじを用意して
実験してみてはどうかな。

図や表を使って，くじをひく順番によってあたりやすさに
ちがいがあるかを調べ，自分の考えを説明しよう。

めあて5 くじのあたりやすさを調べて説明しよう

予想が正しいかどうかを，自分で考えた方法で確かめましょう。
［和也さんの対話シート］

（1） 自分で考えた方法と答えを説明しましょう。
（2）  説明のわからないところやよいと思ったところなどを 

話し合い，説明のしかたを改善しましょう。

身近なことがら を数学の問題　に
するとき，どんなことが必要でしたか。
また，次に何を調べたいですか。

くじの総数やあたりの本数など，
　の条件を変えても結果は同じでしょうか。
新しい問題をつくって調べてみましょう。

考えよう2

話し合おう3

ふり返ろう4

深めよう5

（1） 　のことがらについて予想しましょう。
（2） 予想が正しいかどうかを確かめる方法を考えましょう。

見通しをもとう1

　彩
あや
さんたちは，くじ引きで先に引く人とあとから

引く人では，どちらがあたりやすいかを考えています。

数学の問題にしよう

　上のことがらを，これまでに学んだことを使って考えるには，
どうすればよいでしょうか。

5 本のくじがあり，そのうちの 2本があたりです。
2人が続けて 1本ずつくじを引き，引いたくじは
もどさない場合，くじを引く順番によって，
あたりやすさにちがいはあるでしょうか。

身近なことがら

5本のうち，あたりの 2本を
1 ， 2 ，はずれの 3本を
3 ， 4 ， 5 として，
樹形図をかいたよ。

A B

起こりうるすべての場合を
樹形図や表に表して
考えられないかな。

和也さんがかいた
図のAとBは，何を
表しているの？

何がわかったか，
何が役に立ったかなどを
ふり返ってもいいよ。

学び合おう

対話シート 4▶p.247

2

1
4

3

5

数学の問題にする
な見方・考え方大切

具体的な数を決めて
条件を明確にする

根
こん
拠
きょ
を明らかにする

な見方・考え方大切

図や表を使って
ことばで説明する

条件を変えて考える
な見方・考え方大切

総　数：5本→？
あたり：2本→？
人　数：2人→？

 陸さん  真央さん

 和也さん  彩さん

 彩さん

 陸
りく

さん
 真

ま
央
お

さん

 和
かず

也
や

さん

くじの総数とあたりの
本数を決めれば，確率の
問題になりそうだね。

何人でくじ引きをするのかも
決める必要があるね。

ほかに，決めなければ
ならない条件はないかな。

5

5

10
10

15

4544

3 年２章 190329

平
方
根

２
章

正の数aの平方根は2つあり，
絶対値が等しく，符

ふ
号
ごう
は異なる。

0の平方根は0だけである。

2 2乗するとaになる数

 52=25　　　　(-5)2=25
したがって，25の平方根は5と-5です。

次の数の平方根を求めなさい。
（1） 36 （2） 49 （3） 1 　

（4） 0.16 （5）  （6） 0

　x2=2にあてはまるxの値，
つまり2の平方根も2つあり，正の方を 2，
負の方を- 2と表します。
 2と- 2をまとめて表すときは[ 2とかき，
「プラスマイナスルート2」と読みます。

　正の数aの平方根のうち，正の方を a，
負の方を- a，その２つをまとめて[ aと表します。

問1

1

9

2乗すると9になる数を求めましょう。

2乗するとaになる数について考えよう。

　x2=9を成り立たせるxの値
あたい
を考えると，32=9，(-3)2=9だから

　　　x=3　または　x=-3
　したがって，2乗すると9になる数は3と-3の
2つあることがわかります。

めあて

　一
いっ
般
ぱん
に，2乗する(平方する)とaになる数を

aの平
へい
方
ほう
根
こん
といいます。すなわち，x2=aを

成り立たせるxの値が，aの平方根です。

25 の平方根例1

- 2 20

9の平方根は，
3と-3です。

表現の例

25
5

-5

平方根を
求める

２乗する
（平方する）

3の平方根は 3 と- 3 ，すなわち[ 3 です。

次の数を根号を使って表しなさい。
（1） 10の平方根 （2） 6の平方根の負の方

　正の数も負の数も2乗すれば必ず正の数になるから，
負の数には，その平方根はありません。
　また， 0 =0とします。

5 と- 5 は5の平方根だから，2乗すると5になります。
　　( 5 )2=5 (- 5 )2=5

 

次の数を求めなさい。
（1） ( 6 )2 （2）(- 13 )2 （3）( 0.5 )2 

（1）  （2） （3）

次の数を根号を使わないで表しなさい。
（1） 81 （2） (-7)2 （3） 144 （4） - 36 （5） 

問2

問3

問4
9
16

根号を使った平方根の表し方例2

根号のついた数の平方例3

根号のついた数を根号を使わないで表すこと例4

x2=-2に
あてはまるxの
値はないね。

（正）a
a（正）

- a（負）

平方根を
求める

２乗する
（平方する）

　 64

= 82

=8

　 (-10)2

= 100

= 102

=10

　 196

= 2*2*7*7

= (2*7)*(2*7)

= (2*7)2

= 142

=14

2 196

7

2 98

7 49

次の課題　 2 と 5 ，- 2 と- 5 では，それぞれどちらが大きいかな。

平方根

 彩
あや

さん

WEB

WEB

20

25

20

15

15

10

5

10

5

4544
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平
方
根

２
章

正の数aの平方根は2つあり，
絶対値が等しく，符

ふ
号
ごう
は異なる。

0の平方根は0だけである。

2 2乗するとaになる数

 52=25　　　　(-5)2=25
したがって，25の平方根は5と-5です。

次の数の平方根を求めなさい。
（1） 36 （2） 49 （3） 1 　

（4） 0.16 （5）  （6） 0

　x2=2にあてはまるxの値，
つまり2の平方根も2つあり，正の方を 2，
負の方を- 2と表します。
 2と- 2をまとめて表すときは[ 2とかき，
「プラスマイナスルート2」と読みます。

　正の数aの平方根のうち，正の方を a，
負の方を- a，その２つをまとめて[ aと表します。

問1

1

9

2乗すると9になる数を求めましょう。

2乗するとaになる数について考えよう。

　x2=9を成り立たせるxの値
あたい
を考えると，32=9，(-3)2=9だから

　　　x=3　または　x=-3
　したがって，2乗すると9になる数は3と-3の
2つあることがわかります。

めあて

　一
いっ
般
ぱん
に，2乗する(平方する)とaになる数を

aの平
へい
方
ほう
根
こん
といいます。すなわち，x2=aを

成り立たせるxの値が，aの平方根です。

25 の平方根例1

- 2 20

9の平方根は，
3と-3です。

表現の例

25
5

-5

平方根を
求める

２乗する
（平方する）

3の平方根は 3 と- 3 ，すなわち[ 3 です。

次の数を根号を使って表しなさい。
（1） 10の平方根 （2） 6の平方根の負の方

　正の数も負の数も2乗すれば必ず正の数になるから，
負の数には，その平方根はありません。
　また， 0 =0とします。

5 と- 5 は5の平方根だから，2乗すると5になります。
　　( 5 )2=5 (- 5 )2=5

 

次の数を求めなさい。
（1） ( 6 )2 （2）(- 13 )2 （3）( 0.5 )2 

（1）  （2） （3）

次の数を根号を使わないで表しなさい。
（1） 81 （2） (-7)2 （3） 144 （4） - 36 （5） 
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16

根号を使った平方根の表し方例2

根号のついた数の平方例3

根号のついた数を根号を使わないで表すこと例4

x2=-2に
あてはまるxの
値はないね。

（正）a
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- a（負）

平方根を
求める

２乗する
（平方する）

　 64

= 82
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　 (-10)2

= 100
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　 196
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= (2*7)*(2*7)
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2 196
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次の課題　 2 と 5 ，- 2 と- 5 では，それぞれどちらが大きいかな。

平方根

 彩
あや

さん

WEB

WEB

20

25

20

15

15

10

5

10

5
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デ
ー
タ
の
分
布
と
確
率

6
章

くじを用意して
実験してみてはどうかな。

図や表を使って，くじをひく順番によってあたりやすさに
ちがいがあるかを調べ，自分の考えを説明しよう。

めあて5 くじのあたりやすさを調べて説明しよう

予想が正しいかどうかを，自分で考えた方法で確かめましょう。
［和也さんの対話シート］

（1） 自分で考えた方法と答えを説明しましょう。
（2）  説明のわからないところやよいと思ったところなどを 

話し合い，説明のしかたを改善しましょう。

身近なことがら を数学の問題　に
するとき，どんなことが必要でしたか。
また，次に何を調べたいですか。

くじの総数やあたりの本数など，
　の条件を変えても結果は同じでしょうか。
新しい問題をつくって調べてみましょう。

考えよう2

話し合おう3

ふり返ろう4

深めよう5

（1） 　のことがらについて予想しましょう。
（2） 予想が正しいかどうかを確かめる方法を考えましょう。

見通しをもとう1

　彩
あや
さんたちは，くじ引きで先に引く人とあとから

引く人では，どちらがあたりやすいかを考えています。

数学の問題にしよう

　上のことがらを，これまでに学んだことを使って考えるには，
どうすればよいでしょうか。

5 本のくじがあり，そのうちの 2本があたりです。
2人が続けて 1本ずつくじを引き，引いたくじは
もどさない場合，くじを引く順番によって，
あたりやすさにちがいはあるでしょうか。

身近なことがら

5本のうち，あたりの 2本を
1 ， 2 ，はずれの 3本を
3 ， 4 ， 5 として，
樹形図をかいたよ。

A B

起こりうるすべての場合を
樹形図や表に表して
考えられないかな。

和也さんがかいた
図のAとBは，何を
表しているの？

何がわかったか，
何が役に立ったかなどを
ふり返ってもいいよ。

学び合おう

対話シート 4▶p.247

2

1
4

3

5

数学の問題にする
な見方・考え方大切

具体的な数を決めて
条件を明確にする

根
こん
拠
きょ
を明らかにする

な見方・考え方大切

図や表を使って
ことばで説明する

条件を変えて考える
な見方・考え方大切

総　数：5本→？
あたり：2本→？
人　数：2人→？

 陸さん  真央さん

 和也さん  彩さん

 彩さん

 陸
りく

さん
 真

ま
央
お

さん

 和
かず

也
や

さん

くじの総数とあたりの
本数を決めれば，確率の
問題になりそうだね。

何人でくじ引きをするのかも
決める必要があるね。

ほかに，決めなければ
ならない条件はないかな。

5

5

10
10

15
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平
方
根

２
章

平方根の大小3

チャレンジ ▶答p.48

（1）　　， 10

（2）　- 16.2，-4

7

2

2 つの数の大小例1

3 つの数の大小例2

4と 15 の大小を，不等号を使って表しましょう。

2つの数をそれぞれ2乗すると，
  42=16，( 15 )2=15
16>15　だから　 16 > 15

すなわち　　　　　　4> 15

7 は2と3の間にあることを確かめましょう。

3つの数をそれぞれ2乗すると，
  ( 7 )2=7   22=4   32=9

4<7<9だから　　　 4 < 7 < 9

すなわち 2< 7 <3

したがって， 7 は2と3の間にあります。

次の課題　 根号を使わないと表せない数には，どんな特
とく
徴
ちょう
があるかな。

次の各組の数の大小を，不等号を使って表しなさい。
（1）　 13 ， 11 　　　　　（2）　 24，5
（3）　- 8 ，- 10 　　　　（4）　 0.1，0.1

問1

次の数のうち，3と4の間にあるものをすべて選びなさい。問2

下の数直線上の点A，B，C，Dは，次の数のどれかを表しています。
それぞれの点は，どの数を表していますか。

問3

0 1-1-2-3 2 3

5- 2 2 5-

正の方向
負の方向

0 1 2 3 (cm)

2cm²

5cm²

2 5

0 21

面積 1

2

3
4
5

2 3 5

17
2
3

0-1-2-3-4 1 2 3 4 5

A B C D

- 0.5- 11

8 10 13 18

2 と 5 では，どちらが大きいですか。
正方形の面積と1辺の長さの関係をもとに
考えましょう。

平方根の大小について考えよう。

　正方形の面積と1辺の長さの関係をもとに
数の大小を考えると，右の図から
　　1< 2 < 3 <2< 5

であることがわかります。
　一

いっ
般
ぱん
に，正の数が大きくなるにしたがって，

その数の正の平方根も大きくなります。
　このことをまとめると，次のようになります。

　これまで学んできたように，
数直線では，正の方向に進むほど
数は大きくなり，負の方向に進むほど
数は小さくなるから，右の図より，
次のようなことがわかります。
　　- 5 <- 2

めあて

2つの正の数a，bについて　
	 a < b　ならば　 a < b

平方根の大小

根号がついた数も，負の数では，
絶対値が大きいほど小さい。

WEB

面積 16 面積 15

4

4

15

15

4 < 7 < 9

4 < 7 < 9

2 < 7 < 3
15

20

20

15

10

10

5

5

右の図の左上の部分は，現実の世界の事象を
理想化したり単純化したりして数学の問題にする
過程です。この教科書では，この過程を主に
章の扉や小節の導入場面で扱っています。
一方，右の図の右上の部分は，学んだことから
新たな数学の問題を見いだす過程です。
教科書では，主に小節の終盤で 条件を変えて考える

な見方・考え方大切
 を

示したところや，小節末の 次の課題 で扱っています。

数学の学習の流れにおける問題発見

日常生活や社会の
事象を数学の問題に
する際の出発点となる
場面です。

身近なことがら

まだ学んでいない
事柄に気づかせ，
新たな問題を見つける
きっかけとなります。

次の課題日常生活から生まれた
疑問などを解決する
ために，条件を決めて
数学の問題にする
数学化の過程です。

数学の問題にしよう

2 年 p.184

3 年 p.45

2 年 p.185 3 年 p.46

問題の条件を変えることで
新たな問題を見つける
活動を扱っています。
統合的・発展的に考察する
場面にもなります。

数学の学習の流れのイメージ図

身近なことがら

問 題

解 決

ふり返り

数学の
問題にする

新たな問題を
見つける

数学のことがら

身近な
ことがらに生かす

まとめたり
発展させたりする

3

1 〜 3年 p.5（共通）

2120
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数学的活動の楽しさや数学のよさ，自身の成長を実感させることで，
数学を学ぶことに価値を見いだせるようにしました。

「数学は楽しい，役に立つ」を実感する

学びに向かう力の育成

98

3 年巻頭 190329

ノートのくふう
新しい学習をするときや，復習をしたいときには，
ノートを見て，前に学んだことをふり返ることが
大切です。そのためにも，自分のノートをくふうして
つくりましょう。

p.281 ～ 288にある〈対話シート〉も使ってノートをつくりましょう。

各自で学習をふり返って，
次のようなことをかこう。
1　わかったこと
2　役に立った考え方
3　よさを感じたこと
4　生活との関わり
5　次にしたいこと，
　　さらに調べたいこと
 など

ほかの人の考えで
よかったことや，
みんなで話し合って
わかったことなどを
かこう。

学習を
ふり返ろう 　　組　　番　　名前

●対話シート 　 （34〜 35ページで使います。切り取って使い，ノートにはって残しましょう。）1

281

ふり返ろう

連続する2つの偶
ぐう
数
すう
の積に1をたすと，

どんな数になるでしょうか。

(予想したこと )

(証明 )

 2 * 4 + 1 = 

 4 * 6 + 1 = 

 6 * 8 + 1 = 

  *  + 1 = 

  *  + 1 = 

  *  + 1 = 

　　組　　番　　名前

●対話シート 　 （34〜 35ページで使います。切り取って使い，ノートにはって残しましょう。）1

281

ふり返ろう

連続する2つの偶
ぐう
数
すう
の積に1をたすと，

どんな数になるでしょうか。

(予想したこと )

(証明 )

 2 * 4 + 1 = 

 4 * 6 + 1 = 

 6 * 8 + 1 = 

  *  + 1 = 

  *  + 1 = 

  *  + 1 = 

3

2

5

同じまちがいをしないために，
どんなまちがいをしたのかを
わかるようにしよう。

大切なことがらに
色を使うなどして，
わかりやすくかく
くふうをしよう。

次の章を学ぶ前に �解答例▶︎p.264

にあてはまる記号や文字，式をかき入れ，
その続きの計算をしましょう。
（1） (3a+2b)+(4a-4b)

　=3a+2b 4a 4b

　=

（2） (a+5b)-(6a-b)

　=a+5b 6a b

　=

（3） 4 (3a+5b)

　=4* +4*

　=

（4） 2a*5b

　=2*a*5*b

　=2*5* *b

　=

（5） 6ab/　b

　=6ab/　

　=6ab*

　=　

　=

1

2
3
2b
3

6ab*3
2b

確かめ　▶︎2年

・ 同
どう
類
るい
項
こう
は，1つの項に 

まとめることができる。 
3a+4a = (3+4 )a 

 =7a 

2b-4b = (2-4 )b 

 =-2b

・ 多項式の加法では， 
かっこをはずしてから， 
同類項をまとめる。

・ 多項式の減法では， 
ひく式のすべての項の 

符
ふ
号
ごう
を変えて加える。

・ 分配法則 

a (b+c)=ab+ac

・ 単項式どうしの乗法は， 
係数どうしの積と 

文字どうしの積を 

かけ合わせる。

・ 単項式どうしの除法は， 
乗法になおして計算する。 
約分できるときは 

約分する。

5

10

15

20

223222
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歴史・生活数学研究室 解答例▶p.271

黄金比

　ギリシャのパルテノン神
しん
殿
でん
を正面から見ると，縦と横の長さの比がおよそ5：8の

長方形になっています。この比は，調和のとれた美しさをもつ比として，昔から
国内外の建築物や美術作品などに数多く見ることができます。
　およそ5：8となる特別な比について調べてみましょう。

　右の図のように，長方形ABCDから
正方形ABFEを切り取り，残った
長方形DEFCがもとの長方形と相似に
なるとき，この相似な長方形の縦と横の
長さの比は，およそ5：8です。

　このような長方形ABCDで，AB=1，
AD=xとすると，
長方形ABCD]長方形DEFCより
 　AB：DE=AD：DC
 1：(x-1)=x：1

上の比例式からxの2次方程式をつくり，
辺ADの長さを求めましょう。

1

A

B
(E)

C

D

(D)
(C)

(F)

A

B

E

F
C

D

A

B

E

F
C

D

1

x

x-1

1

パルテノン神
しん
殿
でん

(ギリシャ )

図書カード

　前ページの 1 より，長方形ABCDの縦と横の長さの比は，

1：　　　　であることがわかります。これは，およそ5：8です。

　1：　　　　という比は，黄
おう
金
ごん
比
ひ
とよばれています。

　次に，正五角形の中にある黄金比について調べてみましょう。

右の図のように，正五角形ABCDEに対角線AC，
BEをひき，それらの交点をPとします。
この図について，次の（1）～（5）のことがらを
順に示し，正五角形の1辺の長さと対角線の
長さの比は黄金比であることを証明しましょう。
（1） ;ABEは二等辺三角形であること
（2） ;ABE#;BCAであること
（3） ;BCA];PBAであること
（4） ;CBPは二等辺三角形であること
（5） 正五角形の1辺の長さを1とすると，対角線ACの

 長さは　　　　となること

　黄金比は，正二十面体の中にもあります。
　正二十面体の12個の頂点を，右の図のように
4個ずつ結ぶと，3つの合同な長方形ができます。
これらの長方形の縦と横の長さの比は黄金比です。

本やインターネットなどで，
黄金比の例をほかにも
さがしてみましょう。

1+ 5
2

1+ 5
2

2

1+ 5
2

3

A

P
B E

C D

20

15

10

5

15

10

5

数学レポートの例

273272
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数学レポートをかこう

課題を明確にする
◎タイトルや課題，はじめに予想したことなどをかきましょう。

調べた結果をかく
◎結果だけではなく，調べた方法や，結果が正しいといえる理由なども
　かきましょう。
◎読む人のことを考えて，見やすくわかりやすいレポートにしましょう。
　　・式，図，表，グラフなどを使って表現する。
　　・見出しをつける。
　　・色を使う。　　　　　　　　　　　　など

まとめや感想をかく
◎取り組んだことについてふり返り，まとめや感想をかきましょう。
　例えば，次のようなことをかくとよいでしょう。
　 ・話し合って気づいたことや，ほかの班の発表を聞いて感じたこと
　  （自分の考えと似ていたところやちがっていたところなど） 
  ・わからなかったことや反省したこと
　 ・今後取り組みたいこと　　　　　　　など

［その他］
かいたレポートを先生やほかの人に
見てもらって，感想を聞きましょう。
よいところやわかりにくいところを
教えてもらうと，次にレポートを
かくときの参考になります。

！注意�参考にした資料などがあれば，本の著者名，書名，出版社名，発行年やウェブページのアドレスなどをかきましょう。

学んだことや調べたことなどを，レポートにまとめてみましょう。

レポートのかき方

1

2

3

 1年　○組　○番　名前　○○  ○○（○班）

●課題
　教科書87～ 89ページの課題の一部を変えて，次のような問題をつくりました。

　1 辺にn 個ずつ碁石を並べて正方形をつくる。
　このときの碁石の総数をnの式で表そう。

●考えた方法
　①　4(n-1 )=4n-4　　　②　4n-4　　　　　　　③　4(n-2)+4=4n-4

　④　n2 -(n-2)2 =？
     ①と③の式を計算すると，どちらも②の式になる。
     ④の式は，計算のしかたがわからないので
     比べられない。

     新たな疑問
     n2 -(n-2)2 を計算すると
     4n-4になるか？

●ふり返り
　碁石の個数の問題は，いろいろな求め方があって，しかも考え方のちがいを式で
　表せるのがおもしろかったです。
　正三角形は (3n-3)個，正方形は (4n-4)個になったから，正五角形では (5n-5)個，
　正六角形では (6n-6)個になりそうな気がします。正五角形や正六角形についても，
　同じように考えてみたいと思います。

正方形に並べた碁石の個数

条件を変えて考える
正三角形→正方形

大 切

20

25

15

10

5

15

20

10

5

各学年の巻頭に，
学習の過程を振り返る
ことができるような
ノートづくりの
ポイントを，具体例と
ともに示しています。
学習の過程を振り返る
ことで，学んだことの
価値や自身の成長を
実感できるようにします。

ノートのくふう

数学的活動の楽しさを
実感できる課題学習や，
数学への興味が
いっそう高まるコラムを
巻末に用意しています。

数学研究室

3 年 p.8

3 年 p.222

1 年 p.272 〜 273

学習を振り返る際の観点と，
その観点に対応した記述例を
例示しています。

3 新学習指導要領のポイント新学習指導要領のポイント

中学校数学科の目標の１つとして，「数学的活動の楽しさや数学のよさを実感して粘り強く考え，
数学を生活や学習に生かそうとする態度，問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとする
態度を養う。」ことが示されています。

学んだことのよさを評価したり，疑問点を生徒間で共有したりして， 
今後の数学的活動に生かすことができるようにしています。数学レポートをかこう

2322
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日常生活や社会の中の数学に気づくことで，数学のよさを実感し，
数学を学ぶ意欲を高められるようにしました。

「数学は楽しい，役に立つ」を実感する

数学がもっと身近に感じられる
3

3 年表見返しデザインB案

放たれた物体がえがく曲線

放
ほ う

物
ぶ つ

線
せ ん

噴
ふん

水
すい

の水は，なめらかな曲線をえがきます。
この曲線は，水平な地面ではずむボールがえがく曲線と，
大きさは異なりますが，形は同じです。

黄
お う

金
ご ん

比
ひ

およそ5：8 で表される黄金比は，
調和のとれた美しい比として，
建築物や美術作品などに
数多く見ることができます。

噴
ふん

水
すい

（鹿
か

児
ご

島
しま

県）

ボールがはずんでいるようす

『冨
ふ

嶽
がく

三
さん

十
じゅう

六
ろっ

景
けい

』神
か

奈
な

川
がわ

沖
おき

浪
なみ

裏
うら

  葛
かつ

飾
しか

北
ほく

斎
さい

（1760〜1849年）

美術作品の中の美しい比

8

8

8

5

5

5
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　2025年に大
おお
阪
さか
・関

かん
西
さい
で国際博覧会(万

ばん
博
ぱく
)が開

かい
催
さい
されます。

　日本初の国際博覧会が開催されたのは，1970年のことです。
その正式名

めい
称
しょう
は「日

にっ
本
ぽん
万
ばん
国
こく
博覧会」ですが，開催地が

大阪府吹
すい
田
た
市であったことから，一

いっ
般
ぱん
的には「大阪万博」と

よばれています。
　日本だけでなくアジアでも初の国際博覧会であったことから
大きな話題となり，多くの人々が訪

おとず
れました。3月15日から9月13日までの

183日間の開催期間で，総入場者数は64218770人でした。

　1日ごとの入場者数について，
データの傾

けい
向
こう
を見てみましょう。

　最小値，最大値，平均値，
中央値は，右の表の通りです。

　次のページの図1は，1日ごとの入場者数をヒストグラムに表したものです。
ヒストグラムは左右非対

たい
称
しょう
な山型で，右にすそが長いです。

このような分布の特
とく
徴
ちょう
は，平均値が約35万人，中央値が約32万人で，

平均値の方が中央値より大きいことにも表れています。
　図2は，データを月曜日から金曜日まで，土曜日，日曜日の3つに分けて，
縦軸

じく
を相対度数として表した度数分布多角形です。この図からは，どんな傾向が

読み取れるでしょうか。

1970年の大阪万博の入場者数

　図3は，1日ごとの入場者数を
月別に表した箱ひげ図です。
この図から，1日ごとの
入場者数は，開催期間の終わりに
近い8月と9月が，ほかの月より
多い傾向にあることが読み取れます。

2025年の万博は，5月３日から
11月3日まで，185日間の
開催予定です。
　過去の万博のデータを参考に，
2025年の万博の入場者数について，
傾向を予測してみるのも
よいでしょう。

最小値 163857人 3月 16 日(月曜日)
最大値 835832人 9月 5 日(土曜日)
平均値 350922人
中央値 321736人

1970年の大阪万博のようす

(1970年の大阪万博の入場者数のデータは大阪府提供)

暮らしと
数学

2025年の万博の
イメージイラスト
（経済産業省提供）

WEB
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相
対
度
数

月～金曜日（130日間）
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(万人) 図３　1日ごとの入場者数
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紋様というのは，点や線をつなぐことによって
できています。点も線も，それ１つだけなら個
性も何もないものです。しかし，それらが集まっ
てつながると，関係性が生まれます。その関係
性がいったいどうなっているのかを理解して，
うまく生かすことを考えると，おもしろい紋様
がかけることに気がつきました。
私自身は，数学が得意ではありません。中学生
の頃
ころ
は，むしろ苦手と感じていました。今，私

が使っているのは，数学の基
き
礎
そ
的・基本的なこ

とだけです。

でも，そんな私がつくった紋様の中には，私自
身も気づいていない数学的な関係性がひそんで
います。しかもそれは，時代や国，地域などに
よって変わることのない共通のルールによるも
のだから，みんなで共有して，さらに発展させ
ていけるのです。そう思うと，数学ってすごい
な，とても大きな可能性をもっているなと感じ
ます。
私がつくった紋様を通じて，そんな数学の魅

み

 力
りょく
や可能性を少しでも感じ，さらに新しい何

かを考え，生み出してもらえたらうれしいなと
思っています。

野老さんが制作した東京2020オリンピック・
パラリンピックの2つのエンブレムは，それぞ
れ，共通する3種類の長方形45個がたがいに
頂点で接し合う形で構成されています。
しかし，これらは，最初から長方形を組み合わ
せてつくられたものではありません。実は，辺
の長さが等しい上の図のような3種類のひし形
が，このデザインのもとになっています。
この3種類のひし形を60個しきつめると，正
十二角形をつくることができます。そのしきつ
め方は，約237億通りもあります。
2つのエンブレムは，その約237億通りの中か
ら野老さんが選んだ2通りのしきつめ方をもと
にしています。
60個のひし形を正十二角形にしきつめてから，
円状に15個を取り除き，残りの45個のひし形
について，各辺の中点を結んで長方形をつくる
ことで，それぞれのエンブレムの紋様になるの
です。
2つのエンブレムのデザインには，同じ長方形
が同じ数だけ使われていて，一方の長方形を平
行移動すると，もう一方へと変形できる関係に

なっています。そこには，オリンピックとパラ
リンピックの平等さを表現したいという野老さ
んの思いがあります。また，3種類の異なる長
方形は，多様性を表しています。
2つのエンブレムをじっくり見れば，きっとい
ろいろな発見があるはずです。例えば，パラリ
ンピックのエンブレムは左右対

たい
称
しょう
だけれど，

オリンピックのエンブレムは…。
いったいどのような構造になっているのか，そ
こにどんな意味があるのか。考えをめぐらせて
みると楽しそうですね。

エンブレムの中の�数学数学を
仕事に生かす

プロフィール

日本とイギリスで建築を学んだ後，独学で紋
もん
様
よう
の

制作を始める。東京2020オリンピック・パラリン
ピックのエンブレムの制作者であり，建築，美術，
デザインなど，幅広い分野で活

かつ
躍
やく
している。

数学から見える
デザインの可能性
野
と こ ろ

老 朝
あさ

雄
お

さん（アーティスト）

30' 60'

左上の 3つのひし形の各辺の中点を結ぶと，
中点連結定理により，それぞれ長方形ができる。
この 3種類の長方形が，2つのエンブレムに
使われている。

30°の内角を
もつひし形

60°の内角を
もつひし形

90°の内角をもつ
ひし形（正方形）

WEB

▲３種類のひし形のピース60個をしきつめた
　正十二角形の模型

▲エンブレムの手がきスケッチ
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5

自然現象や美術作品など，身近なところにも数学が隠れていることを
知らせ，数学への興味をもたせます。数学を見つけよう

暮らしの中で活用されている数学の話です。
数学の有用性を実感し，学習意欲を高めます。暮らしと数学

数学を仕事に生かしている人の話です。
キャリア教育の教材になります。数学を仕事に生かす

各章の内容に関連の
ある興味深い話です。
防災や福祉といった
身近なテーマや，数学の
歴史，他教科と関連の
ある話もあります。

数学のたんけん

3 年巻頭見返し

2年 p.194 〜 195

3 年 p.214 〜 215

1 年 p.258

2 年 p.192

2 年 p.85

３年 野老朝雄さん（アーティスト） 1年
羽山美優さん

（データアナリスト）

2年
菅 真紀子さん

（エンジニア）

8584

2年 3章　190322

1
次
関
数

３
章

2 41 3 5 6 87 9
x(分)

O

10

20

30

40

50

60

y(℃)

右の写真のように，ビーカーの水を加熱する
実験をしました。水を熱し始めてからx分後の
水温をy℃として，5分後まで調べたところ，
次の表のようになりました。

このxとyの対応する点をグラフ用紙に
とると，右の図のように，ほぼ一直線上に
並んでいるといえます。このような場合，
yはxの1次関数とみなして考えることが
あります。
右の図では，実験結果をもとにかいた
6つの点のできるだけ近くを通るように
直線をかいています。

例1の直線を1次関数のグラフとみて，
次の問いに答えなさい。
（1） yをxの式で表しなさい。
（2） グラフの傾

かたむ
きと切

せっ
片
ぺん
は，それぞれ何を表していますか。

例1の実験を続けたとき，水温が60℃となるのは
熱し始めてから何分後かをグラフや式から予想し，
どのように考えたかを説明しなさい。

問1

問2

関数の考え方を活用して，実験などで得たデータを考察しよう。めあて

1次関数とみなして考えること例1

	 1次関数の活用3 節
1 1次関数とみなして考えること

説明できるかな？

x 0 1 2 3 4 5

y 20.0 24.0 30.0 35.5 39.5 45.5

右下の図は，長さ14cmの線
せん
香
こう
に火を

つけてからの時間と線香の長さの関係を，
2分ごとに10分後までかき入れたものです。
次の問いに答えなさい。
（1） 翼

つばさ
さんは，このグラフを見て，「線香に

 火をつけてから x分後の線香の長さを
 ycmとすると，yはxの1次関数と
 みなすことができる。」と考えました。
 それは，グラフのどのような特

とく
徴
ちょう
からで

 しょうか。その特徴を説明しなさい。
（2） このまま燃やし続けると，線香が
 燃えつきるのは，火をつけてから
 何分後と予想できますか。
 どのように考えたかも説明しなさい。

問3

説明できるかな？

2 4 6 8 10 (分)O

2

4

6

8

10

12

14
(cm)

音が空気中を伝わる速さは，そのときの気温によって
変わります。気温がx℃のとき，音が空気中を伝わる
速さを秒速 ymとすると，xとyの間には，およそ，
次の関係が成り立つことが知られています。
　　y=0.6x+331.5

1  気温が30℃で，稲
いな
妻
づま
が見えてから 8秒後に雷

らい
鳴
めい
が聞こえたとき，

 雷
かみなり

までの距
きょ
離
り
は約何mと考えられますか。

雷までの距離が遠いからといって，油断をしてはいけません。なぜなら，
雷
らい
雲
うん
は広い範

はん
囲
い
にわたって広がっているもので，その範囲内のどこで

次の雷が発生するかはわからないからです。
稲妻を見たり，雷鳴を聞いたりしたら，すぐに安全な場所に避

ひ
難
なん
しましょう。

雷に気をつけよう
数学の

防災

5

5

10
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15

20

25

15

20

20
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統計的な問題解決の方法を身に付け，そのよさを実感できるように，
３学年を通じてデータの素材や学習展開を工夫しました。
また，新たに加わった累積度数，四分位範囲や箱ひげ図などは，
特に詳しく丁寧に扱うことを心がけました。

「数学は楽しい，役に立つ」を実感する

「データの活用」領域の充実
3 新学習指導要領のポイント新学習指導要領のポイント

小・中・高等学校を通じて，統計的な内容等の改善がなされました。
これまで２年で扱っていた統計的確率が１年に移行するとともに，
１年に累積度数，２年に四分位範囲や箱ひげ図が新たに加わり，
中学校の全学年で批判的に考察することを扱うことになりました。

「気温は高くなってきているか？」という身近な問題を解決する過程で，
ヒストグラムや代表値など，基礎的・基本的な知識・技能を習得できるようにしています。

１年７章 データの活用

デザイン-1年章扉 190314

次の図は，高
こう
知
ち
県高知市の3月の平均気温の

変化のようすを，1901年から2000年まで
表した折れ線グラフです。

 桂
かつら
浜
はま
の坂
さか
本
もと
龍
りょう
馬
ま
像（高知県高知市）（気象庁ウェブページのデータをもとに作成）

19101901

6
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0

1

2

3

1

1

1

1

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 (年)

(℃) 図１　高知市の３月の平均気温（1901～2000年）

この折れ線グラフから，
３月の平均気温について，
どんなことがいえるかな。

折れ線グラフだと，
変化のようすが
よくわかるね。

 和
かず

也
や

さん 真
ま

央
お

さん

気温は高くなってきている？

データの活用章

224

学習の動機づけ
折れ線グラフでは気温が高くなってきているか
どうかがわかりにくいと感じるところから
学習が始まります。

233232
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　次の6つの図は，227ページの表2と表3のデータについて，
階級の幅

はば
を変えて，3通りずつかいたヒストグラムです。

表2と表3のデータの分布のちがいを比
ひ
較
かく
したいとき，どの図と

どの図を使うのがよいでしょうか。その理由も考えましょう。

　同一のデータをもとにかいたヒストグラムでも，階級の幅を変えると
形が変わり，印象も変わることがあるので注意が必要です。
　データの分布を調べるときは，階級の幅が異なるヒストグラムを
何通りかかいてみることも大切です。

問4

WEB

度数分布表やヒストグラムから，データの代表値を求めよう。

 小学校では，次の３つの代表値と，それらの求め方を学びました。

！注意	中央値をメジアン，最頻値をモードともいいます。

227ページの表2と表3から，それぞれのデータの最頻値を求めなさい。

　表3のデータにおいて，最も多く現れているのは9.4℃の5回です。
しかし，9.9℃が4回現れていることや，3回現れている値が複数あることを
考えると，9.4℃がデータを代表するほど多く現れているとはいえません。
　このような場合，次の例１のような方法で求めた値を最頻値とすることが
あります。

めあて

問1

度数分布表やヒストグラムから求める最頻値例1

前ページの図2では，9℃以上10℃未満の階級の度数が最多です。
この階級の階級値9.5℃を最頻値とします。

前ページの図3から，20世紀後半のデータの最頻値を求めなさい。問2

階級値を使った代表値の求め方3

 データの中で最も多く現れている値，または度数分布表や
ヒストグラムで度数が最も多い階級の階級値を，
そのデータの最頻値といいます。

確かめ　▶算数 p.223

◆平均値……データの個々の値
あたい

が等しい大きさになるようにならした値。
　　　　　　データの個々の値を合計し，値の個数でわって求める。

◆中央値……データの値を大きさの順に並べたときの中央の値。
　　　　　　値が偶

ぐう

数
すう

個ある場合は，中央の2つの値の平均値を中央値とする。

◆最
さい

頻
ひん

値
ち

……データの中で最も多く現れている値。
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図 6　20世紀前半
　　　　　（階級の幅0.2℃）

図 7　20世紀後半
　　　　　（階級の幅0.2℃）

図 5　20世紀後半
　　　　（階級の幅４℃）

図 4　20世紀前半
　　　　（階級の幅４℃）

図 2　20世紀前半
　　　（階級の幅１℃）

図 3　20世紀後半
　　　（階級の幅１℃）

話し合おう
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図2　20世紀前半
　　　（1901～1950年）

表 4　高
こう
知
ち
市の 3月の平均気温

階級(℃)
度数(回)

20世紀
前半

20世紀
後半

以上 未満
6 〜 7 2 0
7 〜 8 3 2
8 〜 9 14 2
9 〜 10 16 17
10 〜 11 8 14
11 〜 12 6 12
12 〜 13 1 3
合計 50 50

 左の表は，前ページの表4を完成した
ものです。
　左下の図2は，表4の階級を横軸

じく
，度数を

縦軸にとって，20世紀前半のデータの分布を
グラフに表したものです。

　ヒストグラムの柱状の長方形の面積は，
各階級の度数に比例しています。

0
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15

20
(回)

(℃)6 7 8 9 10 11 12 13

図 3　20世紀後半
　　　（1951～2000年）

 データの分布をグラフに表して比
ひ

較
かく

しよう。めあて

ヒストグラム2

 図2のように，階級の幅
はば
を横，

度数を縦とする長方形を順に並べて
かいたグラフをヒストグラムまたは
 柱
ちゅう
状
じょう
グラフといいます。

ヒストグラムを用いると，
データの分布が
わかりやすくなるね。

問1 上の表 4をもとに，20 世紀後半のデータの
ヒストグラムを左の図 3にかきなさい。

次の表の 1 〜 5 は，前ページの2つのヒストグラムの
特
とく
徴
ちょう
を整理するためのものです。

この表の空
くう
らんをうめて，2つのデータの分布について

どんなことがいえるか考えましょう。
また，各自で考えたことを話し合いましょう。

次の枠
わく
内の文章は，2つのデータの分布を比較して

わかったことを説明したものです。
にあてはまる数やことばをかき入れなさい。

また，最後の( )にあてはまることがらとして最も
適切なものを，次のア〜ウの中から1つ選びなさい。

ア　20世紀の前半より後半の方が高かった。
イ　20世紀の前半より後半の方が低かった。
ウ　20世紀の前半と後半で大きなちがいはなかった。

問2

問3

説明できるかな？

図2と図3を比べると，山の数は1つで同じ，山が最も高い階級も
　　　℃以上　　　℃未満で同じ，山の高さもほぼ同じといえる。
そこで，9℃未満の階級の度数の合計を求めて比べると，

20世紀の前半は　　　回，後半は　　　回で，　　　 の方が少ない。
また，10℃以上の階級の度数の合計を求めて比べると，

20世紀の前半は　　　回，後半は　　　回で，　　　 の方が多い。
このことは，2つのヒストグラムを比べたときに，全体的に右側に
寄っているのが20世紀の　　　 の方であることからもわかる。
したがって，高知市の3月の平均気温は，(　　　)といえる。

図2　20世紀前半 図3　20世紀後半
1　山の数 1つ
2　山が最も高い階級 9℃以上10℃未満
3　 2 の度数 16回
4　 2 より左側の階級の
　　度数の合計 19回

5　 2 より右側の階級の
　　度数の合計 15回

話し合おう

比べて考える
な見方・考え方大切

共通する特
とく
徴
ちょう
や

ちがいに着目する

根
こん
拠
きょ
を明らかにする

な見方・考え方大切

分布の特徴をもとに
説明する
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ヒストグラムのよさの実感
ヒストグラムで比較すると，「20世紀前半」より
「20世紀後半」の方が，気温が高くなっていることを
とらえられます。

ヒストグラムの見方の習得
ヒストグラムの見方を示した表に，
分布の傾向を整理する活動を設けています。

1年 p.224 1 年 p.231

1 年 p.232

245244
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章その後は

手順 1

手順 2

手順 3

手順 4

手順 5

度数分布表を使って，
集めたデータを学年別に
集計してみたよ。
この表から，どんなことが
わかるかな。

興味のあることや
解決したいことから
問題を設定する。

どのようなデータを
どのように集めるか，
計画を立てる。
・アンケートを行う。
・実験をする。
・インターネットや
 本で調べる。
　　　　　　　など

データを集めて
整理する。

目的にあわせて
表やグラフに表したり，
範
はん
囲
い
や代表値を

求めたりして，
データの傾向をつかむ。

同じ中学生でも，1年生と
2年生で，ちがいはあるのかな。

234ページの例２の方法で
平均値を求められるね。

ぼくは1日8時間
眠
ねむ
るけれど，
ほかのみんなは
どうなのかな。

質問用紙を
つくっているんだけど，
どちらの文案に
しようかな。

睡眠時間が
8時間未満の人と
8時間以上の人を分けて
生活習慣のちがいを
調べたら，
何かわかるかな。

答えやすさや
集計のしやすさを
考えると，
どちらがいいかな。

生活習慣を改善する
ヒントが見つかるかも
しれないね。
根
こん
拠
きょ
となるデータを

アンケートで集めて，
確かめてみよう。

小学生より中学生の方が，
睡
すい
眠
みん
時間が短いという調査結果を

新聞で読んだことがあるよ。

総度数が異なる
2つのデータを
比べたいから，
相対度数を求めては
どうかな。

調べたことや
わかったことを
まとめたり
発表したりする。

手順1へもどる。

目的にあわせてデータを収集，整理して，その傾
けい
向
こう
をとらえよう。めあて

！注意		調査に協力してくれる相手の気持ちを大切にし，質問のしかたや調査で知った個人情報の 
 扱
あつか
いなどに注意しましょう。

データを集めて活用しよう7

質問の文案 1

　あなたの睡眠時間は，約何時間ですか。（約　　　時間）

質問の文案 2

　ふだん（月～金曜日），1日にどれくらいの時間，睡眠を
とることが最も多いですか。次の中から選んでください。
ア　5時間未満 イ　5時間以上6時間未満
ウ　6時間以上7時間未満 エ　7時間以上8時間未満
オ　8時間以上9時間未満 カ　9時間以上10時間未満
キ　10時間以上

●ほかの人の意見や質問を参考にして，データの集め方や
整理のしかたをふり返り，改善する。
・データの集め方は適切だったか。
・階級の幅

はば
を変えたヒストグラムをかいてみるなど，

　集めたデータをいろいろな方法で十分に検討したか。
・結論が正しいことの理由を適切に説明できたか。　など

●次に調べてみたいことを考える。

結論は正しいか，
よりよい解決方法はないかを
ふり返って考えることが
大切だね。

睡眠時間

階級(時間)
度数 (人)

1年生 2年生
以上 未満

〜 5 0 0

5 〜 6 3 9

6 〜 7 37 45

7 〜 8 44 54

8 〜 9 58 50

9 〜 10 18 10

10 〜 0 0

合計 160 168

 真央さん

 真央さん

 彩
あや

さん

 和
かず

也
や

さん

 陸
りく

さん

 真
ま

央
お

さん

アンケートをして
調べてみよう。

 和也さん  彩さん

 陸さん 彩さん

 和也さん
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10

10
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20
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Bルート

旅館

駅前

踏切
ふみきり

踏切

Aルート

確率の考えの活用2 　ここでは，表1における20分以上25分未満の
階級の相対度数を，駅前から旅館まで20分以上
25分未満で行ける確率とみなして，より短時間で
行けそうなルートを考えることにします。

表1から，20分以上25分未満の階級の相対度数を，
2つのルートについてそれぞれ求めなさい。

相対度数を確率とみなすと，前ページの　について，
次のように考えることができます。

にあてはまる数や記号をかき入れなさい。

　問2では，より短時間で行けそうなルートを選ぶために，
25分未満で行ける確率を考えました。
　次に，30分未満で行ける確率を問2と同じように考え，
比べてみましょう。

駅前から旅館まで30分未満で行ける確率が高いのは，
AルートとBルートのどちらといえますか。
そのように判断した理由を，問２にならって説明しなさい。

前ページの　について，あらためて考えてみましょう。
また，ほかの人の考えを聞いて，そのルートを選んだ
理由について話し合いましょう。

問1

問2

問3

問4

説明できるかな？

　ある旅館では，駅前から旅館までの
送
そう

迎
げい

バスを運行しています。駅前から
旅館まで行くルートは2通りあります。

数学の問題にしよう

　この会話のあと，送迎バスの運転手は，
実際にかかった時間をAルートで30回，
Bルートで40回調べて記録しました。
　次の表1は，そのデータを整理した
度数分布表です。

表1をもとに，より短時間で行けそうな
ルートを選ぶとき，あなたなら，
AルートとBルートのどちらを
選びますか。

過去に起こったことがらのデータをもとに，
起こりやすさの傾

けい
向
こう
を予測しよう。

身近なことがら

めあて

この場合，「20分以上
25分未満で行ける確率」は，
「25分未満で行ける確率」と
いってもいいね。

問1で求めた20分以上25分未満の階級の相対度数を比べると，

Aルートの相対度数は　　　，Bルートの相対度数は　　　だから，
　 ルートより　 ルートの方が大きい。
この相対度数を，駅前から旅館まで25分未満で行ける確率とみなすと，
　 ルートより　 ルートの方が，その確率が高いといえる。

話し合おう

表 1　 駅前から旅館まで行くのに 

かかった時間

階級(分)
度数(回)

Aルート Bルート
以上 未満
20 〜 25 12 32
25 〜 30 18  4
30 〜 35  0  2
35 〜 40  0  2

合計 30 40

実際に何分かかるか，
データを集めて
比べてみてはどう？

より短時間で行けそうな
ルートを選びたいのですが，
どうすればいいでしょう。

根
こん
拠
きょ
を明らかにする

な見方・考え方大切

判断の基準を定めて
比べる

5

5

10

10

15

15

20

統計的な問題解決の方法と批判的思考
問題→計画→データ→分析→結論→問題→…というサイクルを学び直します。
また，批判的に考察し判断することについて理解を深められるようにしています。

相対度数を確率とみなして判断し表現する活動
統計的な問題解決の方法を，身近な確率の問題に活用できるようにしています。

1年 p.244 〜 245

1 年 p.252 〜 253

2726
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四分位範囲や箱ひげ図を活用できるようにするために，
基礎的・基本的な内容に紙面を割いて丁寧に扱っています。
また，「猛暑日が多いのはどこか？」「猛暑日は増える傾向にあるか？」といった
身近な問題の解決を通して，四分位範囲や箱ひげ図の必要性やよさを
実感できるようにしています。

２年６章 データの分布と確率

３年８章 標本調査

箱ひげ図のしくみの理解
小学６年で学んだドットプロットと対応させることで，
箱ひげ図のしくみを正しく理解できるようにしています。

目的に応じたグラフの選択と批判的思考
多数のデータの分布が一見して比較できるという箱ひげ図のよさと，
データの分布を詳しく知りたければヒストグラムもかくとよいということを，
実感を伴って理解できるようにしています。

基礎的・基本的な知識・技能の習得
四分位数の求め方や箱ひげ図のかき方，
範囲と四分位範囲の特徴といった内容を丁寧に扱っています。

167166
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 次の図は，前ページの問1の箱ひげ図に，
もとのデータの値

あたい
をかき入れたものです。

　箱ひげ図では，4つの区間を表す箱やひげが長くても
短くても，そこにふくまれる値の個数は，すべての値の
個数の約25％です。

下の図は，163ページの表1と同じ期間に，各地で猛
もう
暑
しょ
日
び
が

年間何日あったかを表した箱ひげ図です。
次の（1）～（3）の文章にあてはまるのは，それぞれ福

ふく
岡
おか
，大
おお
阪
さか
，

東
とう
京
きょう
のうちのどこですか。

（1） データの中央値が 3地点で最も少ない。
（2） この20年間で，猛暑日が 1日もなかった年がある。
（3） この20年間の半分以上で，猛暑日が年10日以上あった。

問3の箱ひげ図において，猛暑日が 7日あった年は，
左のひげの区間，箱の区間，右のひげの区間のどの区間に
あてはまりますか。地点ごとに答えなさい。

問3の箱ひげ図から，福岡，大阪，東京の中で猛暑日が
最も多いのは，どこといえるでしょうか。

問3

問4

問5

東京

大阪

福岡

(日)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

箱やひげが長いほど
値が多くあるわけでは
ないんだね。

福岡

５個 ５個 ５個 ５個

(日)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223242526 27 2829 30 31

32
2
2

0
3
4 5
5 6
6 8

8
8

10
10

13 22 24 30

値が10個だと，
4等分できないね。

A選手
(点)

B選手
(点)

最小値 0

第１四分位数 3

中央値 7.5

第３四分位数 12

最大値 15

次の課題　値の個数が4でわり切れない場合，四分位数はどのように求めるのかな。

話し合おう

表１から，Ａ選手のデータの四分位数を求めましょう。
まず，データの値を小さい順に並べかえて，小さい方と
大きい方の半分ずつに分けます。

・中央値は7.5点です。（ 2）
・第1四分位数はデータの値の小さい方の
　半分の中央値で，3点です。（ 1）
・第3四分位数はデータの値の大きい方の
　半分の中央値で，12点です。（ 3）

表１のＢ選手のデータの最小値，最大値，
四分位数を求めなさい。

問1

データの値の個数に応じた四分位数の求め方について考えよう。

　あるバスケットボールチームのＡ選手とＢ選手は，どちらも
10試合で76点とりました。次の表は，その10試合の
試合ごとの得点を，試合が行われた順に並べたものです。

　この 2人の試合ごとの得点の分布を，箱ひげ図で
比べたいと思います。そのために，まずは，値が
10個あるデータの四分位数の求め方を考えましょう。

めあて

データの値が偶
ぐう
数
すう
個ある場合の四分位数の求め方例1

2 四分位数の求め方と箱ひげ図のかき方

表1　10試合の試合ごとの得点（試合が行われた順）

A選手(点) 8 3 4 11 15 0 7 2 12 14

B選手(点) 11 3 0 6 8 6 15 10 9 8

0，2，3，4，7， 8，11，12，14，15
↑
最小値

↑ ↑ ↑ ↑
最大値11 2 3

補充問題30
▶p.220

5

5

10

10

15

15

20
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真ん中の値を除いて，
残りを等しい個数に
分けるんだね。

A選手
(点)

B選手
(点)

最小値 0 0

第１四分位数 3 6

中央値 7.5 8

第３四分位数 12 10

最大値 15 15

表１のＡ選手の箱ひげ図は，
次の手順でかくことが
できます。
1 最小値，最大値と
 四分位数の位置に
 線をかく。
2 箱をかく。
3 ひげをかく。

次のアの図は，例2でかいたＡ選手のデータの箱ひげ図です。
その下に，Ｂ選手のデータの箱ひげ図をかきなさい。

　問2の図から，A選手とB選手の試合ごとの
得点の分布を比べてみましょう。

　2つの箱ひげ図の両
りょう
端
たん
の位置は同じです。

　しかし，箱の部分の長さにはちがいがあります。

　箱が長いA選手のデータは，箱が短いB選手の
データに比べ，中央値付近にある約50％の値について，
散らばりの程度が大きいといえます。

問2

表２から，Ａ選手のデータの四分位数を求めましょう。
データの値が奇数個ある場合は，真ん中の 1個を除いて，
その値より小さい方と大きい方に分けます。

・中央値は 7点です。（ 2）
・第1四分位数はデータの値の小さい方の
　約半分の中央値で，3点です。（ 1）
・第3四分位数はデータの値の大きい方の
　約半分の中央値で，12点です。（ 3）

表２のＢ選手のデータの最小値，最大値，
四分位数を求めなさい。

下の図に，表2のＡ選手とＢ選手のデータの箱ひげ図を，
それぞれかきなさい。

問3

問4

　右の表は，前ページの例1，問1で
求めた表１のデータの最小値，最大値と
四分位数です。
　これらの値

あたい
を使って，箱ひげ図を

かいてみましょう。

　最近の 1試合で，Ａ選手は 6点，Ｂ選手は24点とりました。
　次の表2は，この 1試合の結果を167ページの表1に追加して，
選手ごとに，得点が少ない方から順に並べかえたものです。

　データの値が奇
き
数
すう
個ある場合，167ページの例1のように，

値を小さい方と大きい方の半分ずつに分けることができません。
箱ひげ図のかき方例2

データの値が奇数個ある場合の四分位数の求め方例3

(点)0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

A選手(10試合)

B選手(10試合)

ア

イ

手順

手順

20 4 6 8 10 12 14 16

最小値
0

第１四分位数
3

第３四分位数
12中央値

7.5
最大値
15

手順

(点)

1

2

3

最小値と最大値が同じでも，
分布はちがうね。

表2　11試合の試合ごとの得点（得点が少ない順）

A選手(点) 0 2 3 4 6 7 8 11 12 14 15

B選手(点) 0 3 6 6 8 8 9 10 11 15 24

0，2，3，4，6，7， 8，11，12，14，15
↑

最小値
↑ ↑ ↑ ↑

最大値1 2 3

次の課題　最近の1試合の値を加えたことで，箱ひげ図はどのように変化しているかな。

(点)0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

A選手(11試合)

B選手(11試合)

ウ

エ

A選手
(点)

B選手
(点)

最小値 0

第１四分位数 3

中央値 7

第３四分位数 12

最大値 15

WEB

WEB

補充問題31
▶p.220
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20
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箱ひげ図を活用して，多数のデータの分布を比
ひ
較
かく
しよう。

　彩さんの班では，大阪の猛暑日が
増える傾

けい
向
こう
にあるのかどうかを

調べることにしました。
　そこで，大阪の猛暑日について，
1938年から2017年までの80年間分の
データを20年ごとに区切り，4つの
データにしました。これを古い方から
順にデータ 1 ， 2 ， 3 ， 4 とします。
　右の図は，データ 1 ～ 4 をもとに
かいた箱ひげ図です。

！注意 ・	右の図のように，箱ひげ図は縦向きに 
かくこともあります。

 ・	箱ひげ図に平均値を示したい場合は 
「＋」印をかき入れます。

右の図から，データの分布の変化について，
どんなことがわかりますか。

めあて

問1

4 多数のデータの分布の比較

話し合おう

猛暑日が増えているか
どうかを調べるには，
どうすればいいかな。

昔のデータを手に入れて，
その分布の変化を
調べてみよう。

　前ページの図で， 1 から 2 にかけて最大値が大
おお
幅
はば
に減っていることに

疑問をもった和也さんは， 1 のデータの分布を確かめるために，
次のようにヒストグラムと箱ひげ図を並べてかきました。

　上のヒストグラムからは，1938年からの20年間で，
猛暑日が20日以上25日未満だった年が 1回だけ
あったことがわかります。一方，箱ひげ図からは，
このデータの最大値が24日であることがわかります。

次の（1）～（4）は，それぞれ上のヒストグラムと箱ひげ図の
どちらから正しく読み取ることができますか。
また，それぞれの値

あたい
を読み取って答えなさい。

（1） 最小値　　　　　（2）　範
はん
囲
い
　　　　　（3）　四分位範囲

（4） 猛暑日が10日以上20日未満だった年の回数

　箱ひげ図には，多数のデータの分布を比較するときに
比べやすいという特

とく
徴

ちょう
があります。

　箱ひげ図だけでなく，ヒストグラムもかくと，
データの分布をさらにくわしく知ることができます。

これまでに調べたことから，「大阪の猛暑日は増える
傾向にある」と判断できるでしょうか。

問2

問3

0
0

5

10

(回)

(日)

(日)0 5 10 15 20 25 30

5 10 15 20 25 30 35

35

年ごとの猛暑日の日数（1938～1957年，大阪）

右のひげが長いのは，
最大値がほかの値から
かけ離

はな
れているからだね。

話し合おう

 彩
あや

さん

 陸
りく

さん

 真
ま

央
お

さん

 和
かず

也
や

さん

大阪では，昔から猛暑日が
多かったのかな。
それとも，増えてきたのかな。

福
ふく
岡
おか
，大

おお
阪
さか
，東

とう
京

きょう
の中で

猛
もう
暑
しょ
日
び
が最も多いのは，

大阪だったね。

WEB

1970年の
大阪万博の入場者数
▶p.194
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箱ひげ図を活用して，多数のデータの分布を比
ひ
較
かく
しよう。

　彩さんの班では，大阪の猛暑日が
増える傾

けい
向
こう
にあるのかどうかを

調べることにしました。
　そこで，大阪の猛暑日について，
1938年から2017年までの80年間分の
データを20年ごとに区切り，4つの
データにしました。これを古い方から
順にデータ 1 ， 2 ， 3 ， 4 とします。
　右の図は，データ 1 ～ 4 をもとに
かいた箱ひげ図です。

！注意 ・	右の図のように，箱ひげ図は縦向きに 
かくこともあります。

 ・	箱ひげ図に平均値を示したい場合は 
「＋」印をかき入れます。

右の図から，データの分布の変化について，
どんなことがわかりますか。

めあて

問1

4 多数のデータの分布の比較

話し合おう

猛暑日が増えているか
どうかを調べるには，
どうすればいいかな。

昔のデータを手に入れて，
その分布の変化を
調べてみよう。

　前ページの図で， 1 から 2 にかけて最大値が大
おお
幅
はば
に減っていることに

疑問をもった和也さんは， 1 のデータの分布を確かめるために，
次のようにヒストグラムと箱ひげ図を並べてかきました。

　上のヒストグラムからは，1938年からの20年間で，
猛暑日が20日以上25日未満だった年が 1回だけ
あったことがわかります。一方，箱ひげ図からは，
このデータの最大値が24日であることがわかります。

次の（1）～（4）は，それぞれ上のヒストグラムと箱ひげ図の
どちらから正しく読み取ることができますか。
また，それぞれの値

あたい
を読み取って答えなさい。

（1） 最小値　　　　　（2）　範
はん
囲
い
　　　　　（3）　四分位範囲

（4） 猛暑日が10日以上20日未満だった年の回数

　箱ひげ図には，多数のデータの分布を比較するときに
比べやすいという特

とく
徴

ちょう
があります。

　箱ひげ図だけでなく，ヒストグラムもかくと，
データの分布をさらにくわしく知ることができます。

これまでに調べたことから，「大阪の猛暑日は増える
傾向にある」と判断できるでしょうか。

問2

問3

0
0

5

10

(回)

(日)

(日)0 5 10 15 20 25 30

5 10 15 20 25 30 35

35

年ごとの猛暑日の日数（1938～1957年，大阪）

右のひげが長いのは，
最大値がほかの値から
かけ離

はな
れているからだね。

話し合おう

 彩
あや

さん

 陸
りく

さん

 真
ま

央
お

さん

 和
かず

也
や

さん

大阪では，昔から猛暑日が
多かったのかな。
それとも，増えてきたのかな。

福
ふく
岡
おか
，大

おお
阪
さか
，東

とう
京

きょう
の中で

猛
もう
暑
しょ
日
び
が最も多いのは，

大阪だったね。

WEB

1970年の
大阪万博の入場者数
▶p.194

5

5

10

10

15
15
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デ
ー
タ
の
分
布
と
確
率

6
章

約25％ 約25％約25％

約50％

四分位範囲

範囲（レンジ）

約25％

散らばりの程度を範囲や
四分位範囲で表すと，
複数のデータの特

とく
徴
ちょう
を

比べやすくなるね。

次の図は，168，169ページの箱ひげ図を選手ごとに
比べるために，ア，ウ，イ，エの順に並べたものです。
最近の1試合で，Ａ選手は6点，Ｂ選手は24点とりました。
これらの値

あたい
を加える前と後で，箱ひげ図の変化が大きいのは，

どちらの選手でしょうか。

箱ひげ図の箱の長さが表すことがらについて考えよう。

　範囲が，データにふくまれるすべての値の散らばりの
程度を表すのに対して，四分位範囲は，中央値付近に
ある約50％の値の散らばりの程度を表します。

めあて

3 四分位範囲と箱ひげ図

　第3四分位数から第1四分位数をひいた値を
四
し
分
ぶん
位
い
範
はん
囲
い
といいます。

　(四分位範囲)=(第3四分位数)-(第1四分位数)

A選手(10試合)

A選手(11試合)

B選手(10試合)

B選手(11試合)

(点)0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

＋１試合

＋１試合

ア

ウ

イ

エ

前ページのアの図のデータの範囲と
四分位範囲は，次のように求めます。
　(範囲) =15-0 

=15 (点)
　(四分位範囲) =12-3 

=9 (点)

前ページのウ，イ，エの図のデータの
範囲と四分位範囲をそれぞれ求めなさい。

エの図のデータは，イの図のデータに「24」という11個目の
値を追加したものです。エの図のデータにおいて，追加した値の
影
えい
響
きょう
をより強く受けているのは，範囲と四分位範囲のどちらですか。

　範囲と四分位範囲についてまとめると，次の表のようになります。

問1

問2

範囲と四分位範囲の求め方例1

考えよう

ウとエの図を比べて，「13点以上とった試合数は，
A選手よりB選手の方が多い」といえますか。
その答えを，169ページの表2で確かめなさい。

まちがえやすい問題

範囲 四分位範囲

求め方 (最大値)-(最小値) (第３四分位数)-(第１四分位数)

表すことがら データにふくまれるすべての
値の散らばりの程度

中央値付近にある約50％の
値の散らばりの程度

箱ひげ図 端
はし
から端までの長さに表れる 箱の長さに表れる

かけ離
はな
れた

値の影響
受けやすい 受けにくい

A選手(11試合)

B選手(11試合)

(点)0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

ウ

エ

範囲
(点)

四分位範囲
(点)

A
選
手

ア 15 9

ウ

B
選
手

イ

エ

WEB

箱ひげ図のどの部分が
変化しているかな。

5

5

10

10

15

20

2 年 p.166

2 年 p.171

2 年 p.169

箱ひげ図のしくみを
理解するための
アニメーション
（→本書 p.30）

標本平均の分布を
比較する
シミュレーション

４つのデータについて
ヒストグラムと
箱ひげ図を対応させた
シミュレーション

3年 p.206

2 年 p.172 〜 173

標本調査の結果の考察
標本の大きさと標本平均の
ばらつきの関係を考察する
活動を設けています。

箱やひげが長いほど
値が多くあるわけでは
ないんだね。

右のひげが長いのは，
最大値がほかの値から
かけ離

はな
れているからだね。

207206

デザインベース 181225

標
本
調
査

8
章

情報コンピュータの活用

コンピュータの表計算ソフトの機能を使えば，乱数を発生させることができます。
表計算ソフトは，セルとよばれるます目からできています。このます目には，
文字や数値，計算式を入力します。
0以上x未満という範囲で整数値の乱数を発生させるには，セルに次のような関数を
入力し，最後に ENTER キーをおします。ここでいう関数とは，コンピュータに
計算をさせるための式のことです。xには，整数値を入力します。
　　　

=INT(RAND()＊x)

次の図では，A2のセルに，0以上100未満の範囲で整数値の乱数を発生させています。

この状態で F9 キーをおすと再計算をして，次の乱数を発生させることができます。
また，上に示した関数の最後に「+1」をつけると，(0+1)以上 (x+1)未満，
すなわち1以上x以下という範囲で整数値の乱数を発生させることができます。
　　　

=INT(RAND()＊x)+1

数学の標本の大きさを変えて，
同じような実験をしてみよう。
どんなことがわかるかな。
 対話シート 4▶p.287

　標本調査では，標本の大きさを大きくすることで，
標本の平均値は母集団の平均値に近づきやすくなります。
このことは，標本の大きさが大きい方が，標本の平均値の範囲や
四分位範囲が小さくなる傾向にあることからわかります。
　しかし，標本の大きさが大きいほど，調査にかかる時間や
労力，費用が多くなります。
 実際の標本調査では，調査の目的に応じて，適切な
標本の大きさにする必要があります。

0

10

5

15

20

11 13 15 17 19 21 (分)
0

10

5

15

20

11 13 15 17 19 21 (分)

(個) (個)

(分)11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

標本の大きさが10の場合 標本の大きさが30の場合
ア

ア

イ

イ

 ある学級の生徒20人が，前ページの
例２のデータから，次のア，イの場合に
ついて，それぞれ 1回ずつ標本を無

む
作
さく
為
い
に

　抽
ちゅう
出
しゅつ
して，標本の平均値を求めました。

ア　標本の大きさを10とした場合
イ　標本の大きさを30とした場合

 右に示したのは，その20人が
求めた標本の平均値を小さい順に
並べたものです。
　これらの数値を見ると，ばらつきが
あることがわかります。
　そこで，ア，イの20個ずつの平均値を
整理して，分布の傾

けい
向
こう
を比べてみましょう。

下の図は，上のア，イのデータについて，それぞれ
ヒストグラムと箱ひげ図に表したものです。
これらの図から，どんなことがわかりますか。

問2

比べて考える
な見方・考え方大切

ヒストグラムの形，
山の数，位置，高さ
 範
はん
囲
い
，四分位範囲 

 など

話し合おう

ア　標本の大きさが10の場合 (分)

イ　標本の大きさが30の場合 (分)

　

1 1 .8 1 3 .9 14 .2 14.4 1 5.0

1 5 .3 1 5 . 6 15 .8 1 5.9 1 5 .9

16.0 16 .2 16 .3 16 .6 1 7 .4

1 7 .7 18 .2 18 .8 19 .6 20.8

1 3. 6 14 .9 15 . 2 1 5. 3 1 5.4

15 .5 1 5 .6 1 5 .6 1 5 .6 15 .8

15 .9 1 6 .2 1 6 .3 16 .5 16 .7

16 .7 1 6 .8 16 . 9 1 7.0 17 .8

WEB

15

10

5

15

10

5

20

2928



内容資料説明資料20200108→ 20200122

一人一人の資質・能力を育成するためのさらなる工夫

ＩＣＴ機器などの活用 プログラミング教育コンテンツ一覧
（全学年）

https://www.nichibun-g.co.jp/2021dc/csug/

コンテンツの例
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A

Q

P

R

S

D

B C

A

FE

D

B C
10cm

4cm

左の図で，点Aの位置を変えて，
;ABCをいくつかかきましょう。
そのとき，辺AB，ACの中点を
それぞれM，Nとして，線分MNと
辺BCとの間に成り立つ関係について
予想しましょう。

三角形の2辺の中点を結ぶ線分と，他の1辺との間に
成り立つ関係について考えよう。

　;ABCの辺AB，ACの中点をそれぞれM，Nとすると，
AM：MB=AN：NC=1：1だから，141ページの
三角形と線分の比 2 の定理よりMN:BCとなります。
　また，このことからAM：AB=MN：BC=1：2と
なります。

;ABCの辺AB，BC，CAの中点を
それぞれD，E，Fとするとき，
線分DE，EF，FDの長さを
それぞれ求めなさい。

めあて

問1

中点連結定理4 中点連結定理を使う証明例1

四角形ABCDで，辺AB，BC，CD，DAの
中点をそれぞれP，Q，R，Sとするとき，
四角形PQRSは平行四辺形であることを
証明しましょう。

対角線ACをひく。
;ABCにおいて BP = PA， BQ =QC

中点連結定理より PQ : AC， PQ =　AC…… 1

同じように，;DACで SR : AC， SR =　AC…… 2

1 ， 2 より PQ : SR， PQ =SR
1組の対辺が平行で，その長さが等しいから，
四角形PQRSは平行四辺形である。

例1の四角形ABCDでAC=BDのとき，
四角形PQRSはどんな四角形になりますか。

;ABCで，点Mが辺ABの中点であり，
MN:BCならば，点Nは辺ACの
中点であることを証明しなさい。

証明

1

2

1

2

問2

問3

　右の図の四角形ABCDは，AD:BCの台形です。
　AE=EB，EF:BCのとき，線分EFの長さを
求めましょう。

B C

M N

A

やってみよう

B C

D F

A

E
10cm

7cm 9cm

A

NM

B C

三角形の2辺の中点を結ぶ線分は，残りの辺に
平行で，長さはその半分である。
　AM=MB　　　　　MN :BC
　AN=NC　

ならば
　MN=　BC1

2

定理　中点連結定理
A

NM

B C

WEB

図形の関係に着目する
な見方・考え方大切

平行四辺形になる
条件から考える

条件を変えて考える
な見方・考え方大切

AC=BDを条件に
加える

深めよう

5

5

10

10

15

15

20
20

3 年 p.145

231230

3 年巻末 190329

プログラム
と数学

　全体が，その一部と同じ形の図形のくり返しに
なっている図形を，フラクタル図形といいます。
　右の図形は，フラクタル図形の一例です。

上のフラクタル図形をかくアルゴリズムを考え，S
ス ク ラ ッ チ
cratchという

プログラミング言語を使って，プログラムをつくります。
1

右の図形も，フラクタル図形の一例です。　　　　　
このフラクタル図形をかくアルゴリズムを
考え，Scratchを使って，プログラムを
つくります。

2

　右のプログラムでは，同じ長さの
線分を，角度を変えてかいていく
ことにより，次の図をかいています。

　回数を1，2，3と設定して実行すると，
それぞれ次の図をかくことができます。
 （1）　「回数」を1 　　（2）　「回数」を2 　　　　（3）　「回数」を3　

！注意�問題を解くための計算の方法や処理の手順を，アルゴリズムといいます。

　上のプログラムでは，同じ長さの線分を，角度を変えて
かいていくことにより，正三角形をかいています。
　回数を1，2，3と設定して実行すると，それぞれ
次の図をかくことができます。
 （1）　「回数」を1 　　（2）　「回数」を2 　　　　（3）　「回数」を3　

フラクタル図形のアルゴリズムを考えよう WEB

1  正三角形をかく。
2 	 かいた正三角形について，
	 各辺の中点を結び，
	 正三角形をかく。
3 	 かいた正三角形のまわりにできる
	 3つの正三角形について，
	 各辺の中点を結び，
	 正三角形をかく。
4 	 3 を，設定した回数だけ
	 くり返す。

1  線分を3等分し，真ん中の線分を
	 1辺とする正三角形をかき，
	 新しくできた頂点に向かい合う辺を
	 消す。
2 	 1 で得られた4つの線分について，
	 1 と同じ処理を，設定した回数だけ
	 くり返す。

フラクタル図形をかくアルゴリズム1

フラクタル図形をかくアルゴリズム2

フラクタル図形をかくプログラム１

フラクタル図形をかくプログラム2

Scratchは，マサチューセッツ工科大学のMITメディアラボという研究組織で
開発されたプログラミング言語で，無

む
償
しょう
で提供されています。

◎Scratchのよりくわしいしくみや使い方は，ウェブページにのっています。

5

10

15

20

20

15

10

5
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1年巻末 190314

プログラム
と数学

 コンピュータに計算や処理をさせるには，その方法や
手順を，コンピュータにも人間にもわかるプログラミング
言語で記述して，コンピュータに伝える必要があります。
 計算の方法や処理の手順を命令の形で記述したものを，
プログラムといいます。

素数を求める計算方法を考えます。
2は素数であることがわかっていることとして，
3から1000までの素数を求めます。

3÷2の余りは1なので，3は素数です。
4÷2の余りは0なので，4は素数ではありません。
5÷2の余りは1，5÷3の余りは2，5÷4の余りは1なので，5は素数です。
6÷2の余りは0なので，6は素数ではありません。
1000までの自然数について，同じように調べます。

1

例

「素数を求めるプログラム」を考えます。
S
ス ク ラ ッ チ
cratchというプログラム言語を使って， 1 の計算方法を記述すると，
次のようなプログラムになります。
1 の 3 の処理はくり返し使うので，

「素数かどうか調べる」という1つの手順としてまとめています。

　
 上のプログラムをつくり，右の
「素数を求める」のブロックの に
「1000」を入力し，ブロックをクリックすると，
「素数を求めるプログラム」が実行され，
1000までの素数が「素数」リストに出力されます。

　ところで，上のプログラムでは，3から1000までの
自然数について調べていますが，3以上の素数はすべて奇

き
数
すう
なので，

偶
ぐう
数
すう
を調べる必要はありません。

　コンピュータでは，このようなむだを省き，
計算の回数を減らすことが，処理時間の短縮につながります。

2素数を求めるプログラムを考えよう WEB

Scratchは，マサチューセッツ工科大学のMITメディアラボという研究組織で
開発されたプログラミング言語で，無

む
償
しょう

で提供されています。

(1)  2は素数です。
(2)  3から1000までの自然数について，素数かどうか調べます。
 1 「調べる数」の最初は，3です。
 2 「わる数」の最初は，2です。
 3 「調べる数」÷「わる数」の余りが0かどうか調べます。
  もし，余りが0ならば，「調べる数」は素数ではありません。 4 に進みます。
   そうでなかったならば，
    「わる数」に1をたして，次の「わる数」とします。
    もし，「わる数」＜「調べる数」ならば， 3 にもどります。
     そうでなかったならば，「調べる数」は素数です。
 4 「調べる数」に1をたして，次の「調べる数」とします。
  もし，「調べる数」＞1000ならば終わりです。
   そうでなかったならば， 2 にもどります。

1000までの素数を求める計算方法

素数を求めるプログラム

◎Scratchのよりくわしいしくみや使い方は，ウェブページにのっています。

「素数かどうか調べる」

15

10

5

20

25

15

10

5
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プログラム
と数学

　問題を解くための計算の方法や処理の手順を，アルゴリズムといいます。

正多角形をかくアルゴリズムを考え，S
ス ク ラ ッ チ
cratchという

プログラミング言語を使って，プログラムをつくります。
1

 「角の数」を5，「辺の長さ」を100に設定して，
このプログラムを実行すると，正五角形をかくことが
できます。

右の図のように，正多角形の辺をのばしてできる図形を，
星形正多角形といいます。
この星形正多角形をかくアルゴリズムを考え，
Scratchを使ってプログラムをつくります。

2

　「角の数」を5，「辺の長さ」を100，
「回転数」を2に設定して，右の
プログラムを実行すると，前ページの
星形正五角形をかくことができます。

下の図は，上のプログラムで，「角の数」，「辺の長さ」，「回転数」を，
それぞれ次のように設定してかいた星形正多角形です。

例

(1) 「角の数」を31
 「辺の長さ」を200
 「回転数」を11

(2) 「角の数」を64，
 「辺の長さ」を200
 「回転数」を31

星形正多角形のアルゴリズムを考えよう WEB

Scratchは，マサチューセッツ工科大学のMITメディアラボという研究組織で
開発されたプログラミング言語で，無

む
償
しょう
で提供されています。

◎Scratchのよりくわしいしくみや使い方は，ウェブページにのっています。

1  辺の長さの線分をかく。	
2 	 反時計回りに(360÷角の数)°回転する。
3 	 1 ， 2 を，角の数だけくり返す。

正多角形をかくアルゴリズム

1  辺の長さの線分をかく。	
2 	 反時計回りに(360*回転数÷角の数)°回転する。
3 	 1 ， 2 を，角の数だけくり返す。	

星形正多角形をかくアルゴリズム

正多角形をかくプログラム

星形正多角形をかくプログラム

星形正五角形

10

5

20

15

10

5

Scratch3.0 の動作推奨環境
（令和 2 年 2 月 19 日現在）

デスクトップ
・Google Chrome 63以上
・Microsoft Edge 15以上
・Mozilla Firefox 57以上
・Safari 11以上
※Internet Explorerはサポートされていません。

タブレット
・Google Mobile Chrome 63以上
・Mobile Safari 11以上

アニメーションやシミュレーション，練習問題など，学びを助けるデジタル
コンテンツを豊富に用意しています。教科書の各学年の p.3 に載せた QR コード
または URL から各学年のコンテンツ一覧にアクセスできます。
コンテンツを用意している箇所は，右のマークで示しています。

教科書ＱＲコンテンツ

数学に関連したプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けられるコラムを
すべての学年の巻末に設けています。プログラミング言語として，小・中学生でも使い
やすく開発され，世界中で広く使われている Scratch（スクラッチ）を取り上げています。
この内容は，全員が一律に学習する必要はありません。

プログラムと数学

WEB

中点連結定理に関するシミュレーション
（3 年 p.145）

箱ひげ図に関するシミュレーション
（2 年 p.194）

根号のついた数に関する練習問題
（3 年 p.45）

1 次関数に関するアニメーション
（2 年 p.86）

3 年 p.230

１年 p.270 ／素数を求めるプログラム

２年 p.204 ／星形正多角形をかくプログラム

フラクタル図形をかく プログラム１
（シェルピンスキーのギャスケット）

フラクタル図形をかく プログラム 2
（コッホ曲線）

Scratch について
Scratchは，マサチューセッツ工科大学の
MITメディアラボという研究組織で
開発されたプログラミング言語で，
無償で提供されています。

※スマートフォンでは快適に動作しない場合があります。
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一人一人の資質・能力を育成するためのさらなる工夫

数学的な表現力・読解力の育成 探究的な課題・高等学校数学との連携
生徒の興味・関心や学級の学習状況に応じて，
発展的・探究的な課題に取り組めるようにしました。

内容資料説明資料20200108→ 20200122

具体的な事象と図，表，式，グラフなどを関連付ける活動などを通して，
数学的な表現力・読解力を育成できるようにしました。

223

内のりの縦と高さが60cm，横が80cmの
直方体の水そうがあります。
この水そうの底に，縦が60cm，横が40cm，
高さが30cmの直方体の段が右の図のように
固定してあります。
この水そうに一定の割合で水を入れたところ，
水を入れ始めて1分後に，水面の高さが
6cmになりました。
水を入れ始めてからx分後の水面の高さをycmとして，
次の問いに答えなさい。
（1） 水面の高さが30cmになるのは，水を入れ始めてから
 何分後ですか。

（2） xの増加量に対するyの増加量の割合を，
 変化の割合といいます。
 水を入れ始めてから水面の高さが30cmになるまでの
 変化の割合は6です。この値

あたい
は，どのような数量を

 表していますか。

（3） 水面の高さが30cmになってから満水になるまでの
　　変化の割合を求めなさい。

（4） 水を入れ始めてから満水に
 なるまでの，xとyの
 関係を表すグラフとして
 正しいものを，右のア～
 エの中から1つ選びなさい。
 また，そのグラフが正しい
 理由を，「傾

かたむ
き」という

 ことばを使って説明しなさい。

2

80cm

60cm

30cm
40cm

60cm

y

x

y

x

y

x

y

x

O O

O O

ア イ

ウ エ
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内のりの縦と高さが60cm，横が80cmの
直方体の水そうがあります。
この水そうの底に，縦が60cm，横が40cm，
高さが30cmの直方体の段が右の図のように
固定してあります。
この水そうに一定の割合で水を入れたところ，
水を入れ始めて1分後に，水面の高さが
6cmになりました。
水を入れ始めてからx分後の水面の高さをycmとして，
次の問いに答えなさい。
（1） 水面の高さが30cmになるのは，水を入れ始めてから
 何分後ですか。

（2） xの増加量に対するyの増加量の割合を，
 変化の割合といいます。
 水を入れ始めてから水面の高さが30cmになるまでの
 変化の割合は6です。この値

あたい
は，どのような数量を

 表していますか。

（3） 水面の高さが30cmになってから満水になるまでの
　　変化の割合を求めなさい。

（4） 水を入れ始めてから満水に
 なるまでの，xとyの
 関係を表すグラフとして
 正しいものを，右のア～
 エの中から1つ選びなさい。
 また，そのグラフが正しい
 理由を，「傾

かたむ
き」という

 ことばを使って説明しなさい。
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２年 p.223

225

正
まさ
樹
き
さんは，次の問題を考えています。

次の問いに答えなさい。
（1） 正樹さんは，次のように証明をしましたが，すぐに，
　　この証明にはまちがいがあることに気づきました。

  上の証明のまちがっている部分に下線　　をひきなさい。
　　また，正しい証明をかきなさい。

（2） 上の問題について，正樹さんは，AD=BCを証明する途
と
中
ちゅう
で，

 ;AOD#;BOCを示しました。;AOD#;BOCをもとにすると，
 問題の図について，AD=BC以外に新しいことがわかります。
 それを，次のア～エの中から 1つ選びなさい。
 ア　OC=CA   イ　OC=OD
 ウ　~OAD=~BOC  エ　~OAD=~OBC

4
［問題］

右の図のように，~XOYの辺OXと
辺OYの上に，OA=OBとなる点A，
Bと，OC=ODとなる点C，Dを，
それぞれとります。
また，点Aと点D，点Bと点Cを
それぞれ線分で結びます。
このとき，AD=BCとなることを
証明しなさい。

O

A

BD

C

X

Y

;AODと;BOCにおいて
仮定から　　OA=OB  ……①
　　　　　　OD=OC  ……②
　　　　　　AD=BC  ……③
①，②，③より，3組の辺がそれぞれ等しいから
　　　　;AOD#;BOC

合同な図形の対応する辺の長さは等しいから
　　　　　　AD=BC

まちがった証明

5

10

15

20

25

30

２年 p.225

デザイン-1年章扉 190314

次の図のように，長さが等しい棒を並べて，正方形を
横一列につくっていきます。

図をかいて調べよう。
正方形が1個増えると，
必要な棒は何本増えるかな。

 陸
りく

さん  真
ま

央
お

さん

正方形が1個のとき，
必要な棒は4本

正方形が2個のとき，
必要な棒は　　　本

正方形が3個のとき，
必要な棒は　　　本

文字と式章
棒は何本必要かな？

64

正方形を20個つくるとき，必要な棒の本数を求める方法を
考えてみましょう。

彩
あや
さんは，まず簡単な場合で考えることにして，

正方形を4 個つくるときに必要な棒の本数の求め方を，
次のような図と式で表しました。

（1） 彩さんが考えた式で，1，3，4は，それぞれどんな数量を表していますか。

（2） 正方形を5個つくるときに必要な棒の本数を求める図と式を，
 彩さんと同じ考え方でそれぞれ表しましょう。 

文
字
と
式

２
章

正方形を20個つくるときも，
彩さんが考えた方法で
求められるかな。

  

  

 和
かず

也
や

さん

 彩さん

式

式　1+3*4

小学校では，数の代わりに〇や□，aや xなどを
使った式を学びました。
この章では，文字を使った式の計算や，文字を使って
数量の関係などを式に表すことを学びましょう。

65
１年 p.64 〜 65

117

方
程
式

３
章

クリームパン
90円

チーズパン
140円

チキンサンド
300円

ロールパン
40円

あんぱん
80円

食パン
200円

カレーパン
160円

メロンパン
100円

例1について， 考え方 をもとに，次の問いに答えなさい。
（1） 兄が妹に追いついたとき，次の関係が成り立ちます。
 　(妹が進んだ道のり)=(兄が進んだ道のり)
 このことから，xについての方程式をつくりなさい。
（2） （1）の方程式を解いて，答えを求めなさい。
（3） 兄は，駅までの途

と
中
ちゅう
で妹に追いつけますか。

例1で，兄が出発したのが，妹が出発してから
15分後だったとすると，兄は駅までの途中で妹に
追いつけますか。その理由も説明しなさい。

　方程式を使って問題を解くとき，その方程式の解が問題の
答えとしてあわない場合があります。
　したがって，方程式の解が問題にあうかどうかを確かめる
必要があります。

家と公園を往復しました。行きは分速50mで歩き，
帰りは分速125mで走ったところ，かかった時間は，
行きより帰りの方が 9分短かったそうです。
行きにかかった時間と片道の道のりを求めましょう。
どの数量をxとして，どんな方程式をつくりましたか。

問2

問3

問4

話し合おう

　右の絵の場面から，方程式を使って
解くことができる問題と，その答案を
つくりましょう。
　また，ほかの人がつくった問題を
解いてみましょう。

やってみよう

説明できるかな？

ふり返って考える
な見方・考え方大切

方程式の解が問題に
あうかどうかを
確かめる
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10

15

20

１年 p.117

169

円

6
章

前ページの手順でひいた直線APが，円Oの接線である
ことを説明しなさい。

右の図で，点Aを通る円Oの接線を
作図しなさい。

問2でひいた 2本の接線の接点をそれぞれP，P%としたとき，
AP=AP%であることを証明しなさい。

　上の図で，線分AP，AP%の長さを，点Aから円Oに
ひいた接線の長さといいます。
　問3から，次の定理が成り立ちます。

問1

問2

問3

円の外部にある1点から，その円にひいた
2本の接線の長さは等しい。

定理　円の接線の長さ

O

A

O

A

O

Q C

R

 P

D

S

A

B

　右の図のように，四角形ABCDの各辺に，
円Oが点P，Q，R，Sで接しているとき，
　　AB+CD=AD+BC
であることを証明しましょう。

P

P%

OA

説明できるかな？

やってみよう 発展

5 5

10

10

15

15

20

３年 p.169
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数学研究室数学研究室 情報

　正十二面体の辺の数を，計算で求めてみましょう。
　正十二面体には12枚の面があり，そのそれぞれに5本の
辺があるから，面をばらばらにして辺の数を数えると，全部で
(5*12)本です。
　正十二面体の1つの辺は，2枚の面の辺どうしが重なって
できているから，正十二面体の辺の数は，(5*12)本の半分です。

　これと同じように考えると，ほかの正多面体の
辺の数も，計算で求めることができます。
　また，1つの頂点に集まる面の数に着目すると，
正多面体の頂点の数を計算で求めることもできます。

5つの正多面体について，次の表を完成しましょう。

上の表から，5つの正多面体について，それぞれ次の
計算をしてみましょう。どんなことがいえますか。
　　(面の数)+(頂点の数)-(辺の数)

正多面体以外でも，へこみのない多面体では 2 でいえたことが
成り立ちます。このことを，三角柱や四角錐

すい
で確かめてみましょう。

1

2

3

多面体の面,��頂点，��辺の数の関係 コンピュータの活用

　コンピュータの表計算ソフトには，
データを集計したり整理したりするときに
便利な機能があります。
　表計算ソフトは，右の図のように，セルと
よばれるます目からできています。セルの
位置は，縦の「列」と横の「行」で表します。
右の図で選

せん
択
たく
しているセルはC列の6行目で，

C6と表されます。

　セルに右のような計算式を入力することで，
データに関するいろいろな値

あたい
を簡単に

求めることができます。
　こうした計算式を使うときは，セルの最初に
必ず「=」を入力します。
　例えば，「=AVERAGE（B4：B53）」と
すると，B4のセルからB53のセルまでの
値の平均値を求めることができます。

C6のセル

合計 SUM（セルの範
はん
囲
い
）

最大値 MAX（セルの範囲）
最小値 MIN（セルの範囲）
平均値 AVERAGE（セルの範囲）
中央値 MEDIAN（セルの範囲）
最
さん
頻
ひん
値
ち

 MODE（セルの範囲）
※セルの範囲は，次のように表す。

　　（始点のセル：終点のセル）

解答例▶p.294

面の形 面の数 頂点の数 辺の数

正四面体 正三角形 4

正六面体 正方形 6

正八面体 正三角形 8

正十二面体 正五角形 12 30

正二十面体 正三角形 20

発展

15

20

10

5

15

10

5

正十二面体

正四面体 正六面体
（立方体）

正八面体 正二十面体

正十二面体の辺の数は　　5*12/2=30 (本 )

１年 p.268

各章で学んだことを
活用して考える
課題です。
授業の進度に応じて
柔軟に取り扱うことが
できます。

やってみよう

学習指導要領上，
その学年で扱うことと
されていない

「発展的な学習内容」
であることを示す
マークです。

発展マーク

棒の総数を求める方法を，
図と関連付けて
式で表したり，
式から読み取ったりする
活動を設けています。

「発展的な学習内容」
のうち，学習指導要領上，
高等学校数学で
扱うこととされている
内容です。

具体的な事象と関数のグラフを関連付けて
読み取る問題を設けています。

計算や証明などの間違いを見つけて
訂正する問題を設けています。

「発展的な学習内容」
のうち，学習指導要領上，
高等学校を含め，
どの学年でも扱うことと
されていない内容です。
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内容資料説明資料20200108→ 20200122

補充問題
	 章　式の展開と因数分解	 解答例▶p.273 　
　次の1～ 5の計算をしなさい。

（1） (7x-5y)*2y （2）　-4x(3x-y+2)

（3） (4x2+8xy)/(-4x) （4）　(6a2-9a)/　a

（1） (x+5)(y+6) （2）　(-x+2)(x+4)

（3） (2y-5)(-y+3) （4）　(-2-2a)(4+3a)

（5） (x+2y)(3x+4y) （6）　(-5a+b)(-a-2b)

（7） (x+1)(x+y+4) （8）　(a+b+2)(a-3)

（1） (x+3)(x+2) （2）　(a+6)(a-5)

（3） (y-4)(y+1) （4）　(x-8)(x-2)

（1） (x+4)2 （2）　(9+x)2

（3） (a-7)2 （4）　(y-10)2

（1） (x+1)(x-1) （2）　(x+10)(x-10)

（3） (a-2)(a+2) （4）　(9-y)(9+y)

乗法公式を使って，次の計算をしなさい。
（1） 34*26 （2）　232

次の計算をしなさい。
（1） (3x+4)(3x-8) （2）　(2x+4)2

（3） (3x-2y)2 （4）　(7a-2b)(7a+2b)

（5） (a+1)(a-5)-(a+6)(a-6) 

（6） (x+2y)2+(x-y)2 

（7） (a-b+5)2

（8）　(x-2y+3)(x-2y-2)

11
3

2

2

3

4

5

6

7

（1）（2）▶p.12 例1
（3）▶p.13 例2
（4）▶p.13 例3

（1）▶p.15 例1
（2）〜（6）▶p.15 例2
（7）（8）▶p.15 例3

（1）〜（4）
 ▶p.17 例1

（1）（2）▶p.18 例1
（3）（4）▶p.19 例2

（1）〜（4）▶p.20 例1

（1）（2）▶p.21 例1

（1）〜（4）▶p.22 問3
（5）（6）▶p.22 問4
（7）（8）▶p.23 問6

234

3 年巻末 190329
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15

20

13

式
の
展
開
と
因
数
分
解

１
章

(多項式)/(単項式)例2

(多項式)/(係数が分数の単項式)例3

　x =　　だから，

　xの逆数は　　だね。

2
3

2x
3

2
3

3
2x

（1） 　 (9a2+15a)/3a 
=(9a2+15a)*　1

3a

=　 +　 

=3a+5

（2） 　 (6x3-8x2+2x)/2x

=(6x3-8x2+2x)*　 

=　　-　 +　

=3x2-4x+1

　多項式を単項式でわる計算は，多項式を数でわる計算と
同じように，除法を乗法になおして計算します。

9a2

3a
15a
3a

1
2x

6x3

2x
8x2

2x

2x

2x

次の計算をしなさい。
（1） (8a2+6a)/2a    （2） (18y2-12y)/6y

（3） (15ax-6ay)/3a  （4） (-10x2+5x)/(-5x)

（5） (8x3+4x2-16x)/4x （6） (b2-2ab+b)/b

問2

　 (2x2+8xy)/　x2
3

=(2x2+8xy)*　3
2x

=　　　 +　　　

=3x+12y

2x2*3

2x

8xy*3

2x

次の計算をしなさい。
（1） (6x2+x)/　x    （2） (3a2-6ab)/　a

問3
1

2

3

4
補充問題１
▶︎p.234

　　 ＋　　 

3 a
9a2

3a
1 1

5 1
15a

3a
1 1

次の課題　(多項式 )* (多項式 )は，どのように計算すればよいかな。

同じように考える
な見方・考え方大切

 (9a2+15a)/3

=(9a2+15a)*
1

3

　　 -　　 ＋　　 
6x3

2x
1 1

8x2

2x
1 1

2x

2x
1 1

1 14x3x2

20

25

15

10

5

３年 p.234
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式
の
展
開
と
因
数
分
解

１
章

(多項式)/(単項式)例2

(多項式)/(係数が分数の単項式)例3

　x =　　だから，

　xの逆数は　　だね。

2
3

2x
3

2
3

3
2x

（1） 　 (9a2+15a)/3a 
=(9a2+15a)*　1

3a

=　 +　 

=3a+5

（2） 　 (6x3-8x2+2x)/2x

=(6x3-8x2+2x)*　 

=　　-　 +　

=3x2-4x+1

　多項式を単項式でわる計算は，多項式を数でわる計算と
同じように，除法を乗法になおして計算します。

9a2

3a
15a
3a

1
2x

6x3

2x
8x2

2x

2x

2x

次の計算をしなさい。
（1） (8a2+6a)/2a    （2） (18y2-12y)/6y

（3） (15ax-6ay)/3a  （4） (-10x2+5x)/(-5x)

（5） (8x3+4x2-16x)/4x （6） (b2-2ab+b)/b

問2

　 (2x2+8xy)/　x2
3

=(2x2+8xy)*　3
2x

=　　　 +　　　

=3x+12y

2x2*3

2x

8xy*3

2x

次の計算をしなさい。
（1） (6x2+x)/　x    （2） (3a2-6ab)/　a

問3
1

2

3

4
補充問題１
▶︎p.234

　　 ＋　　 

3 a
9a2

3a
1 1

5 1
15a

3a
1 1

次の課題　(多項式 )* (多項式 )は，どのように計算すればよいかな。

同じように考える
な見方・考え方大切

 (9a2+15a)/3

=(9a2+15a)*
1

3

　　 -　　 ＋　　 
6x3

2x
1 1

8x2

2x
1 1

2x

2x
1 1

1 14x3x2

20

25

15

10

5

確認

習熟・定着

一人一人の資質・能力を育成するためのさらなる工夫

個に応じて取り組める多彩な問題
生徒一人一人の学習状況に応じて取り組めるように，
巻末にはさまざまなタイプの問題を用意しました。

３年 p.13

中１で小学校の内容を復習する問題です。

算数の確かめ【問題編】

１年 p.274

２年 p.208

３年 p.242 ３年 p.250 〜 251

１年 p.288 ３年 p.248

３年間の各領域の内容を総合的に扱う応用問題です。

ステップアップ

全国学力・学習状況調査を参考にして作成した活用の問題です。

活用の問題

基礎的・基本的な知識及び技能を確実に定着させるための問題です。
各小節と双方向にリンクさせているので，授業の最後に扱ったり，
その日の宿題にしたりすることができます。

中２で中１の内容を復習する問題です。

１年の復習

中３で中学校の３年間を復習する問題です。

総合問題

補充問題
	 章　式の展開と因数分解	 解答例▶p.273 　
　次の1～ 5の計算をしなさい。

（1） (7x-5y)*2y （2）　-4x(3x-y+2)

（3） (4x2+8xy)/(-4x) （4）　(6a2-9a)/　a

（1） (x+5)(y+6) （2）　(-x+2)(x+4)

（3） (2y-5)(-y+3) （4）　(-2-2a)(4+3a)

（5） (x+2y)(3x+4y) （6）　(-5a+b)(-a-2b)

（7） (x+1)(x+y+4) （8）　(a+b+2)(a-3)

（1） (x+3)(x+2) （2）　(a+6)(a-5)

（3） (y-4)(y+1) （4）　(x-8)(x-2)

（1） (x+4)2 （2）　(9+x)2

（3） (a-7)2 （4）　(y-10)2

（1） (x+1)(x-1) （2）　(x+10)(x-10)

（3） (a-2)(a+2) （4）　(9-y)(9+y)

乗法公式を使って，次の計算をしなさい。
（1） 34*26 （2）　232

次の計算をしなさい。
（1） (3x+4)(3x-8) （2）　(2x+4)2

（3） (3x-2y)2 （4）　(7a-2b)(7a+2b)

（5） (a+1)(a-5)-(a+6)(a-6) 

（6） (x+2y)2+(x-y)2 

（7） (a-b+5)2

（8）　(x-2y+3)(x-2y-2)

11
3

2

2

3

4

5

6

7

（1）（2）▶p.12 例1
（3）▶p.13 例2
（4）▶p.13 例3

（1）▶p.15 例1
（2）〜（6）▶p.15 例2
（7）（8）▶p.15 例3

（1）〜（4）
 ▶p.17 例1

（1）（2）▶p.18 例1
（3）（4）▶p.19 例2

（1）〜（4）▶p.20 例1

（1）（2）▶p.21 例1

（1）〜（4）▶p.22 問3
（5）（6）▶p.22 問4
（7）（8）▶p.23 問6

234

3 年巻末 190329
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3 年ステップアップ　190329

放物線と三角形� 解答例▶︎p.276

（1） 点Aは関数y=-x+3のグラフ上の点だから，
 x=-6のとき y =-(-6)+3 

=9

 したがって，点Aの座標は(-6，9)
 点Aは関数y=ax2のグラフ上の点で，
 x=-6のときy=9だから
  9=a*(-6)2

  a=　 答　a=　

（2） 直線y=-x+3とy軸
じく
の交点をPとする。

 点Pは直線y=-x+3の切片だから，
 点Pのy座標は3
 また，点Aのx座標は-6，点Bの
 x座標は2
 ;OAB=;OAP+;OBPだから

　  　*3*6+　*3*2=12
 答　12

解答例 解説

1

4

1

4

1

2

1

2

（1） 点Bを利用してもよい。
 点Bは関数y=-x+3の
 グラフ上の点だから，
 x=2のとき y=-2+3=1
 したがって，点Bの座標は
 (2，1)
 これをy=ax2に代入すると
　  a=

1

4

（2） ;OABを;OAPと;OBPの
 2つに分ける。それぞれの
 三角形で，OPを底辺，点A， 
 Bのx座標の絶対値を高さと
 みて面積を求める。

右の図のように，関数y=ax2のグラフと
関数y=-x+3のグラフが，2点A，Bで
交わっています。交点A，Bのx座標が
それぞれ-6，2であるとき，次の問いに
答えなさい。
（1） aの値

あたい
を求めなさい。

（2） ;OABの面積を求めなさい。
（3） 原点Oを通り;OABの面積を
 2等分する直線の式を求めなさい。

例

O 2-6

y

x

A

B

y=ax2

y=-x+3

ステップアップ

O 2-6

y

x

A

P(0，3)

B

5

10

15

20

25
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（3） 原点Oを通り;OABの面積を2等分する
 直線は，辺ABの中点を通る。

 辺ABの中点をMとすると，
 点Mのx座標は
 -6と2の
 真ん中だから，
 図より　-2

 点Mのy座標は
 9と1の真ん中だから，
 図より　5

 よって，点Mの座標は(-2，5)

 求める直線は，原点Oと点Mを通る直線である。
 求める直線の式をy=mxとし，
 x=-2，y=5を代入すると
  　5=-2m

  m=-

 ゆえに，求める直線の式は　y=-　x
答　y=-　x

解答例 解説

5

2
5

2
5

2

（3） 三角形の1つの頂点と，その
 頂点と向かい合う辺の中点を
 結ぶ直線は，その三角形の
 面積を2等分する。

 中点Mの座標は，x座標，
 y座標に分けて考える。
 ■x座標
 点A，Bのそれぞれのx座標の
 真ん中の値となる。

  　　　=-2

 ■y座標
 点A，Bのそれぞれの
 y座標の真ん中の値と
 なる。

  　　=5

-6+2

2

9+1

2

  右の図のように，関数y=-x2のグラフと
 直線lが，2点A，Bで交わっています。
 交点A，Bのx座標がそれぞれ-3，1で
 あるとき，次の問いに答えなさい。
 （1） 直線lの式を求めなさい。
　 （2） ;OABの面積を求めなさい。
　 （3） 原点Oを通り;OABの面積を
  2等分する直線の式を求めなさい。

問1

O

1

5

9

2-6 -2

y

x

A

M

B

M

高さ

O 2

BMA

-6 -2

x

O
1

5

9

M

B

A

y

-3 1

A

B

y=-x2

l

x
y

O

5
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15

20
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補充問題
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1年巻末 190314

分数� ▶p.8

算数の確かめ 問題編

●分数の大小●

　と　の大小を，不等号を使って表しましょう。

　 =　　 =  　　 =　　 =

   > 　だから　　 >　 答　　 >　

次の各組の数の大小を，不等号を使って表しなさい。

（1） 　 　 （2） 　  （3） 　 　

●分数のたし算とひき算●

（1） 　+　=　 （2） 　-　=　

（3） 　+　 =　　+　 （4） 　-　=　　-　　

  = 　+　    = 　-　

  = 　    = 　

次の計算をしなさい。
（1） 　+　 （2） 　-　 （3） 　+     （4） 　-　

●分数のかけ算とわり算●

（1） 　*　=　　 （2） 　/　=　*　

  =　   =　

次の計算をしなさい。
（1） 　*　 （2）    *7 （3） 　*　 （4） 　*　

（5） 　/　 （6） 　/     （7） 　/4 （8） 　/9

例1 3
4例1 5

7

解答例 3
4

解答例 3*7
4*7

21
28解答例 5

7
解答例 5*4

7*4
20
28

21
28

20
28

3
4

5
7

3
4

5
7

問1
8
9

7
9

7
11

7
10

5
6

7
9

例2 1
7

4
7

5
7

4
5

3
5

1
5

2
5

2
15

2*3
5*3

2
15

2
3

1
4

2*4
3*4

1*3
4*3

6
15

2
15

8
12

3
12

8
15

5
12

問2
5
9

2
9

4
7

3
7

1
6

5
12

2
5

1
3

例3 2
3

5
6

2*5
3*6

1
2

2
3

1
2

3
2

5
9

3
4

問3
1
3

4
5

1
10

5
8

8
9

4
7

3
8

5
8

7
9

2
7

5
14

1
6

3
5

通分
分母が異なる分数を，
分母が同じ分数に
なおすこと。

1

3

●割合の表し方●

3％を小数で表すと0.03，分数で表すと　　です。

割合を表す小数，分数，百分率が等しくなるように，
次の表を完成しなさい。分数が約分できる場合は，
約分をしなさい。

3割を小数で表すと0.3，分数で表すと   です。

7割を小数と分数で，それぞれ表しなさい。

●もとにする量の70％を求める問題●

500円の70％を求めましょう。

(比べる量 ) = (もとにする量 ) * (割合 )

この場合，500円がもとにする量です。

70％を分数で表すと　　だから

　　500*　　 =350　　　　　答　350円

次の数量を求めなさい。
（1） 600円の80％ （2） 700人の5％
（3） 4Lの5割 （4）120m2の9割

例1 3
100

問1

例2 3
10

問2

例3

考え方

解答例 70
100

70
100

問3

割合� ▶p.9

小数 0.03 0.17 0.2

分数 　　 　

百分率 3％ 50％

3
100

3
4

金額

割合
0 70

100
(70％)

0 □ 500(円)

1

解答例▶p.294

20

15

10

5

20

15

10

5
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2年　1年の復習　190322

1年の復習
［正の数と負の数］� 解答例▶︎p.234 

次の計算をしなさい。
（1） (+4)+(+7) （2） (-8)+(-8) （3） (-14)+(+9) 

（4） 0-(+9) （5） (+2)-(-6) （6） -1+5-11

（7） 3-(+3)-(-2) （8） -5.7+2.2 （9）  　-　

（10） (+3)*(-7) （11） (-36)/(-6) （12） 12/ - 

（13） 5*(-2)*4 （14） (-4)3 （15） -22*8

（16） 20/(-10)*6 （17） 10-1*(-3) （18） (-3)2*(6-2)

次の数について，下の問いに答えなさい。
 -4　　　-　　　　0　　　2.9　　　-4.6
（1） 小さい方から順に並べなさい。
（2） 絶対値が最も大きい数を選びなさい。

次の自然数を素因数分解しなさい。
（1） 30 （2）　48 （3）　75

次の表は，今週の月曜日から金曜日までに，ある店で売れた
あんぱんの個数について，月曜日を基準とし，それより多い
場合を正の数，少ない場合を負の数で表したものです。
下の問いに答えなさい。

（1） この5日間で，売れたあんぱんの個数が最も多かった日と
 最も少なかった日の差は何個ですか。
（2） 月曜日に売れたあんぱんは51個でした。この5日間で
 売れたあんぱんの個数は全部で何個ですか。

1

1

2

4

3
4

3

2
9

2

3

4

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

基準との差(個) 0 -10 +3 +6 -4

5

10

15

20

25
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3 年総合問題 190329

総合問題
［数と式］� 解答例▶︎p.274 

次の計算をしなさい。
（1） -2-(-10) （2）   - / 

（3） 10+3*(3-5) （4） {3+(-2)2}*2-42/8

（5） 6 5 - 45 - 20 （6） ( 3 +1)( 6 - 2 )

（7） ( 5 )2-(- 3 )2 （8） ( 7 +2 3 )(- 7 +2 3 )

次の計算をしなさい。
（1） 2a-5a+7a （2） 4(a-1)-(a+3) 

（3） (6a2+ab)/ a （4） 9a2*(-2ab)2/6ab

（5）  　　　 -　　　 *6 （6） 　　　 -　　　 
（7） (a+6)(a-7) （8） 3(a-b)2-(3a-b)(a-b)

次の式を因数分解しなさい。
（1） x2-2x-48 （2） x2+14x+49 

（3） x2-18x+81 （4） x2+7xy-8y2

（5） 12x2-27y2 （6） 20a2+20a+5

（7） (a+b)2-16 （8） a2-b2+a+b

次の方程式を解きなさい。
（1） 5x-3=2x+6 （2） 4x+9=8x+1 

（3） 2x-　　　=　　　  （4） 

（5）  （6） 

（7） (x+5)2=3 （8） x2-3x-4=0

（9） x2=-4x+11 （10） (2x+1)(x+3)=2(x+1)

1
1

4

2

3

5

6

2

1

2
3x-1

2

x-4

3

x+3y

3

x-3y

4

3

4

6-x

5

5x-9

2

x+y=5

2x+y=1 

3x+y-2=0

2(x+y)=3(y+1)

2(x-1)-3y=10

2y-　　　=5x-1

2

20

15

10

5
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1年活用の問題　0314

あるボウリング場では，貸し出し用のくつを，
すべて新しいものに買いかえようとしています。
そこで，各サイズのくつを何足くらい買えば
よいかを考えるために，過去 1年間で
貸し出したくつのデータを調べました。
調べた結果は，次の通りです。

○貸し出し用のくつの総数　　300足
○貸し出しされた回数の合計　10000回
○貸し出しされたくつのサイズの平均値　24.5cm

上のグラフから，例えば，20.0cmのくつは，77回貸し出されたことが
わかります。
上に示したことをもとに，どのサイズのくつを何足買うかを決めるとき，
次の問いに答えなさい。
（1） 「貸し出されたくつのサイズの平均値である24.5cmのくつを
 最も多く買う」という考えは適切ではありません。その理由を，
 上のグラフをもとに説明しなさい。
（2） 買うくつの総数は300足です。各サイズのくつを貸し出す回数は
 毎年同じであると考え，「過去 1年間で貸し出された回数の
 相対度数」と「買うくつの総数」の積を，そのサイズのくつを
 買う数としたとき，23.0cmのくつは何足買えばよいですか。
 小数点以下を四捨五入した整数で答えなさい。

2

0

500

1000

1500

(回) くつのサイズと過去1年間で貸し出された回数

貸
し
出
さ
れ
た
回
数

(cm)20.0 20.5 21.0

77 85
190

362

21.5 22.0

461

22.5

815

23.0

1012

23.5

798

24.0

683

24.5

339

25.0

664

25.5

1258

26.0

1179

26.5

1064

27.0

666

27.5

258

28.0

89

くつのサイズ
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3 年活用の問題　190329

活用の問題 解答例▶p.276

次の図のように，1番目，2番目，3番目，…と，同じ大きさの
白と黒の正方形のタイルを規則正しく正方形に並べました。
下の問いに答えなさい。

（1） 5番目の白と黒のタイルの枚数をそれぞれ求めなさい。
（2） 美

み
奈
な
子
こ
さんは，x番目の図の白のタイルの枚数を，xの式で

 表そうとしています。次に示したのは，美奈子さんのノートです。

 美奈子さんの考えをもとにして，x番目の白のタイルの枚数を，
 xの式で表しなさい。ただし，その式は計算をせずに，どのように
 考えたかがわかるように表すこと。また，単位はつけなくてよい。

（3） 白のタイルが100枚並ぶのは，何番目ですか。

（4） x番目の図の白のタイルの枚数をy枚とすると，yはxの
 関数です。xとyの間にある関係は，どのような関数ですか。
 次のア～オの中から正しいものを１つ選びなさい。
 ア　比例    イ　反比例
 ウ　比例ではない1次関数  エ　2乗に比例する関数
 オ　ア～エ以外の関数

1

［美奈子さんのノート］

x番目の図全体では，1辺に (x+2)枚ずつの正方形となるから，
タイル全部の枚数は，次の式で表される。
　　(x+2)2

この式から，黒のタイルの枚数をひいた差が，x番目の図の
白のタイルの枚数である。

……

……1番目 2番目 3番目

5
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15

20

3534
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章6 76.5

階級(6℃以上7℃未満)

階級値

　右の表4は，表2と表3のデータについて，
1℃ずつの幅

はば
の区間に区切り，各区間にはいる

年の回数を整理するためのものです。

　度数分布表に整理すると，データの分布が
読み取りやすくなります。

表4の階級の幅は1℃です。
また，6℃以上7℃未満の階級の階級値は6.5℃，
20世紀前半のその階級の度数は 2回です。

表4の20世紀前半のデータについて，
次の問いに答えなさい。
（1） 8℃以上9℃未満の階級の度数は何回ですか。
（2） 10.0℃は，どの階級にふくまれますか。
（3） 12℃以上13℃未満の階級の階級値は何℃ですか。
（4） 度数が最も多いのは，どの階級ですか。

227ページの表3をもとに，上の表4を完成して，
2つのデータの分布の傾向を比べてみましょう。
どんなことがいえますか。

問3

問4

階級の幅，階級値，度数例2

 表4で，「6℃以上7℃未満」のように
分けた区間のことを階

かい
級
きゅう
，

その区間の幅を階級の幅，
階級の真ん中の値を階

かい
級
きゅう
値
ち
といいます。

　それぞれの階級にはいる値の個数を
その階級の度

ど
数
すう
といい，階級ごとに

度数を整理した表4のような表を
度
ど
数
すう
分
ぶん
布
ぷ
表
ひょう
といいます。

次の課題　データの分布をわかりやすくするには，どうすればよいかな。

表 4　高
こう
知
ち
市の 3月の平均気温

階級(℃)
度数(回)

20世紀
前半

20世紀
後半

以上 未満
6 〜 7 2
7 〜 8 3
8 〜 9 14
9 〜 10 16
10 〜 11 8
11 〜 12 6
12 〜 13 1
合計 50

話し合おう

比べて考える
な見方・考え方大切

共通する特
とく
徴
ちょう
や

ちがいに着目する

5

10

15

20

25

（p228 は折込ページ
別途、データあり「1年７章折込」）

初出の数学用語

その他の強調したいことがら

165

円

6
章

1つの円で，等しい円周角に対する弧は等しいことを
証明しなさい。

　例1と問2から，次の定理が成り立ちます。

　この定理は，半径が等しい2つ以上の円でも成り立ちます。

問2

O

C

A

P Q

B
D

長さが等しい弧に対する円周角例1

1つの円で，等しい弧に対する円周角は
等しいことを証明しましょう。
右の図で，AB=CDとする。
1つの円で，等しい弧に対する中心角は等しいから
 ~AOB =~COD

円周角の定理より ~APB =　~

 ~CQD =　~
したがって ~APB =~CQD

ゆえに，1つの円では，等しい弧に対する円周角は等しい。

証明

1

2
1

2

右の図の円で，AB=BC=CDです。
~AFB=20'であるとき，
~BFC，~AFC，~AEDの大きさを
それぞれ求めなさい。

問3

A

B
C

D

E

F

20'

補充問題30
▶p.240

1 　　1つの円で，等しい弧に　
対する円周角は等しい。

2 　　1つの円で，等しい円周角に　
対する弧は等しい。

定理　円周角と弧

5

5

10

10

15

15

20 重要事項

一人一人の資質・能力を育成するためのさらなる工夫

特別支援教育・ユニバーサルデザイン
特別支援教育・ユニバーサルデザインの観点から専門家の監修を受けて，
できるだけ多くの生徒が等しく情報を取り入れられるようにしました。

読みやすいUDフォントを全面的に使用しました。

● 文章は読みやすさを重視し，文節で改行しました。
● 初出の数学用語や重要事項には，枠囲みをしたり，下線をひいたりして，

目立つようにしました。

4 つの合同な正三角形の面で囲まれた立体をある方向から見ると，

3つの合同な二等辺三角形を並べたように見えます。

（　 ６章 空間図形）

708

１〜３年　裏表紙

１年 p.229

３年 p.165

●  CUD に配慮した配色にしました。
● 色だけではなく，形や線の種類，文字など，色以外

の情報でも識別できるように配慮しました。
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D中学校

C中学校

累
積
相
対
度
数

山が１つで対称な分布

平均値
中央値
最頻値

中央値中央値
最頻値 最頻値平均値 平均値

右にすそが長い分布 左にすそが長い分布

大
おお
阪
さか
モノレールの万

ばん
博
ぱく
記
き
念
ねん
公
こう
園
えん
駅は，

万博記念公園や市立吹
すい
田
た
サッカースタジアムの

最
も
寄
よ
りの駅です。次の図は，2017年 6月の

30日間に，この駅から乗車した人の数を 1日
ごとに集計し，ヒストグラムに表したものです。

上の図から，このデータの最大値は，極
きょく
端
たん
にかけ離

はな
れた値

あたい
であると

いえます。このように，極端にかけ離れた値があると，平均値は
中央値に比べて，その値に強く影

えい
響
きょう
を受けます。

次の図は，上の図のデータを，平日（月曜日から金曜日まで）と
週末（土曜日・日曜日）に分けて表したものです。

この図から，万博記念公園駅は，平日よりも週末の方が，1 日の乗車人数が
多いという傾

けい
向
こう
が読み取れます。

このように，1つのデータに性質の異なる複数の集団が混じっていると
考えられるときは，その集団ごとにデータを分けて整理し直してみると，
集団ごとの傾向がよりよく読み取れることがあります。

山が1つで対
たい
称
しょう
に近い分布では，平均値，中央値，最

さい
頻
ひん
値
ち
が近い値になります。

しかし，分布の形によっては，まったく異なる値になることもあります。

右の図は，240ページの表2，241ページの
表3の累積相対度数を折れ線グラフで
表したものです。

この図で，例えば縦軸
じく
の0.70のところから

横に見ると，まずD中学校のグラフが
あります。そこから下向きに見ていくと，
横軸の15のめもりが読み取れます。
このことから，「D中学校に通う1年生の

70％は，通学時間15分未満である」と
いうことがわかります。

また，グラフが全体的に左側にあるD中学校の
方が，C中学校よりも通学時間が短い生徒の
割合が大きいことがわかります。

データを分けて調べてみると 分布の形と代表値

 累
るい

積
せき

相対度数を折れ線グラフに表すと
数学の

WEB

0

5

10

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (千人)

(回)

万博記念公園駅の１日の乗車人数
（2017年６月１日～６月30日）

中央値
7348人

最小値
6173人

平均値
9021人

最大値
19668人

0

5

10

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (千人)

(回) 月～金（22日間）
土・日（8日間）

Jリーグの試合があった
日曜日

大阪モノレールの万博記念公園駅
（大阪府吹田市）

乗車人数が飛びぬけて
多い日が1回だけあるね。

数学の数学の

5

5

10

10

15

15

１年 p.242
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起こりうる
すべての場合
Aの起こる
場合

Aの起こらない
場合

アの箱には白玉が 7個，
イの箱には赤玉が 4個と白玉が 3個，
ウの箱には赤玉が 7個はいっています。
ア～ウの箱から玉を 1個ずつ
取り出すとき，取り出した玉が赤玉である
確率をそれぞれ求めましょう。

確率のとりうる値の範
はん
囲
い
について考えよう。

　　で，アの箱から赤玉が出る確率は　，つまり0です。

　また，ウの箱から赤玉が出る確率は　，つまり1です。
　いくつかの玉がはいった箱の中から玉を 1個取り出すとき，
それが赤玉である確率は，0以上1以下の数で表されます。

箱の中に10個の玉があり，そのうち 5個が赤玉，3個が
白玉，2個が青玉です。この箱から玉を 1個取り出すとき，
次の確率を求めなさい。
（1） 青玉を取り出す確率
（2） 赤玉か白玉を取り出す確率
（3） 赤玉，白玉，青玉のいずれかを取り出す確率
（4） 赤玉，白玉，青玉以外の玉を取り出す確率

めあて

0

7
7

7

問1

2 確率の性質

必ず起こることがらの確率は1である。
決して起こらないことがらの確率は0である。
あることがらが起こる確率をpとすると，
pのとりうる値

あたい
は，次の範囲にある。

　　0≤p≤1

白玉が 7個 赤玉が 7個赤玉が4個と
白玉が 3個

ウイア

(3)は，赤玉でも
白玉でも青玉でも
いいんだね。

あることがらが「起こる確率」と「起こらない確率」の
関係について，次の（1），（2）のことがらを例に考えましょう。

（1） さいころを 1回投げるとき，
 どの目が出ることも同様に
 確からしいとして，次の に
 あてはまる数をかき入れましょう。

（2） 　の確率であたりが出るくじがあります。このくじを
 1回引くとき，はずれる確率はいくらになりますか。
 「起こる確率」と「起こらない確率」の関係から
 考えましょう。

　一
いっ
般
ぱん
に，ことがらAについて，次のことがいえます。　

正十二面体の各面に，1から12までの整数が1つずつ
かかれたさいころがあります。
このさいころを1回投げるとき，どの目が出ることも
同様に確からしいとして，次の確率を求めなさい。
（1） 3の倍数の目が出る確率
（2） 3の倍数の目が出ない確率
（3） 2の倍数または3の倍数の目が出る確率
（4） 2の倍数の目も3の倍数の目も出ない確率

問2

1

8

問3

考えよう

次の課題　コインを 2枚同時に投げたとき，2枚とも表になる確率はいくらかな。

起こりうるすべての場合
6通り

1の目が出る場合
1通り

1の目が出ない場合
5通り

　　(Aの起こる確率)+(Aの起こらない確率)=1
したがって，Aの起こる確率がpのとき，
Aの起こらない確率は1-pである。

さいころを 1回投げるとき，1の目が出るか，1の目が出ないかの
どちらかしか起こりえないから，次の関係が成り立つ。
　　( 1の目が出る確率 )+( 1の目が出ない確率 )=

5

5
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10

15

15

20

20

25

２年 p.178

１年 p.227，234 〜 235
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　次の表2と表3は，226ページの表1のデータを
20世紀の前半と後半の2つのデータに分けた後，
それぞれ平均気温が低い順に並べかえたものです。
 この 2つのデータの分布には，どんなちがいが
あるかを調べていきましょう。

	 データの分布1 節

表2　高知市の 3月の平均気温
　　（20世紀前半，低い順）

年 気温(℃) 年 気温(℃)
1924 6.6 1906 9.4 
1936 6.8 1927 9.4 
1916 7.3 1939 9.4 
1915 7.8 1950 9.5 
1944 7.9 1904 9.7 
1910 8.0 1905 9.7 
1934 8.0 1928 9.7 
1926 8.2 1935 9.7 
1932 8.2 1946 9.7 
1913 8.3 1931 9.9 
1921 8.3 1920 10.0 
1947 8.3 1945 10.0 
1901 8.4 1948 10.0 
1917 8.4 1941 10.3 
1925 8.4 1919 10.5 
1922 8.5 1912 10.7 
1933 8.5 1911 10.9 
1909 8.9 1937 10.9 
1949 8.9 1930 11.1 
1907 9.0 1923 11.2 
1940 9.0 1938 11.3 
1929 9.2 1914 11.5 
1908 9.3 1902 11.6 
1918 9.3 1903 11.8 
1943 9.3 1942 12.5 

表3　高知市の 3月の平均気温
　　（20世紀後半，低い順）

年 気温(℃) 年 気温(℃)
1970 7.6 1979 10.2 
1984 7.6 2000 10.2 
1965 8.3 1976 10.4 
1957 8.4 1968 10.6 
1962 9.3 1972 10.6 
1951 9.4 1989 10.6 
1969 9.4 1995 10.7 
1974 9.4 1953 10.8 
1993 9.4 1967 10.8 
1994 9.4 1977 10.8 
1971 9.5 1956 11.1 
1978 9.5 1961 11.3 
1952 9.6 1966 11.3 
1988 9.6 1982 11.4 
1964 9.7 1985 11.4 
1963 9.8 1959 11.5 
1986 9.8 1990 11.5 
1954 9.9 1998 11.5 
1983 9.9 1960 11.6 
1987 9.9 1981 11.7 
1996 9.9 1992 11.9 
1958 10.0 1997 11.9 
1973 10.0 1955 12.0 
1975 10.0 1999 12.4 
1980 10.1 1991 12.5 
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度数分布表やヒストグラムから求める平均値例2

　右の表5の平均値は，227ページの
表2と表3から，小学校で学んだ方法で
計算し，四捨五入して求めた値

あたい
です。

　また，最
さい
頻
ひん
値
ち
は，前ページの例１，

問２で求めた値です。

227ページの表2と表3から，それぞれのデータの中央値を
求め，右上の表5にかき入れなさい。

「高
こう
知
ち
市の3月の平均気温は，20世紀の前半より後半の方が

高かった」と主張するとき，あなたならその根
こん
拠
きょ
として

表5の平均値，中央値，最頻値のどれを使いますか。

　データの個々の値がわからないとき，度数分布表やヒストグラムから
およその平均値を求める方法があります。その場合，例えば6℃以上
7℃未満の階級の度数が2回であることを，この階級の階級値である
6.5℃の年が2回あったとみなして計算します。

問3

問4

上の考え方で，20世紀前半のデータの平均値を求めてみましょう。

右の表6のように，各階級の
階級値と度数の積を求め，
それらを合計すると，472と
なります。
これを総度数50でわると

　　　　=9.44

この計算で求めた9.44℃を
平均値とします。

！注意	すべての階級の度数の合計のことを総度数といいます。

472

50

表 5　代表値
20世紀
前半

20世紀
後半

平均値(℃) 9.38 10.32
中央値(℃)
最頻値(℃) 9.5 9.5

表 6　高知市の 3月の平均気温（20世紀前半）

階級(℃) 階級値
(℃)

度数
(回) (階級値)*(度数)

以上 未満
6 〜 7 6.5 2 13.0
7 〜 8 7.5 3 22.5
8 〜 9 8.5 14 119.0
9 〜 10 9.5 16 152.0
10 〜 11 10.5 8 84.0
11 〜 12 11.5 6 69.0
12 〜 13 12.5 1 12.5
合計 50 472.0

右の表7を使って，20世紀
後半のデータの平均値を
求めなさい。

例２，問５で求めた平均値を，
前ページの表5の平均値と
それぞれ比べてみましょう。
どんなことがいえますか。

　表5の平均値が，そのデータの本来の平均値といえます。
しかし，適切な階級の幅

はば
を設けてあれば，例２の方法でも，

本来の平均値に近い値を得ることができます。

右の表8を使って227ページの
表2のデータの平均値を求め，
表5の平均値と比べてみましょう。
どんなことがいえますか。

　度数分布表やヒストグラムから平均値を求める場合，
その階級の取り方しだいで得られる値が変わります。
　表8のように，階級の幅が大きすぎると，得られる
平均値は本来の平均値から大きく外れることがあるので
注意が必要です。

　同じように，度数分布表やヒストグラムから最頻値を
求める場合も，階級の取り方しだいで得られる値が
変わります。

　例1や例2の方法で適切な平均値や最頻値を得るには，
分布がよくわかるように階級の幅を決めることが大切です。

問5

問6

問7

表 7　高知市の 3月の平均気温（20世紀後半）

階級(℃) 階級値
(℃)

度数
(回) (階級値)*(度数)

以上 未満
6 〜 7 6.5 0
7 〜 8 7.5 2
8 〜 9 8.5 2
9 〜 10 9.5 17
10 〜 11 10.5 14
11 〜 12 11.5 12
12 〜 13 12.5 3
合計 50

表 8　高知市の 3月の平均気温（20世紀前半）

階級(℃) 階級値
(℃)

度数
(回) (階級値)*(度数)

以上 未満
0 〜10
10 〜 20
合計 50

話し合おう

考えよう

深めよう

根拠を明らかにする
な見方・考え方大切

数値とことばで
説明する

コンピュータの活用
▶p.269
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度数分布表やヒストグラムから求める平均値例2

　右の表5の平均値は，227ページの
表2と表3から，小学校で学んだ方法で
計算し，四捨五入して求めた値

あたい
です。

　また，最
さい
頻
ひん
値
ち
は，前ページの例１，

問２で求めた値です。

227ページの表2と表3から，それぞれのデータの中央値を
求め，右上の表5にかき入れなさい。

「高
こう
知
ち
市の3月の平均気温は，20世紀の前半より後半の方が

高かった」と主張するとき，あなたならその根
こん
拠
きょ
として

表5の平均値，中央値，最頻値のどれを使いますか。

　データの個々の値がわからないとき，度数分布表やヒストグラムから
およその平均値を求める方法があります。その場合，例えば6℃以上
7℃未満の階級の度数が2回であることを，この階級の階級値である
6.5℃の年が2回あったとみなして計算します。

問3

問4

上の考え方で，20世紀前半のデータの平均値を求めてみましょう。

右の表6のように，各階級の
階級値と度数の積を求め，
それらを合計すると，472と
なります。
これを総度数50でわると

　　　　=9.44

この計算で求めた9.44℃を
平均値とします。

！注意	すべての階級の度数の合計のことを総度数といいます。

472

50

表 5　代表値
20世紀
前半

20世紀
後半

平均値(℃) 9.38 10.32
中央値(℃)
最頻値(℃) 9.5 9.5

表 6　高知市の 3月の平均気温（20世紀前半）

階級(℃) 階級値
(℃)

度数
(回) (階級値)*(度数)

以上 未満
6 〜 7 6.5 2 13.0
7 〜 8 7.5 3 22.5
8 〜 9 8.5 14 119.0
9 〜 10 9.5 16 152.0
10 〜 11 10.5 8 84.0
11 〜 12 11.5 6 69.0
12 〜 13 12.5 1 12.5
合計 50 472.0

右の表7を使って，20世紀
後半のデータの平均値を
求めなさい。

例２，問５で求めた平均値を，
前ページの表5の平均値と
それぞれ比べてみましょう。
どんなことがいえますか。

　表5の平均値が，そのデータの本来の平均値といえます。
しかし，適切な階級の幅

はば
を設けてあれば，例２の方法でも，

本来の平均値に近い値を得ることができます。

右の表8を使って227ページの
表2のデータの平均値を求め，
表5の平均値と比べてみましょう。
どんなことがいえますか。

　度数分布表やヒストグラムから平均値を求める場合，
その階級の取り方しだいで得られる値が変わります。
　表8のように，階級の幅が大きすぎると，得られる
平均値は本来の平均値から大きく外れることがあるので
注意が必要です。

　同じように，度数分布表やヒストグラムから最頻値を
求める場合も，階級の取り方しだいで得られる値が
変わります。

　例1や例2の方法で適切な平均値や最頻値を得るには，
分布がよくわかるように階級の幅を決めることが大切です。

問5

問6

問7

表 7　高知市の 3月の平均気温（20世紀後半）

階級(℃) 階級値
(℃)

度数
(回) (階級値)*(度数)

以上 未満
6 〜 7 6.5 0
7 〜 8 7.5 2
8 〜 9 8.5 2
9 〜 10 9.5 17
10 〜 11 10.5 14
11 〜 12 11.5 12
12 〜 13 12.5 3
合計 50

表 8　高知市の 3月の平均気温（20世紀前半）

階級(℃) 階級値
(℃)

度数
(回) (階級値)*(度数)

以上 未満
0 〜10
10 〜 20
合計 50

話し合おう

考えよう

深めよう

根拠を明らかにする
な見方・考え方大切

数値とことばで
説明する

コンピュータの活用
▶p.269
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20

20

１年７章では，章の扉に載せたデータを第１節の第３小節まで使います。
そこで，折込を使ってページをめくらずにデータを参照できるように
しました。
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次の図で，相
そう
似
じ
な三角形の組をすべて選び出し，記号]を

使って表しなさい。また，その相似条件を答えなさい。

次の（1）～（4）のそれぞれの図で，相似な三角形を記号]を
使って表しなさい。また，その相似条件を答えなさい。
（1）　　　　　　　　　　　　　（2）

（3）　　　　　　　　　　　　　（4）

問3

問4

三角形の相似条件を使って，いろいろなことがらを証明しよう。めあて

5 相似の証明

2 つの三角形が相似であることの証明例1

右の図の;ABCにおいて，点Dは
辺AC上の点で，~ABD=~Cです。
このとき，;ABD];ACBであることを
証明しましょう。
 

右の図のように，線分AB，CDが
点Oで交わり，
　　OA：OB=2：3
　　OC：OD=2：3
であるとき，
　　;AOC];BOD
であることを証明しなさい。

右の図で，
　　;ABC];BCD
であることを証明しなさい。

証明

問1

問2

;ABDと;ACBにおいて
仮定から　~ABD=~C…… 1

　　　　　~Aは共通 　…… 2
1 ， 2 より，
2組の角がそれぞれ等しいから
　　　　　;ABD];ACB
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平成28年度版

令和３年度版

図中の文字を大きくしました。
また，線の太さにメリハリを
付けて見やすくしました。
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平成28年度版
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令和３年度版

直線ABを対称の軸とする線対称な図形です。
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3 垂線の作図

右の図のように，半径が異なる2つの円を
交わるようにかき，2つの円の中心と交点を
結んでできる四角形を作図しましょう。
その四角形の対角線は，どんな交わり方を
しますか。

　　の方法でかいた右のような図で，円Aと円Bの
2つの交点をP，Qとします。この四角形PAQBは，
直線ABを対

たい
称
しょう
の軸
じく
とする線対称な図形です。

　したがって，線分AB，PQの交点をMとすると，
線対称な図形の性質より，次の関係が成り立ちます。
　　AB|PQ，PM=QM

線対称な図形の性質に着目して，垂線を作図する	
方法について考えよう。

めあて

直線上にない点を通る垂線の作図の手順例1

直線l上にない点Pを通る，lの垂線を作図しましょう。
1   直線l上に点Aをとり，Aを中心として，APを 
半径とする円をかく。

2   直線l上に点Bをとり，Bを中心として，BPを 
半径とする円をかく。2つの円の交点のうち， 
Pではない方をQとする。

3  直線PQをひく。

BA
l

Q

P

BA
l

Q

P P

A
l

1 21 2

3
1

Q

BA

P

M

20

15

10

5

● ふり仮名には大きく見える UD ゴシック体を使用しました。
● 漢字を読むことが困難な生徒への配慮として，ふり仮名を増やしました。

平成28年度版

令和３年度版

文章などの読みやすさへの配慮

CUD（カラーユニバーサルデザイン）

図の見やすさへの配慮

学びやすさへの配慮

3736
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私たちは，企業が集めたデータを数学的に整理
して，そこからどのようなことがいえるのかを
導き出し，企業が困っていることや改善したい
ことを解決するお手伝いをしています。
例えば，あるお店が「売り上げをのばしたい」
と考えた場合，まずは，そのお店のお客様がど
のような買い物をしたかというデータをもとに
分析します。たくさん買ってくれるお客様とそ
うでないお客様を分類したり，売れる商品の組
み合わせを分析したりして，売り上げをのばす
方法のヒントを見つけ出すのが私たちの仕事です。

分析するデータの中には，入力ミスによるまち
がった値

あたい
が混ざることがあります。また，上

のヒストグラムの右端
はし
に見られるような極

きょく
端
たん

にかけ離
はな
れた値は，入力ミスではなくても，分

析の参考になりにくい特
とく
殊
しゅ
な値と考えられます。

分析の前に，何千何万とある値の中からこれら
を取り除くことは，よりよい分析を実現するた
めにとても大切です。その分，責任も大きいの
ですが，やりがいがあるので，私の仕事の中で
も特に好きな作業です。
その作業には，ヒストグラムや代表値など，数
学の知識が活用されています。

前ページのヒストグラムは，このデータをもと
に，分析用ソフトで作成したものです。
このように，まずはデータの分布をヒストグラ
ムに表したり，代表値を求めたりして，データ
の傾

けい
向
こう
を読み取ります。ヒストグラムをかくと

きは，階級の幅
はば
を小さくしたり大きくしたりし

て，データの大切な特
とく
徴
ちょう
を見落とさないよう

にします。
このデータの場合，次のような傾向を読み取る
ことができます。

・山の形は左右非対
たい
称
しょう
で右側のすそが長い。 

・買った金額が1000円付近の客が多い。
・1300円以上では山が下り坂になっており，　 

　金額が高くなるにつれて人数が減っている。
・代表値は，平均値が1248円，中央値が　　　 

　1174円で，中央値よりも平均値の方がやや 

　大きい。

次に，データを整える作業を行います。
このデータの累

るい
積
せき
相対度数に着目すると，買っ

た金額が3599円以下の客が全体の99.5%を占
し

め，3600円以上買っている客はごくわずかで
あることがわかります。このような場合は，次
のような対応をします。

・入力ミスの可能性を考え，元のデータに誤り 

　がないか確
かく
認
にん
する。

・分析の参考になりにくい特殊な値と考え，階 

　級を「3600円以上」としてひとまとめにし 

　たり，データから除外したりする。

こうして整えたデータをもとに，予測や分析を
します。
このデータでは，買った金額が1300円未満の
客が多いとわかるので，例えば「1回で1500
円以上の買い物をすると割引券がもらえるキャ
ンペーンを行えば，割引券が欲しいお客様がお
金を使ってくれるので，売り上げがのびる可能
性が高い」といった提案ができます。
より複雑な予測や分析を行う場合には，高度な
データ分析の手法を活用します。

データアナリストがどのように分析を行うのか，例をあげて見てみましょう。
ここに，あるスーパーを訪

おとず
れた客がそれぞれいくらの買い物をしたかを調べ，

集計したデータがあります。

データ分析�と�数学

お客様番号 買った商品 買った金額
00463 にんじん，キャベツ，牛肉，… 1592円
00464 りんご，牛乳，食パン，… 1246円
00465 ペットボトルお茶（2本） 196円
00466 チーズ，チョコレート，… 813円

数学を
仕事に生かす

羽
は

山
やま

 美
み

優
ゆう

さん（データアナリスト）

データから導き出す
問題解決の糸口

プロフィール

アナリストとは「分
ぶん

析
せき

する人」という意味。
大学では理工学部数学科でデータ分析について
学んだ。企

き
業
ぎょう

に勤め，データ分析業務に 携
たずさ

わる。

お
茶

お
い
し
い国

産
茶
葉

Ocha

20

15

15

10

10

5

5
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数学研究室
次の図は，点字でかなを表したものです。
どんなしくみで表しているかを読み取って，未完成の
「た行」，「な行」，「ま行」，「ら行」を完成しましょう。

2

　点字の数字は，次のように表します。

　230を表すときは，右の図のようになります。

　点字は，目が不自由な人が指でさわって読む
文字です。
　点字では，右の図アのように並んだ6つの点の
位置に突

とっ
起
き
があるかないかで文字を表します。

右の図イは，2つの点の位置の，突起の有
う
無
む
の

組み合わせを表したもので，組み合わせは全部で
4通りです。ただし，2つとも突起がない場合は
さわってもわからないので，2つの点で表せるのは
最大で3文字です。

6つの点を使うと，最大で何文字を表せますか。

　点字によるかなの表し方は，ローマ字に似ています。
　右の図の 1 ～ 3 の点の位置に突起があるかないかで，
「あ段」，「い段」，「う段」，「え段」，「お段」を区別します。
　また， 4 ～ 6 の点の位置に突起があるかないかで，
「あ行」，「か行」，「さ行」，「た行」，「な行」，「は行」，
「ま行」，「ら行」を表します。
　ただし，「や行」，「わ行」と「ん」は，ほかのかなと
表し方のきまりがちがいます。

1

点字のしくみ
福祉 解答例▶︎p.234

駅の運賃表に使われている点字

な に ぬ ね の わ を ん

た ち つ て と ら り る れ ろ

さ し す せ そ や ゆ よ

か き く け こ ま み む め も

あ い う え お は ひ ふ へ ほ

1

左側の　　　は，  数字であることを表しています。

2 3 4 5

6 7 8 9 0

ここでは，突起が
あるところを●，
突起がないところを
　で表しています。

ア

イ

1 2

3 4

5 6

段を表す

行を表す
5

15

10

5
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1
次
関
数

３
章

2 41 3 5 6 87 9
x(分)

O

10

20

30

40

50

60

y(℃)

右の写真のように，ビーカーの水を加熱する
実験をしました。水を熱し始めてからx分後の
水温をy℃として，5分後まで調べたところ，
次の表のようになりました。

このxとyの対応する点をグラフ用紙に
とると，右の図のように，ほぼ一直線上に
並んでいるといえます。このような場合，
yはxの1次関数とみなして考えることが
あります。
右の図では，実験結果をもとにかいた
6つの点のできるだけ近くを通るように
直線をかいています。

例1の直線を1次関数のグラフとみて，
次の問いに答えなさい。
（1） yをxの式で表しなさい。
（2） グラフの傾

かたむ
きと切

せっ
片
ぺん
は，それぞれ何を表していますか。

例1の実験を続けたとき，水温が60℃となるのは
熱し始めてから何分後かをグラフや式から予想し，
どのように考えたかを説明しなさい。

問1

問2

関数の考え方を活用して，実験などで得たデータを考察しよう。めあて

1次関数とみなして考えること例1

	 1次関数の活用3 節
1 1次関数とみなして考えること

説明できるかな？

x 0 1 2 3 4 5

y 20.0 24.0 30.0 35.5 39.5 45.5

右下の図は，長さ14cmの線
せん
香
こう
に火を

つけてからの時間と線香の長さの関係を，
2分ごとに10分後までかき入れたものです。
次の問いに答えなさい。
（1） 翼

つばさ
さんは，このグラフを見て，「線香に

 火をつけてから x分後の線香の長さを
 ycmとすると，yはxの1次関数と
 みなすことができる。」と考えました。
 それは，グラフのどのような特

とく
徴
ちょう
からで

 しょうか。その特徴を説明しなさい。
（2） このまま燃やし続けると，線香が
 燃えつきるのは，火をつけてから
 何分後と予想できますか。
 どのように考えたかも説明しなさい。

問3

説明できるかな？

2 4 6 8 10 (分)O

2

4

6

8

10

12

14
(cm)

音が空気中を伝わる速さは，そのときの気温によって
変わります。気温がx℃のとき，音が空気中を伝わる
速さを秒速 ymとすると，xとyの間には，およそ，
次の関係が成り立つことが知られています。
　　y=0.6x+331.5

1  気温が30℃で，稲
いな
妻
づま
が見えてから 8秒後に雷

らい
鳴
めい
が聞こえたとき，

 雷
かみなり

までの距
きょ
離
り
は約何mと考えられますか。

雷までの距離が遠いからといって，油断をしてはいけません。なぜなら，
雷
らい
雲
うん
は広い範

はん
囲
い
にわたって広がっているもので，その範囲内のどこで

次の雷が発生するかはわからないからです。
稲妻を見たり，雷鳴を聞いたりしたら，すぐに安全な場所に避

ひ
難
なん
しましょう。

雷に気をつけよう
数学の

防災
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点
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　intersection	point	………………… 168
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　coordinates	 ……………………… 135
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　coordinate	axis	………………… 134
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点
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暮らしと
数学

防災

風の力

　日本は，たびたび台風の直
ちょく
撃
げき
を

受けます。
　2018年9月には台風21号が
日本列島に上陸し，近

きん
畿
き
地方を中心に

大きな被
ひ
害
がい
をもたらしました。

　発生当初「猛烈な」勢力だった台風21号は，
「非常に強い」勢力のまま徳

とく
島
しま
県南部に上陸し，

近畿地方に向かいました。「非常に強い」勢力を
保った台風が日本列島に上陸するのは，
25年ぶりのことでした。
　右の2枚の写真は，そのときのようすです。

　風向きと垂直の位置にある平面で風を
受けるとき，風を受ける力は，風を受ける面の
面積に比例します。そのため，荷台に大きな
トランクを積んだトラックや，面積の大きい
看板，かさをさしている人などは，強風の
被
ひ
害
がい
にあいやすいといえます。

　また，風を受ける面積が一定で
あるとき，風を受ける力は，風速の
2乗に比例します。つまり，風速が
2倍になると受ける力は4倍，
風速が3倍になると受ける力は
9倍になります。

　具体的な例で考えてみましょう。
　右の表に示した風力階級は風の
強さを数値で表したもので，風速と
対応しています。この表に示された
陸上のようすから，およその風速を
知ることもできます。
　この表によると，風速が
秒速10ｍのときは，葉のある
丈
たけ
の低い木がゆれ始める程度です。

しかし，風速が秒速20ｍだと，
風に向かっては歩けないほどに
なります。

　このように，風の力は強力です。
しかし，その力をうまく使えば，
世の中の役に立てることもできます。
　風力発電は，運転時に地球温暖化の
原因の1つといわれている温室効果ガスを
排
はい
出
しゅつ
しないクリーンエネルギーです。

　国連が掲
かか
げる持続可能な開発目標が

達成される社会をめざして，クリーン
エネルギーのさらなる普

ふ
及
きゅう
が

求められています。

台風の強さの階級分け

階級 最大風速

強い　 33m/s 以上 44m/s 未満

非常に強い 44m/s 以上 54m/s 未満

猛
もう
烈
れつ
な 54m/s 以上

▲秒速33mを33m／sと表すことがあります。 2018年9月に上陸した台風21号の進路

風力発電の風車（福
ふく
岡
おか
県北
きた
九
きゅう
州
しゅう
市）

9 月 5日 3時

強い

猛烈な9月 2日 15時

9月 3日 21時

9月 4日 15時

9月 1日 0時

非常に強い

風力階級表
風力
階級 風速 (m/s) 陸上のようす

以上 未満

0 0 .0 ～ 0 .3 煙
けむり
はまっすぐにのぼる。

1 0 .3 ～ 1 .6 風向きは煙がなびくのでわかる。

2 1 .6 ～ 3 .4 顔に風を感じる。木の葉が動く。

3 3 .4 ～ 5 .5
木の葉や細かい小枝がたえず動く。
軽く旗が開く。

4 5 .5 ～ 8 .0
砂ぼこりがたち，紙がまい上がる。
小枝が動く。

5 8 .0 ～ 10 .8
葉のある丈の低い木がゆれ始める。
池や沼の水面に波頭がたつ。

6 10 .8 ～ 13 .9
大枝が動く。電線が鳴る。
かさはさしにくい。

7 13 .9 ～ 17 .2
樹木全体がゆれる。
風に向かっては歩きにくい。

8 17 .2 ～ 20 .8
小枝が折れる。
風に向かっては歩けない。

9 20 .8 ～ 24 .5 人家にわずかな損害が起こる。

10 24 .5 ～ 28 .5
樹木が根こそぎになる。
人家に大損害が起こる。

11 28 .5 ～ 32 .7
めったに起こらない。
広い範

はん
囲
い
の破

は
壊
かい
をともなう。

12 32 .7 ～ －

『気象観測ガイドブック』(気象庁)をもとに作成
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防災

風の力
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　また，風を受ける面積が一定で
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風速が3倍になると受ける力は
9倍になります。

　具体的な例で考えてみましょう。
　右の表に示した風力階級は風の
強さを数値で表したもので，風速と
対応しています。この表に示された
陸上のようすから，およその風速を
知ることもできます。
　この表によると，風速が
秒速10ｍのときは，葉のある
丈
たけ
の低い木がゆれ始める程度です。

しかし，風速が秒速20ｍだと，
風に向かっては歩けないほどに
なります。

　このように，風の力は強力です。
しかし，その力をうまく使えば，
世の中の役に立てることもできます。
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排
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出
しゅつ
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及
きゅう
が
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非常に強い 44m/s 以上 54m/s 未満

猛
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烈
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非常に強い

風力階級表
風力
階級 風速 (m/s) 陸上のようす

以上 未満

0 0 .0 ～ 0 .3 煙
けむり
はまっすぐにのぼる。

1 0 .3 ～ 1 .6 風向きは煙がなびくのでわかる。

2 1 .6 ～ 3 .4 顔に風を感じる。木の葉が動く。

3 3 .4 ～ 5 .5
木の葉や細かい小枝がたえず動く。
軽く旗が開く。

4 5 .5 ～ 8 .0
砂ぼこりがたち，紙がまい上がる。
小枝が動く。

5 8 .0 ～ 10 .8
葉のある丈の低い木がゆれ始める。
池や沼の水面に波頭がたつ。

6 10 .8 ～ 13 .9
大枝が動く。電線が鳴る。
かさはさしにくい。

7 13 .9 ～ 17 .2
樹木全体がゆれる。
風に向かっては歩きにくい。

8 17 .2 ～ 20 .8
小枝が折れる。
風に向かっては歩けない。

9 20 .8 ～ 24 .5 人家にわずかな損害が起こる。

10 24 .5 ～ 28 .5
樹木が根こそぎになる。
人家に大損害が起こる。

11 28 .5 ～ 32 .7
めったに起こらない。
広い範

はん
囲
い
の破

は
壊
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をともなう。
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 これまで，データを活用することを学んできましたが，データから情報を
読み取ったり伝えたりするときには，まちがった印象で伝わることもあり，
注意が必要です。
 次の 1 ， 2 の場面では，どのようなことに気をつけなければならないでしょうか。

棒グラフで表すと…  

　情報を読み取るときには，見た目にまどわされずに正しく
読み取ることが大切です。また，情報を伝えるときには，
まちがった印象を与えないように注意しましょう。

　データを活用すれば少し先の未来を予想することもできます。
　次のデータから，どのようなことが考えられるでしょうか。

生活

データから読み取ろう
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グラフから傾向を見ると，
これからも外国から日本を
訪れる人は多くなりそうだね。

外国から日本に来る人の数が
これからも増えていっても，
みんなが困らないように
準備しておかないといけないね。

どこの国の人が多いのか
知りたいね。

どのくらいまで
増えるかな。

 陸
りく

さん
 真

ま
央
お

さん

 彩
あや

さん

 和
かず

也
や

さん

A社製品と他社製品の使用者数 白米と玄
げん
米
まい
のビタミンB2含

がん
有
ゆう
量

りょう
外国から日本を訪

おとず
れる人の数

本当かな？

1 2

精白米

0.02

0

0.04

(mg)
(100gあたり)

玄米

ってすごい！ってすごい！ってすごい！ってすごい！玄米

精白米

0.02

0

0.04

(mg)
(100gあたり)

玄米

　上のグラフでは縦
たて
軸
じく
が0から

始まっていないため，小さな変化でも
大きな変化になっているように
見えてしまいます。

　ビタミンB2の含有量は玄米が
精白米の2倍であるのに対し，
上の図では，精白米と玄米のイラストの
相
そう
似
じ
比が1：2で面積比が1：4になって

いるため，実際よりも差を大きく感じて
しまいます。

(日本政府観光局(JNTO)ウェブページより作成)
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STEAM 教育
 Science（科学）, Technology（技術）, Engineering（工学）, Art（芸術）, Mathematics（数学） 等の各教科での学習を
実社会での問題発見・解決に生かしていくための教科横断的な教育

自然災害

情報リテラシー

国際理解
（インバウンド）

環境
（持続可能な
クリーンエネルギー）

安全・防災，ESD，SDGsなど

道　徳

英　語理　科

3 年表見返しデザインB案

① ②

放たれた物体がえがく曲線

放
ほ う

物
ぶ つ

線
せ ん

噴
ふん

水
すい

の水は，なめらかな曲線をえがきます。
この曲線は，水平な地面ではずむボールがえがく曲線と，
大きさは異なりますが，形は同じです。

黄
お う

金
ご ん

比
ひ

およそ5：8 で表される黄金比は，
調和のとれた美しい比として，
建築物や美術作品などに
数多く見ることができます。

噴
ふん

水
すい

（鹿
か

児
ご

島
しま

県）

ボールがはずんでいるようす

『冨
ふ

嶽
がく

三
さん

十
じゅう

六
ろっ

景
けい

』神
か

奈
な

川
がわ

沖
おき

浪
なみ

裏
うら

  葛
かつ

飾
しか

北
ほく

斎
さい

（1760〜1849年）

美術作品の中の美しい比

8

8

8

5

5

5

３年巻頭見返し

美　術生徒が直面する様々な現代的諸課題について，
数学で養った力を使って取り組めるようにしました。

他教科との関連
小学校図画工作，中学校美術，
高等学校美術の教科書を発行している
日本文教出版では，STEAM 教育※にも
力を入れ，美術作品や我が国の
伝統工芸品などに見られる
数学的な美しさを多く取り上げています。
また，小・中学校の道徳の教科書を
発行していることから，数学の教科書でも
道徳教育を重視しています。

葛飾北斎の浮世絵に潜む美しい比を
紹介しています。3年 p.222 ～ 223 には，
黄金比をテーマとした課題を設けています。

２年３章では，水を熱し始めてからの時間と水温の
関係を数学的に考察する活動を設けています。

数学を生かして働く人のコラムを
全学年に載せることで，社会参画の意識を
高めるようにしています。

点字を数学的に考察する課題で
社会福祉への関心を高め，
思いやりの心をはぐくみます。

全学年のさくいんには，数学用語の英語表記を
併記しています。
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領域 1 年 2 年 3 年

Ａ 

数
と
式

Ｂ 

図
形

Ｃ 

関
数

Ｄ 

デ
ー
タ
の
活
用

内容資料説明資料20200214

内容系統表（小学校算数〜中学校数学）
小 学 校 中 学 校

領域 1 〜３年 領域 4 〜 6 年

Ａ 

数
と
計
算

［数］
・120 程度までの数　①
・10000 程度までの数　②
・簡単な分数（1／2，1／3 など）　②
・万の単位，1 億までの数　③
・10 倍，100 倍，1000 倍，1／10 にした数　③
・小数・分数の意味と表し方　③

［計算］
・整数の加法・減法　①②③
・乗法の意味，九九，簡単な場合の 2 位数と 1 位数との乗法②
・ 2 位数や 3 位数に 1 位数や 2 位数をかける乗法　③
・除法の意味，簡単な場合の除法　③
・小数の加法・減法　③
・簡単な場合の分数の加法・減法　③

［計算法則］
・加法の交換法則・結合法則　②
・乗法の交換法則・結合法則，分配法則　③

［式表現］
・□を用いた式　③

Ａ 

数
と
計
算

［数］
・億，兆の単位　④
・概数と四捨五入　④
・小数のしくみ　④
・偶数・奇数，約数・倍数　⑤
・整数・小数の記数法　⑤
・分数の意味と表し方　④⑤

［計算］
・整数の除法　④
・小数の加法・減法，小数×整数，小数÷整数　④
・同分母の分数の加法・減法　④
・（　）や四則の混じった式の計算　④
・小数の乗法・除法　⑤
・異分母の分数の加法・減法　⑤
・分数の乗法・除法　⑥
・整数・小数・分数の混じった式の計算　⑥

［式表現］
・□， などを用いた式　④
・数量の関係を表す式　⑤
・文字を用いた式　⑥

Ｂ 

図
形

［平面図形］
・平面図形の素地　①
・三角形，四角形　②
・正方形，長方形と直角三角形　②
・平面図形の構成要素（頂点，辺）　②
・二等辺三角形，正三角形　③
・角　③
・円（中心，半径，直径）　③

［空間図形］
・立体の素地　①
・箱の形（直方体），さいころの形（立方体）　②
・立体の構成要素（頂点，辺，面）　②
・球　③

Ｂ 

図
形

［平面図形］
・直線の垂直，平行　④
・平行四辺形，ひし形，台形　④
・図形の合同　⑤
・多角形，正多角形　⑤
・縮図や拡大図　⑥
・対称な図形　⑥

［空間図形］
・立方体，直方体　④
・見取図，展開図　④
・辺と辺，辺と面，面と面の垂直，平行　④
・角柱や円柱　⑤

［図形の計量］
・面積の単位（ｃｍ２，ｍ２，ｋｍ２，ａ，ｈａ）　④
・正方形，長方形の面積　④
・角の大きさの単位（度，°）　④
・円周の長さ，円周率　⑤
・三角形，平行四辺形，ひし形，台形の面積　⑤
・概形とおよその面積　⑥
・円の面積　⑥
・体積の単位（ｃｍ３，ｍ３）　⑤
・立方体，直方体の体積　⑤
・角柱，円柱の体積　⑥

［座標の素地］
・ものの位置の表し方　④

Ｃ 

測
定

［長さ・広さ・かさ・重さ］
・長さ・広さ・かさの直接比較・間接比較，任意単位によ

る数値化と比較　①
・長さの単位（ｍｍ，ｃｍ，ｍ），かさの単位（ｍＬ，ｄＬ，Ｌ） ②
・長さの単位（ｋｍ），重さの単位（ｇ，ｋｇ，ｔ）　③

［時刻と時間］
・時刻の読み方（何時，何時半，何時何分）　①
・時刻と時間の意味，午前・午後・正午の意味　②
・簡単な場合の時刻・時間の計算，時間の単位（秒）　③

Ｃ 

変
化
と
関
係

［２量の関係］
・簡単な場合についての割合　④
・速さなど単位量当たりの大きさ　⑤
・割合（百分率）　⑤
・比　⑥

［伴って変わる２つの数量の変化や対応の特徴］
・変化の様子と表や式，折れ線グラフ　④
・簡単な場合の比例の関係　⑤
・比例と反比例　⑥

Ｄ 

デ
ー
タ
の
活
用

［統計］
・絵や図を用いた数量の表現　①
・簡単な表やグラフ　②
・表と棒グラフ　③

Ｄ 

デ
ー
タ
の
活
用

［統計］
・データの分類整理（２次元の表，折れ線グラフ）　④
・円グラフや帯グラフ　⑤
・統計的な問題解決の方法　⑤⑥
・測定値の平均　⑤
・度数分布を表す表やグラフ（ドットプロット，柱状グラフ）⑥
・代表値（平均値・中央値・最頻値）　⑥
・起こり得る場合（並べ方，組み合わせ方）　⑥

※表中の○付き数字は，小学校で学習する学年を表しています。

２章　文字と式
１節　文字と式
２節　１次式の計算
３節　文字式の活用

１章　式の展開と因数分解
１節　式の展開
２節　因数分解
３節　文字式の活用

３章　方程式
１節　方程式
２節　方程式の活用

４章　比例と反比例
１節　関数
２節　比例
３節　反比例
４節　比例と反比例の活用

３章　１次関数
１節　１次関数
２節　１次方程式と１次関数
３節　１次関数の活用

４章　関数 y=ax2

１節　関数 y=ax2

２節　関数の活用

７章　データの活用
１節　データの分布
２節　確率

６章　データの分布と確率
１節　データの分布の比較
２節　場合の数と確率

８章　標本調査
１節　標本調査

２章　連立方程式
１節　連立方程式
２節　連立方程式の活用

１章　正の数と負の数
１節　正の数と負の数
２節　加法と減法
３節　乗法と除法
４節　正の数と負の数の活用

３章　２次方程式
１節　２次方程式
２節　２次方程式の活用

６章　円
１節　円周角と中心角

６章　空間図形
１節　空間図形の観察
２節　空間図形の計量

５章　三角形と四角形
１節　三角形
２節　平行四辺形

７章　三平方の定理
１節　三平方の定理
２節　三平方の定理の活用

５章　平面図形
１節　基本の図形
２節　図形の移動
３節　基本の作図
４節　おうぎ形

５章　相似な図形
１節　相似な図形
２節　平行線と線分の比
３節　相似な図形の
　　　面積比と体積比

２章　平方根
１節　平方根
２節　根号をふくむ式の計算

４章　図形の性質と合同
１節　角と平行線
２節　三角形の合同と証明

１章　式の計算
１節　文字式の計算
２節　文字式の活用

4140



領域 1 年 2 年 3 年

Ａ 

数
と
式

Ｂ 

図
形

Ｃ 

関
数

Ｄ 

デ
ー
タ
の
活
用

数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学Ⅲ

数学Ａ 数学Ｂ 数学Ｃ

内容資料説明資料20200214

内容系統表（中学校数学〜高等学校数学）
中 学 校 高等学校

２章　文字と式
１節　文字と式
２節　１次式の計算
３節　文字式の活用

１章　式の展開と因数分解
１節　式の展開
２節　因数分解
３節　文字式の活用

３章　方程式
１節　方程式
２節　方程式の活用

４章　比例と反比例
１節　関数
２節　比例
３節　反比例
４節　比例と反比例の活用

３章　１次関数
１節　１次関数
２節　１次方程式と１次関数
３節　１次関数の活用

４章　関数 y=ax2

１節　関数 y=ax2

２節　関数の活用

７章　データの活用
１節　データの分布
２節　確率

６章　データの分布と確率
１節　データの分布の比較
２節　場合の数と確率

８章　標本調査
１節　標本調査

２章　連立方程式
１節　連立方程式
２節　連立方程式の活用

１章　正の数と負の数
１節　正の数と負の数
２節　加法と減法
３節　乗法と除法
４節　正の数と負の数の活用

３章　２次方程式
１節　２次方程式
２節　２次方程式の活用

６章　円
１節　円周角と中心角

６章　空間図形
１節　空間図形の観察
２節　空間図形の計量

５章　三角形と四角形
１節　三角形
２節　平行四辺形

７章　三平方の定理
１節　三平方の定理
２節　三平方の定理の活用

５章　平面図形
１節　基本の図形
２節　図形の移動
３節　基本の作図
４節　おうぎ形

５章　相似な図形
１節　相似な図形
２節　平行線と線分の比
３節　相似な図形の
　　　面積比と体積比

２章　平方根
１節　平方根
２節　根号をふくむ式の計算

４章　図形の性質と合同
１節　角と平行線
２節　三角形の合同と証明

１章　式の計算
１節　文字式の計算
２節　文字式の活用

（2）統計的な推測
確率分布
• 確率変数と確率分布
＊確率変数の平均，分散，標準偏差
• 二項分布
正規分布
• 連続型確率変数
• 正規分布
統計的な推測
• 母集団と標本
• 統計的な推測の考え
＊区間推定，仮説検定

（2）場合の数と確率
場合の数
• 数え上げの原則
• 順列・組合せ
確率
• 確率とその基本的な法則
＊余事象，排反，期待値
• 独立な試行と確率
• 条件付き確率

（1）数列
数列とその和
• 等差数列と等比数列
• いろいろな数列
漸化式と数学的帰納法
• 漸化式と数列
• 数学的帰納法

（1）図形の性質
平面図形
• 三角形の性質
• 円の性質
• 作図
空間図形

（3）数学と社会生活
数理的な問題解決

（3）数学と人間の活動
数量や図形と人間の活動
遊びの中の数学
＊ユークリッドの互除法，二進法，

平面や空間における点の位置

（2）平面上の曲線と複素数平面
平面上の曲線
• 二次曲線
　（直交座標による表示）
• 媒介変数による表示
• 極座標による表示
複素数平面
• 複素数平面
• ド・モアブルの定理

（1）ベクトル
平面上のベクトル
• ベクトルとその演算
• ベクトルの内積
空間座標とベクトル
• 空間座標，空間におけるベクトル

（3）数学的な表現の工夫
数学的な表現の意義やよさ
• 図，表，統計グラフ，  

離散グラフ，行列

（2）図形と計量
三角比
• 鋭角の三角比
• 鈍角の三角比
• 正弦定理，余弦定理
図形の計量

（1）数と式
数と集合
• 簡単な無理数の計算
• 集合と命題
式
• 式の展開と因数分解
• 一次不等式

（3）二次関数
二次関数とそのグラフ
二次関数の値の変化
• 二次関数の最大・最小
• 二次関数と二次方程式，  

二次不等式

（4）データの分析
データの散らばり
• 分散，標準偏差
データの相関
• 散布図，相関係数
仮説検定の考え方

（2）微分法
導関数
• 関数の和・差・積・商の導関数
• 合成関数の導関数
• 三角関数・指数関数・  

対数関数の導関数
導関数の応用
• 接線，関数の値の増減，  

極大・極小，グラフの凹凸，  
速度・加速度

（1）極限
数列の極限
• 数列 { ｒｎ} の極限
• 無限等比級数の和
関数とその極限
• 分数関数と無理関数
• 合成関数と逆関数
• 関数の値の極限

（3）積分法
不定積分と定積分
• 積分とその基本的な性質・  

置換積分法・部分積分法
いろいろな関数の積分
積分の応用
• 面積，体積，曲線の長さ

（3）指数関数・対数関数
指数関数
• 指数の拡張
• 指数関数
対数関数
• 対数
• 対数関数

（1）いろいろな式
式
• 多項式の乗法・除法，分数式
＊二項定理
等式と不等式の証明
高次方程式など
• 複素数と二次方程式
• 高次方程式

（2）図形と方程式
直線と円
• 点と直線
• 円の方程式
軌跡と領域

（4）三角関数
角の拡張
三角関数
• 三角関数
• 三角関数の基本的な性質
三角関数の加法定理
＊２倍角の公式，三角関数の合成

（5）微分・積分の考え
微分の考え
• 微分係数と導関数
＊関数の定数倍，和及び差の導関数
• 導関数の応用
積分の考え
• 不定積分と定積分
• 面積
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1 年 年間指導計画案 配当時数 123 時間＋予備時数 17 時間 =140 時間

３学期制 ２学期制 月
（時）

章
（時） 節 小節 配当

時数

1 学期 前期

4
月

（10）

次の章を学ぶ前に

1
章　

正
の
数
と
負
の
数　

（24）

１章の扉
1

１節　正の数と負の数 １　反対の性質をもつ数量

２　正の数と負の数 1

３　数の大小 1

■基本の問題 1

２節　加法と減法 １　同じ符号の数の加法 1

２　異なる符号の数の加法 1

３　加法の交換法則と結合法則 1

４　減法 2

５　かっこを省いた式 1

5
月

（12）

６　加法と減法のいろいろな計算 1

■基本の問題 1

３節　乗法と除法 １　乗法① 1

２　乗法② 1

３　除法 1

４　乗法と除法 2

５　四則の混じった計算 1

６　数の集合と四則計算 1

７　素因数分解 1

■基本の問題 1

４節　正の数と負の数の活用 １　平均値の求め方をくふうしよう 1

6
月

（14）

章末問題 １章の問題 2

とりくんでみよう

次の章を学ぶ前に

2
章　

文
字
と
式　

（18）

２章の扉
1

１節　文字と式 １　文字を使った式

２　積の表し方 1

３　商の表し方 1

４　式の値 1

５　いろいろな数量の表し方 2

■基本の問題 1

２節　１次式の計算 １　１次式の項と係数 1

２　１次式の加法と減法 1

３　１次式と数の乗法 1

４　１次式を数でわる計算 1

■基本の問題 1

7
月

（6）

３節　文字式の活用 １　碁石の総数を表す式を求め説明しよう 1

２　等しい関係を表す式 1

３　大小の関係を表す式 1

■基本の問題 1

章末問題 ２章の問題 2

とりくんでみよう

年間指導計画案
1 年

章／節 時数
１章　正の数と負の数

24

１節　正の数と負の数
２節　加法と減法
３節　乗法と除法
４節　正の数と負の数の活用
章末問題
２章　文字と式

18
１節　文字と式
２節　１次式の計算
３節　文字式の活用
章末問題
３章　方程式

14
１節　方程式
２節　方程式の活用
章末問題

４章　比例と反比例

21

１節　関数
２節　比例
３節　反比例
４節　比例と反比例の活用
章末問題
５章　平面図形

18

１節　基本の図形
２節　図形の移動
３節　基本の作図
４節　おうぎ形
章末問題
６章　空間図形

15
１節　空間図形の観察
２節　空間図形の計量
章末問題
７章　データの活用

13
１節　データの分布
２節　確率
章末問題

配当時数 123
予備時数 17
合計 140

配当時数 94
予備時数 11
合計 105

配当時数 113
予備時数 27
合計 140

2 年
章／節 時数

１章　式の計算

15

１節　文字式の計算
２節　文字式の活用
章末問題

２章　連立方程式

13
１節　連立方程式
２節　連立方程式の活用
章末問題

３章　１次関数

18
１節　１次関数
２節　１次方程式と１次関数
３節　１次関数の活用
章末問題
４章　図形の性質と合同

17

１節　角と平行線
２節　三角形の合同と証明
章末問題

５章　三角形と四角形

18

１節　三角形
２節　平行四辺形
章末問題

６章　データの分布と確率

13
１節　データの分布の比較
２節　場合の数と確率
章末問題

3 年
章／節 時数

１章　式の展開と因数分解

19

１節　式の展開
２節　因数分解
３節　文字式の活用
章末問題

２章　平方根

14
１節　平方根
２節　根号をふくむ式の計算
章末問題

３章　２次方程式

13
１節　２次方程式
２節　２次方程式の活用
章末問題

４章　関数 y=ax2

16

１節　関数 y=ax2

２節　関数の活用
章末問題

５章　相似な図形

22

１節　相似な図形
２節　平行線と線分の比
３節　相似な図形の面積比と
　　　体積比
章末問題

６章　円

9
１節　円周角と中心角
章末問題

７章　三平方の定理

13
１節　三平方の定理
２節　三平方の定理の活用
章末問題
８章　標本調査

7１節　標本調査
章末問題

学校教育法施行規則に示されている数学の授業時数に対し，
学校や生徒の実態に即して弾力的な指導計画を立てられるよう，
配当時数を設定しています。本書 p.45 〜 52 の表において配当時数が空欄となっている内容は，
生徒の個の実態や学級の状況などに応じて適宜扱うことができるものです。
同様に，表では省略している《数学のたんけん》も適宜扱うことができるものです。

配当時数について
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３学期制 ２学期制 月
（時）

章
（時） 節 小節 配当

時数

2 学期

前期

9
月

（13）

次の章を学ぶ前に

3
章　

方
程
式　

（14）

３章の扉
1

１節　方程式 １　方程式

２　等式の性質 1

３　１次方程式の解き方 1

４　いろいろな１次方程式の解き方① 1

５　いろいろな１次方程式の解き方② 2

■基本の問題 1

２節　方程式の活用 １　方程式の活用 1
２　過不足の問題 1
３　速さの問題 1
４　比例式とその活用 1

■基本の問題 1

10
月

（15）

章末問題 ３章の問題 2

とりくんでみよう

後期

次の章を学ぶ前に

4
章　

比
例
と
反
比
例　

（21）

４章の扉
1

１節　関数 １　ともなって変わる２つの数量

２節　比例 １　比例を表す式 1

２　比例と変域 1

３　数の範囲の広がりと比例の性質 1

４　座標 1

５　比例のグラフ 1

６　比例のグラフのかき方と特徴 2

７　比例の式の求め方 1

■基本の問題 1

３節　反比例 １　反比例を表す式 1

２　数の範囲の広がりと反比例の性質 1

３　反比例のグラフ 2

11
月

（15）

４　反比例の式の求め方 1

■基本の問題 1

４節　比例と反比例の活用 １　比例と反比例の活用 1

２　比例のグラフの活用 1

３　ポスターの文字の大きさを決めよう 1

章末問題 ４章の問題 2

とりくんでみよう

次の章を学ぶ前に

5
章　

平
面
図
形　

（18）

５章の扉
1

１節　基本の図形 １　直線と角

２　平行と垂直 1

３　円 1

２節　図形の移動 １　図形の移動 1

２　平行移動，回転移動，対称移動 2

■基本の問題 1

３節　基本の作図 １　基本の作図 1

３学期制 ２学期制 月
（時）

章
（時） 節 小節 配当

時数

2 学期

後期

12
月

（10）

5
章　

平
面
図
形

３節　基本の作図 ２　垂直二等分線の作図 1

３　垂線の作図 1

４　角の二等分線の作図 1

５　作図の活用 1

６　作図の方法を説明しよう 1

■基本の問題 1

４節　おうぎ形 １　おうぎ形の弧の長さと面積 1
■基本の問題 1

章末問題 ５章の問題 2

とりくんでみよう

3 学期

1
月

（10）

次の章を学ぶ前に

6
章　

空
間
図
形　

（15）

６章の扉
2

１節　空間図形の観察 １　多面体

２　点，直線と平面 1

３　直線と平面，平面と平面の位置関係 1

４　平面図形が動いてできる立体 2

５　見取図 , 展開図，投影図 2

■基本の問題 1

２節　空間図形の計量 １　角柱，円柱，角錐，円錐の表面積 1

2
月

（12）

２　角柱，円柱，角錐，円錐の体積 1

３　球の表面積と体積 1

■基本の問題 1

章末問題 ６章の問題 2

とりくんでみよう

次の章を学ぶ前に

7
章　

デ
ー
タ
の
活
用　

（13）

７章の扉
1

１節　データの分布 １　度数分布表

２　ヒストグラム 1

３　階級値を使った代表値の求め方 1

４　データの分布と代表値 1

５　相対度数 1

６　累積度数と累積相対度数 1

７　データを集めて活用しよう 1

3
月

（6）

■基本の問題 1

２節　確率 １　ことがらの起こりやすさ 2

２　確率の考えの活用 1

章末問題 ７章の問題 2

とりくんでみよう

巻末　数学マイトライ

4746



内容資料説明資料20200122

2 年 年間指導計画案 配当時数 94 時間＋予備時数 11 時間＝ 105 時間

３学期制 ２学期制 月
（時）

章
（時） 節 小節 配当

時数

1 学期

前期

4
月

（7）

次の章を学ぶ前に

1
章　

式
の
計
算　

（15）

１章の扉
1

１節　文字式の計算 １　単項式と多項式
２　同類項 1
３　多項式の加法と減法 1
４　いろいろな多項式の計算 1
５　単項式の乗法と除法 2
６　式の値 1

5
月

（10）

■基本の問題 1

２節　文字式の活用 １　文字を使った説明① 1
２　文字を使った説明② 1
３　等式の変形 1
４　スタート位置を決めよう 1
■基本の問題 1

章末問題 １章の問題 2
とりくんでみよう

次の章を学ぶ前に

2
章　

連
立
方
程
式　

（13）

２章の扉
1

１節　連立方程式 １　連立方程式とその解
２　連立方程式の解き方 1

6
月

（13）

３　加減法 1
４　代入法 1
５　いろいろな連立方程式 2
■基本の問題 1

２節　連立方程式の活用 １　連立方程式の活用 1
２　速さの問題 1
３　割合の問題 1
■基本の問題 1

章末問題 ２章の問題 2
とりくんでみよう

次の章を学ぶ前に

3
章　

１
次
関
数　

（18）

３章の扉

１節　１次関数 １　１次関数 1
２　変化の割合 1

7
月

（6）

３　１次関数のグラフ 1
４　１次関数のグラフの特徴 1
５　１次関数のグラフのかき方 1
６　１次関数の求め方 2
■基本の問題 1

２学期

9
月

（8）

２節　１次方程式と１次関数 １　２元１次方程式のグラフ 2
２　連立方程式の解とグラフ 1
■基本の問題 1

３節　１次関数の活用 １　１次関数とみなして考えること 1
２　表，グラフ，式の活用 1
３　身近な数量の関係を表すグラフ 1
４　総費用で比べよう 1

10
月

章末問題 ３章の問題 2
とりくんでみよう

３学期制 ２学期制 月
（時）

章
（時） 節 小節 配当

時数

2 学期

後期

10
月

（10）

次の章を学ぶ前に

4
章　

図
形
の
性
質
と
合
同　

（17）

４章の扉
1

１節　角と平行線 １　直線と角
２　平行線の性質 1
３　平行線になる条件 1
４　三角形の角 2
５　多角形の内角の和を求めよう 1
６　多角形の外角の和 1
■基本の問題 1

11
月

（9）

２節　三角形の合同と証明 １　合同な図形 1
２　三角形の合同条件 1
３　仮定，結論と証明 1
４　証明のしくみとかき方 1
５　証明の方針 1
６　三角形の合同条件を使う証明 1
■基本の問題 1

章末問題 ４章の問題 2
とりくんでみよう

12
月

（7）

次の章を学ぶ前に

5
章　

三
角
形
と
四
角
形　

（18）

５章の扉
1

１節　三角形 １　二等辺三角形の性質①
２　二等辺三角形の性質② 1
３　２つの角が等しい三角形 1
４　逆 1
５　直角三角形の合同 2
■基本の問題 1

3 学期

1
月

（9）

２節　平行四辺形 １　平行四辺形の性質 1
２　平行四辺形になる条件 2
３　平行四辺形になる条件の活用 2
４　特別な平行四辺形 2
５　平行線と面積 1
■基本の問題 1

2
月

（10）

章末問題 ５章の問題 2
とりくんでみよう

次の章を学ぶ前に

6
章　

デ
ー
タ
の
分
布
と
確
率　

（13）

６章の扉
1

１節　データの分布の比較 １　四分位数と箱ひげ図
２　四分位数の求め方と箱ひげ図のかき方 1
３　四分位範囲と箱ひげ図 1
４　多数のデータの分布の比較 1
■基本の問題 1

２節　場合の数と確率 １　確率の求め方 1
２　確率の性質 1
３　場合の数と確率① 1

3
月

（5）

４　場合の数と確率② 1
５　くじのあたりやすさを調べて説明しよう 1
■基本の問題 1

章末問題 ６章の問題 2
とりくんでみよう

巻末　数学マイトライ
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内容資料説明資料20200122

3 年 年間指導計画案 配当時数 113 時間＋予備時数 27 時間＝ 140 時間

３学期制 ２学期制 月
（時）

章
（時） 節 小節 配当

時数

1 学期 前期

4
月

（10）

次の章を学ぶ前に

1
章　

式
の
展
開
と
因
数
分
解　

（19）

１章の扉
1

１節　式の展開 １　単項式と多項式の乗法，除法

２　式の展開 1

３　 ( x + a ) ( x + b ) の展開 1

４　 ( x + a ) 2, ( x - a ] 2 の展開 1

５　 ( x + a ) ( x - a ) の展開 1

６　乗法公式の活用 2

■基本の問題 1

２節　因数分解 １　因数分解 2

5
月

（13）

２　乗法公式をもとにする因数分解 2

３　いろいろな因数分解 2

■基本の問題 1

３節　文字式の活用 １　数の性質を見いだし証明しよう 1

２　図形の性質の証明 1

章末問題 １章の問題 2

とりくんでみよう

次の章を学ぶ前に

2
章　

平
方
根　

（14）

２章の扉
1

１節　平方根 １　２乗すると a になる正の数

２　２乗すると a になる数 1

３　平方根の大小 1

４　有理数と無理数 1

6
月

（15）

■基本の問題 1

２節　根号をふくむ式の計算 １　根号のついた数の性質 1

２　根号をふくむ式の乗法と除法 1

３　根号をふくむ式の加法と減法 1

４　根号をふくむ式のいろいろな計算 1

５　平方根の活用 1

６　測定値と誤差 1

■基本の問題 1

章末問題 ２章の問題 2

とりくんでみよう

次の章を学ぶ前に

3
章　

2
次
方
程
式　

（13）

３章の扉
1

１節　２次方程式 １　２次方程式の解

２　因数分解による解き方 2

３　平方根の考え方を使った解き方 2

7
月

（8）

４　2 次方程式の解の公式 2

５　いろいろな 2 次方程式 1

■基本の問題 1

２節　２次方程式の活用 １　２次方程式の活用 2

章末問題 ３章の問題 2

とりくんでみよう

３学期制 ２学期制 月
（時）

章
（時） 節 小節 配当

時数

2 学期

前期

9
月

（14）

次の章を学ぶ前に

4
章　

関
数y

=
a

x
2　

（16）

４章の扉
1

１節　関数 y = a x 2 １　２乗に比例する関数

２　関数 y = a x 2 の性質 1

３　関数 y = x 2 のグラフ 1

４　関数 y = a x 2 のグラフ 2

５　関数 y = a x 2 の値の変化 1

６　関数 y = a x 2 の変化の割合 2

■基本の問題 1

２節　関数の活用 １　関数 y = a x 2 の活用 1

２　関数のグラフの活用 1

３　放物線と直線のいろいろな問題 1

４　自動車が止まるまでの距離を考えよう 1

５　いろいろな関数 1

10
月

（15）

章末問題 ４章の問題 2

とりくんでみよう

後期

次の章を学ぶ前に

5
章　

相
似
な
図
形　

（22）

５章の扉
1

１節　相似な図形 １　図形の相似

２　相似の位置と相似比 1

３　相似な図形の性質の活用 1

４　三角形の相似条件 1

５　相似の証明 2

６　縮図の活用 1

■基本の問題 1

２節　平行線と線分の比 １　三角形と線分の比① 1

２　三角形と線分の比② 1

３　平行線と線分の比 1

４　中点連結定理 2

11
月

（14）

■基本の問題 1

３節　相似な図形の面積比と
　　　体積比

１　相似な図形の面積比 2

２　相似な立体の表面積の比と体積比 2

３　相似な図形の面積比と体積比の活用 1

■基本の問題 1

章末問題 ５章の問題 2

とりくんでみよう

次の章を学ぶ前に

6
章　

円　

（9）

６章の扉
2

１節　円周角と中心角 １　円周角の定理

２　弧と中心角，円周角 1

３　円周角の定理の逆 1

４　円の接線 1

12
月

（8）

５　円周角のいろいろな問題 1

基本の問題 1

章末問題 ６章の問題 2

とりくんでみよう

5150



内容資料説明資料20200122

３学期制 ２学期制 月
（時）

章
（時） 節 小節 配当

時数

2 学期

後期

12
月

次の章を学ぶ前に

7
章　

三
平
方
の
定
理　

（13）

７章の扉
1

１節　三平方の定理 １　三平方の定理

２　直角三角形の辺の長さ 1

３　三平方の定理の逆 1

■基本の問題 1

3 学期

1
月

（10）

２節　三平方の定理の活用 １　特別な直角三角形 1

２　平面図形への活用 2

３　空間図形への活用 2

４　どこまで見えるか調べよう 1

■基本の問題 1

章末問題 ７章の問題 2

とりくんでみよう

次の章を学ぶ前に

8
章　

標
本
調
査　

（7）

８章の扉
1

１節　標本調査 １　全数調査と標本調査

2
月

（6）

２　標本の取り出し方 1

３　乱数を使った無作為抽出 2

４　標本調査の活用 2

章末問題 ８章の問題 1

とりくんでみよう

巻末　数学マイトライ

教科書検討の観点からみた特色
 １  教育基本法及び学校教育法との関連
（１）教育基本法第２条との関連

教科書検討の観点 特色 具体例

第１号
幅広い知識と教養を身
に付け，真理を求める
態度を養い，豊かな情
操と道徳心を培うとと
もに，健やかな身体を
養うこと。

①数学の学習の進め方を示すこと
で，真理を求める学習態度を育て
られるようになっている。

②実社会と関連深い題材を取り上
げ，幅広い知識が身に付くように
なっている。

●数学的活動を通した問題発見・解決の過程と学び方のポ
イントを示した《数学の学習を始めよう！》や，学習の
振り返り方などを示した《ノートのくふう》では，数学
の学習の進め方が理解できるように配慮されている。

　→ 1 年 p.4-5，12 ／ 2 年 p.4-5，8 ／ 3 年 p.4-5，8
●巻頭見返しの《数学を見つけよう》では，身近な数学を

写真で紹介することで知的好奇心を喚起し，数学を学ぶ
ことへの興味・関心が高まるように工夫されている。

第２号
個人の価値を尊重して，
その能力を伸ばし，創
造性を培い，自主及び
自律の精神を養うとと
もに，職業及び生活と
の関連を重視し，勤労
を重んずる態度を養う
こと。

③個に応じて幅広く柔軟に対応でき
るような学習材が用意されてお
り，生徒の主体性を重視し，自主
及び自律の精神が養えるように
なっている。

④社会で働く人々や日常生活の場面
を取り上げることで，数学と実
社会との関連が実感できるように
なっている。

●巻末の《数学マイトライ》は，個の実態に合わせて自主
的に学習を進められる多様な問題が充実している。

　→ 1 年 p.257-288 ／ 2 年 p.191-227 ／ 3 年 p.213-263
●キャリア教育をテーマとした《数学を仕事に生かす》を

設けている。
　→ 1 年 p.258-259 ／ 2 年 p.192-193 ／ 3 年 p.214-215
●生活や社会の中で数学が重要な役割を担っている事例を

紹介している《暮らしと数学》を設けている。
　→ 1 年 p.260-261 ／ 2 年 p.194-195 ／ 3 年 p.216-219

第３号
正義と責任，男女の平
等，自他の敬愛と協力
を重んずるとともに，
公共の精神に基づき，
主体的に社会の形成に
参画し，その発展に寄
与する態度を養うこと。

⑤協働して取り組む活動の場面で
は，男女の区別のない役割を担い，
各々が責任をもって自分の考えを
伝え，他者の考えを認め，他者を
敬う態度を身に付けられるように
なっている。

●協働して取り組む活動の場面では，他者の考えを尊重し
つつ自分の考えを伝え合う学習活動の場面が提示され，
主体的に社会の形成に参画する態度を養うことができる
ようになっている。

　→ 1 年 p.199 ／ 2 年 p.184-185 ／ 3 年 p.68-69，89 ほか
●写真やイラストでは男女が平等に扱われている。

→ 1 年 p.202，204，209 ／ 2 年 p.132-133 ／ 3 年 p.212
ほか

第４号
生命を尊び，自然を大
切にし，環境の保全に
寄与する態度を養うこ
と。

⑥防災，安全，環境保全などを数学
と関連づけて取り上げ，生命や自
然を大切にする態度を養うことが
できるようになっている。

●防災や安全に関わる内容を取り上げている。
　→ 1 年 p.23，263 ／ 2 年 p.85 ／ 3 年 p.88，216-217
●環境教育に関わる内容を取り上げている。

→ 1 年 p.58-59，61 ／ 2 年 p.55，90，162-166，
172-173，224 ／ 3 年 p.217

第５号
伝統と文化を尊重し，
それらをはぐくんでき
た我が国と郷土を愛す
るとともに，他国を尊
重し，国際社会の平和
と発展に寄与する態度
を養うこと。

⑦伝統と文化，国際社会への理解が
深まる内容を取り上げることで，
我が国を愛する心や他国を尊重し
国際社会の平和と発展に寄与す
る態度を養うことができるように
なっている。

●我が国の伝統と文化に親しみ，国を愛する心が育つよう
な内容を取り上げている。

　→ 1 年巻頭見返し，p.124，164 ／ 2 年 p.198 ほか
●数学は国内外の数学者の努力によって発展してきたこと

が理解できる内容を取り上げている。
　→ 1 年 p.194「円周率の歴史」／ 3 年 p.228-229「和

算の歴史」，巻末見返し「数学の歴史」ほか
●東京 2020 オリンピック・パラリンピックや 2025 年大阪・

関西万博など，国際社会とのかかわりに関心がもてる話
題を取り上げている。

　→ 2 年 p.194-195 ／ 3 年 p.214-215 ほか

（２）学校教育法との関連

教科書検討の観点 特色 具体例

①学校教育法に示され
た教育の目的及び目
標に即した配慮がな
されているか。

①基礎的な知識及び技能を習得させ
るとともに，これらを活用して
課題を解決するために必要な思考
力，判断力，表現力その他の能力
をはぐくみ，主体的に学習に取り
組む態度を養うことができるよう
になっている。

●小節ごとに学習のめあてを示しているので，生徒が目的
意識をもって主体的に学習に取り組むことができる。

●基礎的・基本的な内容が特に丁寧に扱われている。
●〈考えよう〉〈話し合おう〉〈深めよう〉〈説明できるかな？〉

というマークを付けた〈問〉では，数学的活動を通して
思考力，判断力，表現力等を育成できるように工夫され
ている。

5352



内容資料説明資料20200122

（２）指導計画の作成と内容の取り扱いについて

教科書検討の観点 特色 具体例

①数学的に考える資質・
能力の育成に向けて，
生徒の主体的・対話
的で深い学びが実現
するように配慮され
ているか。

①巻頭で数学の学び方の概要を示す
とともに，それぞれの学習場面で
は具体的に学び方を明示すること
で，主体的・対話的で深い学びが
実現できるようになっている。

●巻頭では，数学的に考える資質・能力を育成するための
学び方が平易な表現で示されている。

　→１年 p.4-7，12 ／ 2 年 p.4-8 ／ 3 年 p.4-8
●《学び合おう》は，問題解決的な授業展開の流れを明示

することで，主体的・対話的で深い学びを実践できるよ
うになっている。巻末の《対話シート》は，自分の考え
を他者と共有し，学びを深めるのに有効である。

●各小節の〈問・考えよう〉〈問・話し合おう〉〈問・深め
よう〉は，主体的・対話的で深い学びを実現するための
設問となっている。
→ 1 年 p.146-150 ／ 2 年 p.40-41 ／ 3 年 p.98，104-

105 ほか

②生徒の学習を確実な
ものにするために，
学び直しの機会を設
定しているか。

②新たな内容を学習する際には，既
に学習した関連する内容を意図的
に再度取り上げている。

●特に 1 年では小中の連携を重視することから，巻頭に
は《算数の確かめ》，巻末には《算数の確かめ【問題編】》
を設けている。小学校算数で学んだ事柄のうち，よく使
われる内容をいつでも確かめることができる。

　例えば，p.10 で「速さ・時間・道のり」のしくみを学
び直し，正の数と負の数の乗法（p.40，42），文字式

（p.74），方程式（p.116），比例（p.132）の学習に生か
すことができる。

●すべての章のはじめには《次の章を学ぶ前に》を，各
小節には適宜，既習事項から導入する〈Ｑ 確かめよう〉
や横欄〈確かめ〉が設けてあるので，既習事項を必要な
場面で確かめながら学習を進められる。

●横欄〈大切な見方・考え方〉に「知っていることを使え
るようにする」ことや「同じように考える」ことを適宜
明示することで，既習の知識及び技能を新しい問題の解
決に生かせるようになっている。
→ 1 年 p.46，108 ／ 2 年 p.21，46 ／ 3 年 p.75，184

ほか

③ユニバーサルデザイ
ンへの配慮がなされ
ているか。

③特別支援教育・カラーユニバーサ
ルデザインに関する専門家の校閲
を受けることで，学習する際に生
じる困難を軽減している。さらに，
特別な支援を必要とする生徒だけ
でなく，すべての生徒にとって有
効な取り組みが行われている。

●読みやすい UD フォントを全面的に使用している。
●ふり仮名には大きく見える UD ゴシック体を使用してい

る。
●読みやすい位置で改行することで，文章の可読性を向上

させている。
●小学校卒業までに読み方を学ばない漢字には，原則とし

て見開き初出時にふり仮名を振っている。
●図中の線を太く，文字を大きくすることで，図が見やす

くなっている。
●カラーユニバーサルデザインに配慮した区別しやすい色

を使用するとともに，色だけで情報を伝えないように，
線の種類を変えたり，文字や形などの情報を付加したり
している。
→ 1 年 p.242-243 のグラフ／ 2 年 p.178 の図，182-

183 の図／ 3 年 p.113 のグラフほか
●写真やイラストは視認性の高いものを使用している。
　→ 1 年 p.170 ／ 2 年 p.36-37 ／ 3 年 p.101 ほか
●小節ごとに示された〈めあて〉や小節末の〈次の課題〉

によって学習のねらいを明確にしている。これにより，
自律的な学習を促している。

●音声読み上げ，色の反転，総ルビ表示など，学習をサ
ポートする機能が充実したデジタル教科書が用意されて
いる。

●多様なニーズに対応できるように，文字の大きさが異な
る 3 種類の拡大教科書が用意されている。

２  学習指導要領との関連
（１）教科の目標について

教科書検討の観点 特色 具体例

①数学的な見方・考え
方を働かせ，数学的
活動を通して，数学
的に考える資質・能
力を育成できるよう
に配慮されているか。

①数学的に考え表現するための学び
方を生徒にわかりやすく示してい
る。

●巻頭の《数学の学習を始めよう！》では，数学的活動を
通した問題発見・解決の過程と学び方のポイントが示さ
れている。

●巻頭の《数学的な見方・考え方を身につけよう！》では，
数学的な見方・考え方を働かせながら学ぶことの大切さ
をわかりやすく説明している。

②基礎的な概念や原理・
法則などを理解でき
るように配慮されて
いるか。また，事象
を数学化したり，数
学的に解釈したり，
数学的に表現・処理
したりする技能を身
に付けられるように
配慮されているか。

（「知識及び技能」との
関連性）

②基礎的・基本的な内容や考え方を
理解することに重点を置いた展開
にするとともに，知識や技能の確
実な定着が図れるようになってい
る。

●タイトルのついた〈例〉をきめ細かなステップで展開し
ているので，基礎的・基本的な内容が理解しやすく，ま
た，復習がしやすい。

●基礎的・基本的な知識及び技能を定着させるのに十分な
量の問題が小節，節末，章末，巻末に用意されている。

●数学的活動を通した学習により，事象を数学化したり，
数学的に解釈したり，数学的に表現・処理したりする技
能を身に付けられるようになっている。

　→ 1 年 p.58-59 ／ 2 年 p.30-31 ／ 3 年 p.153 ほか

③数学を活用して事象
を論理的に考察する
力を養えるように配
慮されているか。ま
た，数量や図形など
の性質を見いだし統
合的・発展的に考察
する力を養えるよう
に配慮されているか。

（「思考力，判断力，表
現力等」との関連性）

③生徒自身が問題解決の方法を考え
たり，判断の根拠となる事柄を見
いだしたりする学習場面を設け，
数学的な思考力・判断力を養う
ことができるように配慮されてい
る。

●事象を論理的に考察する数学的活動の場面を適宜設けて
いる。その場面の横欄〈大切な見方・考え方〉には生徒
にもわかる表現で，どのような見方・考え方を働かせる
のかが具体的にわかりやすく示されている。
→ 1 年 p.41（広げて考える），p.84（同じように考える），

p.87（いくつかの場合から予想する）ほか
●数量や図形などの性質を見いだし統合的・発展的に考察

する数学的活動の場面として，〈深めよう〉を適宜設け
ている。

　→１年 p.110，133，189 ／ 2 年 p.41，87，91 ／ 3 年 p.35

④数学的な表現を用い
て事象を簡潔・明瞭・
的確に表現する力を
養えるように配慮さ
れているか。

（「思考力，判断力，表
現力等」との関連性）

④数学的な表現に関する内容が丁寧
に扱われている。また，事柄や事
実，方法，理由などを数学的な表
現を用いて説明する問題が充実し
ている。

●初出の数学用語の使い方を理解・定着できるように，そ
の用語を使った表現の具体例が〈表現の例〉として示さ
れている。

　→ 1 年 p.126-130 ／ 2 年 p.101 ／ 3 年 p.44 ほか
●数学的に説明をする学習の初期段階では，□埋め形式で

説明を完成させる問題を設けるなどして，数学的な表現
力が段階的に身に付けられるようになっている。

　→ 1 年 p.231，239 ／ 2 年 p.25，27 ／ 3 年 p.117 ほか
●事柄や事実，方法，理由などを数学的な表現を用いて説

明する問題が〈説明できるかな？〉として出題されている。
　→ 1 年 p.61 ／ 2 年 p.84-85，94 ／ 3 年 p.74，141 ほか

⑤数学的活動の楽しさ
や数学のよさを実感
して粘り強く考え，
数学を生活や学習に
生かそうとする態度，
問題解決の過程を振
り返って評価・改善
しようとする態度を
養えるように配慮さ
れているか。

（「学びに向かう力，人
間性等」との関連性）

⑤全編を通して生徒が主体的に学ぶ
ことができるように工夫されてお
り，数学的活動の楽しさや数学の
よさを実感することで，数学の学
習への関心・意欲が高まり，数学
的活動に積極的に取り組もうとす
る態度が涵養されるようになって
いる。

●〈章の扉〉では，数学的活動の楽しさや数学のよさが中
学生のキャラクターを使って表現されている。

　→ 1 年 p.98-99 ／ 2 年 p.10-11 ／ 3 年 p.158-159 ほか
●〈身近なことがら〉から数学の問題を見いだしていく数

学化の過程が丁寧に扱われているので，数学を生活や学
習に生かそうとする態度を養うことができる。

　→ 1 年 p.58，157 ／ 2 年 p.30，151 ／ 3 年 p.113 ほか
●小節の最後に〈次の課題〉が示されているので，その時

間に学んだことから新たな課題に気づかせ，次の学習に
生かそうとする態度を養うことができる。

　→ 1 年 p.25，41 ／ 2 年 p.39，66 ／ 3 年 p.43，95 ほか
●巻頭の《数学の学習を始めよう！》《ノートのくふう》《学

び合おう》の〈④ふり返ろう〉，巻末の《数学レポート
をかこう》では，学習を振り返るときのポイントが具体
的に示されている。
→全学年 p.5 ／ 1 年 p.12，272-273 ／ 2 年 p.8，206-

207 ほか
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教科書検討の観点 特色 具体例

⑦具体物を操作して考
えたり，データを収
集して整理したりす
るなどの具体的な体
験を伴う学習を充実
さ せ ら れ る よ う に
なっているか。

⑦具体的な体験を伴う学習を促す場
面が充実している。

● 1 年 6 章の扉では，巻末折込を使った操作活動や，立
体を仲間分けする思考活動，自分の考えを説明する言語
活動に取り組むことができるようになっている。

　→ 1 年 p.198-199，巻末折込１
●「因数分解」の導入では，正方形や長方形の紙を並べる

操作活動を楽しみながら，因数分解の基礎概念を形成で
きるようになっている。

　→ 3 年 p.25-26，巻末付録
● 1 年 7 章と 2 年 6 章では，全国各地の最新データを容

易に入手できる気象データを教材化することで，データ
を収集して整理する体験を伴う学習を促している。また，
1 年 7 章と 3 年 8 章では，自分たちで質問用紙を作って
データを集める方法と注意点が具体的に示されている。

⑧数学的活動の取り組
みについて，適切な
配慮がなされている
か。

⑧数学的活動を楽しめるようにする
とともに，数学を学習することの
意義や数学の必要性などを実感し
たり，生徒間でその成果を共有し
たりする機会を設けるなどの具体
的な配慮がなされている。

●観察や操作，実験などの活動を通して，数量や図形など
の性質を見いだしたり，発展させたりする機会を適宜設
けている。

　→ 1 年 p.170，248 ／ 2 年 p.177 ／ 3 年 p.40，206 ほか
●各学年の巻末に《数学レポートをかこう》を設けること

で，数学的活動の過程を振り返り，レポートにまとめ発
表することなどを通して，その成果を共有することを促
している。

　→ 1 年 p.272-273 ／ 2 年 p.206-207 ／ 3 年 p.232-233
●《学び合おう》は，数学を活用して問題解決する方法を

理解するとともに，自ら問題を見いだし，解決するため
の構想を立て，実践し，その過程や結果を評価・改善で
きるように構成されている。また，活動の結果だけでな
くその過程を重視する観点から，対話的な学びを促す《対
話シート》が各学年の巻末に用意されている。
→ 1 年 p.188-189 ／ 2 年 p.184-185 ／ 3 年 p.191-193

ほか

⑨課題学習の実施につ
いて配慮されている
か。

⑨思考力，判断力，表現力等の育成
を図ることができる課題学習の教
材が充実している。

●各学年の巻末の《数学研究室》は，生徒が興味をもって
課題学習や調べ学習に取り組むことができるようになっ
ている。

⑩他教科及び総合的な
学習の時間等との関
連について配慮され
ているか。

⑩取り扱う素材や場面は，他教科や
総合的な学習の時間と関連の深い
ものを教科横断的に取り上げてい
る。

● 国 語（2 年 p.99 ／ 3 年 p.210）， 理 科（1 年 p.155，
263 ／ 2 年 p.84-85，94，199 ／ 3 年 p.109），社会（1
年 p.124 ／ 3 年 p.212），英語（1 年 p.220），美術（1
年 p.164 ／ 3 年巻頭見返し）など，他教科とかかわりの
ある学習材を取り上げている。STEAM 教育に関連する
科学，芸術等にかかわりのある内容が特に充実している。

● ESD，SDGs など，現代的な諸課題に関する題材を取
り上げている。
防災・安全→ 1 年 p.23，263 ／ 2 年 p.85 ／ 3 年 p.216

ほか
　環境→ 1 年 p.61 ／ 2 年 p.55 ／ 3 年 p.217 ほか
　情報活用能力（情報リテラシー，情報モラル等）

→ 1 年 p.199，209，225，244-246 ／ 3 年 p.218-219
ほか

人権尊重→ 1 年 p.157-159 ／ 2 年 p.92，202-203 ほ
か

　消費者教育→ 2 年 p.90-91 ／ 3 年 p.116-117 ほか
主権者教育→ 3 年 p.198（国勢調査），203（世論調査），

212（選挙）ほか
国際理解→ 2 年 p.194-195（1970 年大阪万博，2025

年大阪・関西万博）／ 3 年 p.219（インバウンド）／
各学年のさくいん（数学用語の英語表記）ほか

オリンピック・パラリンピック教育→ 2 年 p.31 ／ 3 年
p.122，210，214-215

●プログラミング的思考を育成する《プログラムと数学》
をすべての学年に設けてあり，Scratch による 4 つのプ
ログラミングを体験できる。

　→ 1 年 p.270-271 ／ 2 年 p.204-205 ／ 3 年 p.230-231

教科書検討の観点 特色 具体例

④道徳教育との関連に
ついて配慮されてい
るか。

④男女平等や障がいをもつ人への配
慮など，人権を尊重した取り扱い
をしている。また，数学科の特質
に応じ，生徒の発達の段階を考慮
して，適切に道徳教育を行うこと
ができるように配慮されている。

●生活習慣に関わる内容を取り上げることで，心身の健康
を意識づけられるようになっている。

　→ 1 年 p.244-246 ／ 3 年 p.88，202，208 ほか
●他者とのかかわりを通して多様なものの見方や考え方が

あることを理解し，助け合ったり高め合ったりできるよ
うになっている。

　→ 1 年 p.92-93 ／ 2 年 p.22，109 ／ 3 年 p.68，129 ほか
●男女の登場頻度や役割分担などに差が生じないようにす

るなど，男女平等について配慮されている。
●バリアフリーや点字のしくみなど，ユニバーサルデザイ

ンへの理解を深めたり，人権尊重の精神を育成したりで
きる素材を取り上げている。

　→ 1 年 p.158 ／ 2 年 p.92，202-203
●情報モラルや人権への配慮など，自他の権利を重んじ義

務を果たすことを学べるように配慮されている。
→ 1 年 p.244，272 ／ 2 年 p.206 ／ 3 年 p.211，232

ほか
●わが国や郷土の伝統と文化に親しめる内容を数学と関連

づけて取り上げている。
　→ 1 年巻頭見返し／ 2 年 p.198 ／ 3 年巻頭見返しほか
●生命や自然環境を大切にする心，数学的な美しさに感動

する心をはぐくめるように配慮されている。
→ 1 年 p.164 ／ 2 年 p.55，85，90 ／ 3 年 p.214-217

ほか

⑤思考力，判断力，表
現力等を育成するた
め，数学的な表現を
用いて簡潔・明瞭・
的確に表現したり，
互いに自分の考えを
表現し伝え合ったり
するなどの機会を設
けているか。

⑤問題解決の過程で互いの考えを話
し合ったり，事柄や事実，方法，
理由を数学的な表現を用いて説明
したりする言語活動の充実が図ら
れている。

●中学生のキャラクターの吹き出しやノート形式の枠を
使った〈表現の例〉などで簡潔・明瞭な表現の具体例が
示されているので，数学的な表現を用いて説明する基礎
的な力を身に付けることができる。
→ 1 年 p.88，126，128-130 ／ 2 年 p.107 ／ 3 年 p.26

ほか
●話し合いを通して解決したり，よりよい考えに高めたり

する活動として〈話し合おう〉を設けている。
→ 1 年 p.59，117 ／ 2 年 p.40，76 ／ 3 年 p.92，131

ほか
●数学的な表現を用いて説明する力を養うために，各小節

には〈問・説明できるかな？〉を設けている。また，す
べての章の章末には記述する力を高める問題として〈説
明できるかな？〉を設けている。

　→ 1 年 p.117，256 ／ 2 年 p.65，94 ／ 3 年 p.61 ほか
●文章，図，表，式，グラフなどを相互に関連付ける活動

を重視した内容・構成により，数学的な表現力・読解力
が育成できるようになっている。

　→ 1 年 p.92-93，p.140 の問６／ 2 年 p.140，223 ほか

⑥コンピュータや情報
通信ネットワークな
どを活用して，学習
の効果を高められる
ように配慮されてい
るか。

⑥学校や家庭で ICT 環境を利用した
効果的な学習ができるように配慮
されている。また，プログラミン
グ教育の実施を支援する配慮が見
られる。

●小学校及び中学校技術科との連携を図り，プログラミン
グ的思考を身に付けることができるように，全学年に《プ
ログラムと数学》を設けている。また，プログラミング
を体験しながら論理的思考力を身に付けられるようなコ
ンテンツが全学年で計 4 つ用意されている。

　→ 1 年 p.270-271 ／ 2 年 p.204-205 ／ 3 年 p.230-231
●〈WEB〉マークがあるところに関連したアニメーション，

シミュレーションなどが，日本文教出版の Webサイト
に教科書 QR コンテンツとして用意されている。教科書
との連携を図ることで学習効果を高めることができる。
各学年 p.3 の QR コードからアクセスすることもできる。

　→１年 p.250 ／ 2 年 p.164，201 ／ 3 年 p.96，145 ほか
●〈電卓〉マークを示したり，コンピュータの使い方をコ

ラムで紹介したりするなど，ICT 機器を効果的に活用で
きるように配慮されている。

　→１年 7 章，p.269 ／ 2 年 p.85 ／ 3 年 p.207 ほか
●より効果的な学習を実現するデジタル教科書やデジタル

教材が用意されている。
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教科書検討の観点 特色 具体例

●《やってみよう》では，学んだことを活用して考える課
題などに取り組むことができる。

　→ 1 年 p.173 ／ 2 年 p.106 ／ 3 年 p.145 ほか
●全国学力・学習状況調査などを基に作成された《活用の

問題》では，数学的な読解力や思考力・表現力等を育成，
評価することができる。

　→ 1 年 p.287-288 ／ 2 年 p.222-227 ／ 3 年 p.248-249

⑤練習問題などの程度
や分量は適切か。

⑤個に応じて効率よく練習問題に取
り組むことで，基礎的・基本的な
内容を中心に，学習内容が確実に
定着するように配慮されている。

●節末の《基本の問題》，章末の《章の問題》では，それぞれ，
その節や章で学んだ基礎的・基本的な内容について十分
な量の問題に取り組むことができる。

●巻末に設けた《補充問題》は，日々の授業の補充問題や
その日の宿題，章の学習のまとめとして使えるように配
慮されている。

⑥理解が遅れがちな生
徒に対する支援の工
夫がなされているか。

⑥生徒が学習でつまずかないような
工夫や配慮がなされている。

●各章の直前に《次の章を学ぶ前に》，各小節に適宜〈確
かめ〉を設けるなど，授業における生徒のつまずきを未
然に防げるように配慮されている。

●〈まちがえやすい問題〉や〈誤答に注意！〉で典型的な
間違いのパターンを示すことで，間違いを減らすことが
できるようになっている。
→ 1 年 p.49，147 ／ 2 年 p.53，171 ／ 3 年 p.24，64

ほか

⑦個に応じた学習や家
庭学習への配慮がな
されているか。

⑦個に応じて，基礎的・基本的な内
容を確実なものにしたり，応用的・
発展的な問題に取り組んだりして
いけるように配慮されている。ま
た，家庭学習にも教科書を使える
ように配慮されている。

●章末の《とりくんでみよう》は応用的でやや程度の高い
問題で構成されている。基礎学力を身に付けている生徒
が，さらに学力を高められるように配慮されている。

●巻末には基礎・基本の定着のための《補充問題》，復習
のための《算数の確かめ》《1 年の復習》《総合問題》，
さらなる学力向上をめざすための《活用の問題》《ステッ
プアップ》というように，一人一人の学習状況に応じて
取り組むことができるさまざまなタイプの問題が用意さ
れている。

●家庭学習にも教科書を活用できることが保護者にも伝わ
るように，各学年の p.3 に《保護者の方へ》を掲載して
いる。

●章末及び巻末のすべての問題に解答例が載っているの
で，教科書を宿題や自主的な家庭学習にも使うことがで
きる。

⑧小学校や高等学校と
の連携について配慮
されているか。

⑧必要に応じて小学校算数を復習し
たり，発展的な学習に取り組んだ
りできるように配慮されている。

●新たに学ぶ内容について，必要に応じて小学校算数の内
容と関連付けて扱われている。
→ 1 年 p.30，163，223 ／ 2 年 p.52，95 ／ 3 年 p.55

ほか
●特に 1 年では小中の連携が手厚く，巻頭に《算数の確

かめ》，巻末に《算数の確かめ【問題編】》を設けること
で，小学校算数の内容を必要に応じて確かめられるよう
になっている。

　→ 1 年 p.8-11，274-278
●個に応じて発展的な学習に取り組むことができるように

なっている。学習指導要領上，その学年で扱うこととさ
れていない発展的な学習内容には〈発展〉マークを付け
て区別している。

　→ 1 年 p.264-265 ／ 2 年 p.187 ／ 3 年 p.111 ほか

3  構成・配列
教科書検討の観点 特色 具体例

①教科書全体の構成や
学年ごとの章の構成・
配列は，学習指導を
有効に進められるよ
うになっているか。

①学習内容をまとまりのある単元に
構成し，相互の関連や生徒の発達
の段階を勘案した合理的な配列に
なっている。

●もくじに〈算数で学んだこと〉（1 年），〈これまでに学
んだこと〉（2，3 年）を示すことで，生徒が学習内容の
系統性を知り，相互の関連を意識しながら学べるように
なっている。

●巻頭に《数学の学習を始めよう！》《数学的な見方・考
え方を身につけよう！》《ノートのくふう》を掲載する
ことで，数学の学び方が身に付くように配慮されている。

　→ 1 年 p.4-7，12 ／ 2 年 p.4-8 ／ 3 年 p.4-8
● 1 年 7 章，2 年 6 章では，1 節で統計，2 節で確率の内

容を扱うことで，章の構成に一貫性をもたせている。3
年 8 章では標本の大きさと推定値のばらつきにどのよう
な関係性があるのかをヒストグラムや箱ひげ図を用いて
考察する活動の場面を設けるなど，学年間の相互の関連
や生徒の発達の段階に配慮した構成になっている。

②教科書全体の分量や
配当時数は，学習指
導を有効に進められ
るように配慮されて
いるか。

②年間の授業時数に合わせて，効率
よく合理的に学習できるように
なっている。

●全員が中学校段階で学習するべき内容には紙面を割いて
丁寧に扱う一方，必要性が低い内容は控えめな扱いとし，
生徒に過重な負担をかけない分量になっている。

●本文で扱う内容については学習の系統性を重視して焦点
化を図る一方，個や学級の実態に応じて扱うことができ
る問題や課題が豊富に用意されている。
→小節末《やってみよう》，章末《とりくんでみよう》，

巻末《数学マイトライ》ほか

③本文（小節）で扱う
内容の程度や分量，
配列は適切か。

③本文での学習内容は基礎的・基本
的なものに重点を置いた上で，具
体から抽象へ，易から難へ段階を
踏んだ丁寧な展開となっている。

●原則として 1 小節を 1 時間の授業内容で構成している。
学習内容の区切りが明確で，学習の焦点化を図りやすく，
復習する箇所がわかりやすい構成になっている。

●各小節の〈例〉は，きめ細かなステップで易から難へと
飛躍のない構成とすることで，基礎的・基本的な内容が
確実に理解できるように配慮されている。

●各小節の〈問〉は，基礎的・基本的な内容を確実に定着
できるように十分な量を設けている。また，難しい問題
に取り組みたい生徒には横欄〈チャレンジ〉，基本的な
問題に取り組みたい生徒には巻末《補充問題》が用意さ
れている。

●全国学力・学習状況調査で正答率が低かった問題など，
多くの生徒が苦手としている内容は特に手厚く扱われて
いる。
→ 1 年 p.49 例４，p.147〈まちがえやすい問題〉，p.239
〈問３・説明できるかな？〉／ 2 年 p.90-91 ほか

④知識及び技能の習得
と活用する力の育成
がバランスよく扱わ
れているか。

④基礎的・基本的な知識及び技能を
習得する過程で，思考力，判断力，
表現力等を段階的に高めていける
ように配慮されている。

●知識及び技能を習得する過程で生徒が考えたり説明した
りする学習活動を設けることで，知識及び技能と思考力・
表現力が無理なく身に付くようになっている。

●〈考えよう〉〈話し合おう〉〈深めよう〉〈説明できるかな？〉
というマークが付いた〈問〉は「主体的に学習に取り組
む態度」や「思考・判断・表現」の観点，マークが付い
ていない〈問〉は「知識・技能」の観点での評価に利用
することができるので，指導と評価の一体化を図ること
ができる。

●習得した知識及び技能を活用する学習内容が充実してい
る。
→ 1 年 p.112-120 ／ 2 年 p.24-32 ／ 3 年 p.108-117 ほ

か
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5  造本
教科書検討の観点 特色 具体例

①造本設計は適切であ
るか。

①フォントや文字の大きさ，行間隔，
字間，1 行の文字数は，読みやす
いように配慮されている。また，
デザインやレイアウトは学びやす
いように工夫されている。

●フォントや文字の大きさ，行間隔，1 行の文字数などは，
中学生の発達の段階を考慮して読みやすいように配慮さ
れている。

●見やすく読み間違えにくい UD フォントを全面的に使用
している。

●ふり仮名には大きく見え読みやすい UD ゴシック体を使
用している。

●本文（小節）は，初出用語や重要事項を枠で囲むなどして，
まとまりや区切りが明確になるようなデザインになって
いる。また，紙面に適度な余白を設けることで，圧迫感
を与えないようになっている。

②印刷は鮮明で見やす
いか。

②文字，図版，写真などが鮮明に印
刷されている。

●文字，図版，写真などは鮮明に印刷されている。
●目に優しい中間色を基調とし，色数をおさえつつ，めり

はりのある色遣いとなっている。

③製本は堅牢であるか。 ③紙質や製本は長期間の使用に耐え
るように配慮されている。

●表紙には，耐水性や堅牢性に優れた表面加工が施されて
いる。

●耐久性に優れ，紙面を広く活用できるあじろ綴じ製本を
採用している。

●本文には，丈夫でかき込みがしやすい紙を使用している。
●切り離して使う巻末付録には，丈夫で扱いやすい厚めの

紙を使用している。

教科書検討の観点 特色 具体例

④挿絵や図，写真など
が効果的に使用され
ているか。

④イラストや吹き出しなどで効果的
な学習支援をしている。

●キャラクター「マテマ」の吹き出しにより，生徒の学習
を支援している。

　→ 1 年 p.81，131 ／ 2 年 p.176 ／ 3 年 p.72-74 ほか
●中学生のキャラクターが自分の考えを説明したり，話し

合ったりする場面を示す見せることで，多様な考え方が
あることに気づかせるような配慮がなされている。
→ 1 年 p.58-59 ／ 2 年 p.22，108 ／ 3 年 p.51，191

ほか

⑤図や表が効果的に使
用されているか。

⑤理解を助ける図や表で，学習効果
を高めている。

●関数の表，式，グラフの関係などが視覚的にとらえられ
るように工夫されている。

　→ 1 年 p.140 ／ 2 年 p.71 ／ 3 年 p.106
●数量の関係をとらえたり，証明のしくみを理解したりす

る手段として，図や表を効果的に使用している。
→ 1 年 p.116 ／ 2 年 p.52，122，125 ／ 3 年 p.208 ほ

か
● 1 年 p.231 では，ヒストグラムの見方を表に整理して

具体的に示している。また，2 年 p.171 では範囲と四
分位範囲について表に整理して対比できるようにしてい
る。

⑥写真が効果的に使用
されているか。

⑥身近な具体物や活動する生徒のよ
うすを写真で効果的に見せてい
る。

●具体物などの写真により，数学に対する親近感をもたせ，
学習意欲を高められるようになっている。
→ 1 年 p.23，164 ／ 2 年 p.151 ／ 3 年 p.163，198 ほ

か
●活動をする中学生の写真を見せることで，その内容をイ

メージできるようにしている。
→ 1 年 p.202，204，209 ／ 2 年 p.176 ／ 3 年 p.101

ほか

教科書検討の観点 特色 具体例

⑨素材やデータは，ど
の地域の生徒にとっ
ても適し，生徒の経
験や興味・関心にあっ
ているか。また，正
確で適切なものか。

⑨素材やデータは，どの地域の生徒
にとっても身近で親しみやすいも
のを取り上げている。

　また，学習材の本質に迫るための
正確で適切な素材が選択されてい
る。

●どの地域の生徒にもなじみがあり，生徒の日常生活や将
来の社会生活で役に立つ場面を取り上げている。

● 1 年 7 章，2 年 6 章では，身近で親しみやすく，誰で
も容易に入手できる気象データを素材としているので，
自分たちが住む地域のデータを入手して学習に取り組む
ことができる。

●資料やデータは信頼でき，意図した学習に対して効果的
なものが選ばれている。また，情報活用能力を育成する
観点から，資料やデータの出典などが適切に示されてい
る。
→ 1 年 p.61，158 ／ 2 年 p.194-195 ／ 3 年 p.198 ほ

か

⑩地域や学校ごとの実
態に合わせた弾力的
な指導計画を立てら
れるよう配慮されて
いるか。

⑩三学期制，二学期制のいずれにも
柔軟に対応できる構成となってい
る。

●小節末の《やってみよう》は，省略したり，後から扱っ
たりすることも可能な内容であり，これらを扱う時期に
よって弾力的な指導計画を立てることができる。

　→ 1 年 p.117 ／ 2 年 p.155 ／ 3 年 p.143 ほか
●巻末の《数学マイトライ》は，学期末の余剰時間などに

適宜指導することができる。

4  正確性及び表記・表現
教科書検討の観点 特色 具体例

①表記・表現は正確で
適切か。また，文章
表現などの記述は理
解しやすくなってい
るか。

①説明の文章は平易で読みやすく，
正確な表現を用い，図や式を用い
るなど，理解しやすいように配慮
されている。

●用語の意味や数学的な概念を理解させる説明文では，数
学的な正確さを重視しながら，生徒の発達の段階を考慮
した平易な表現となっている。

●初出の用語や重要事項については，背景に色をつけたり
フォントを変えたりして強調するとともに，必要に応じ
て理解を助ける式や図などを添えることで，より確実に
定着するようになっている。

　→ 1 年 p.229 ／ 2 年 p.147，150 ／ 3 年 p.169 ほか

②教科特有の用語や記
号について，理解し
やすいように配慮さ
れているか。

②用語や記号については，わかりや
すい表現で意味を理解できるよう
に配慮されている。

●使用する用語や記号は十分に吟味され，生徒の負担を軽
減している。また，機会あるごとに繰り返し使用しなが
ら無理なく定着するようになっている。

●特に定着しにくい用語については，具体的な用語の使い
方を〈表現の例〉として示すことで理解を助けるような
配慮がなされている。
→ 1 年 p.46，144 ／ 2 年 p.101，103 ／ 3 年 p.44 ほ

か
●不等式や変数の変域を学習する際には，不等号の意味や

使い方を表にまとめることで，＜と≦，＞と≧の違いを
確実に理解できるような配慮がなされている。

　→ 1 年 p.93，131
● 2 年巻末見返しの〈図形のまとめ〉では，定着しにくい「定

義」と「定理」の違いを確実に理解できるような構成と
なっている。

③生徒の情意面や発達
の段階に配慮した表
現を用いているか。

③教科特有の表記・表現には徐々に
慣れるように配慮されている。

●本文の文末表現は，抵抗感が少なく親しみやすい「です。
ます。」調となっている。

●文末表現を，演習問題では「…しなさい。」，主体的な学
習活動を促す場面などでは「…しましょう。」と使い分
けることで，それぞれの学習場面のねらいが明確になっ
ている。

●証明の学習の初期にあたる 2 年 4 章では辺や頂点の対
応関係を意識させるために「共通な辺だから OP ＝ OP」
と表記し（p.126 ほか），2 年 5 章（p.135）からは簡便
に「AD は共通」と表記することを認めることで，学習
段階に応じた指導ができるようになっている。

6160



内容資料説明資料20200122

教科書検討の観点 特色 具体例

④表紙や見返しは工夫
されているか。

④数学の教科書にふさわしい表紙や
見返しとなっている。

●表紙は，ひと目で数学の教科書とわかり，数学的な美し
さと視点を変えることで違った形に見えるおもしろさを
表したシンプルなデザインとなっている。

　また，裏表紙では，モチーフとなった正多面体の多様な
見方を紹介しつつ，当該学年の学習内容と関連付けるこ
とで，生徒の知的好奇心を刺激する工夫がなされている。

●巻頭見返しの《数学を見つけよう》では，日常生活や社
会の中にある数学を写真で紹介している。これから学ぶ
数学に興味・関心を抱かせたり，数学のよさや美しさを
実感させたりすることができる。

● 3 年巻末見返の《数学の歴史》では，中学数学と関連が
ある数学者や歴史上のできごとなどを紹介することで，
数学への興味をいっそう深められるようになっている。

⑤使いやすさへの配慮
がなされているか。

⑤数学の本質的な学びに集中できる
ような配慮がなされている。

●自分や友達の思考過程などを記録する巻末《対話シート》
は，一般的なノートよりひとまわり小さいサイズなので，
授業後は折らずにノートに貼って残すことができる。

●巻末《対話シート》，巻末付録にはすべてミシン目加工
が施されているので，はさみを使わずに容易に切り離す
ことができる。

● 1 年 7 章では，章の扉が折込になっていて，ページを
めくらずに，そこに載っている統計データを参照するこ
とができる。

●かき込みをする方眼などの図を，定規があてにくい内側
ではなく外側にレイアウトすることで，取り組みやすく
している。

　→１年 p.138，186，190 ／ 2 年 p.80 ／ 3 年 p.110

⑥環境・安全・健康に
配慮されているか。

⑥環境・安全・健康に配慮した紙や
インキが使われている。

●資源保護に配慮した再生紙を使用している。
●本文には，適度な光の反射で目への負担の少ない紙を使

用している。
●環境や人体への影響が少ない植物性インキを使用してい

る。
●表紙には従来よりも工夫された表面加工を施すなど，化

学物質に敏感な生徒に少しでもやさしいものになるよう
配慮されている。

⑦軽量化への取り組み
がなされているか。

⑦生徒の負担を軽減するために軽量
化への取り組みがなされている。

●本文には通常よりも軽くて裏写りが少ない紙を使用する
ことで，教科書の軽量化に取り組んでいる。

教師用指導書，拡大教科書

教師用指導書は，各学年４分冊（指導編，教科書解答編，資料編，テスト編）と
デジタルデータ集から構成されています。

拡大教科書は，弱視の生徒のために，通常の教科書の文字を拡大するとともに，
内容を把握しやすいように写真，図版等を配置し直したものです。
弱視の程度に応じて選ぶことができるように，
文字の大きさが異なる３種類を用意します。

※これらの商品は現在開発中です。記載内容及び仕様は予告なく変更する場合があります。

教師用指導書

拡大教科書

指導編 日々の学習指導をサポートする内容を掲載しています。

●〈章の扉〉の解説，取り扱い，参考
●〈小節〉のねらい，解答例，指導上の留意点 など

教科書解答編
指導編より詳しい教科書の問題の解答集です。教科書の巻末に
掲載されていない各小節の〈問〉や節末の〈基本の問題〉などの解答例を
掲載しています。 コピーして生徒にお配りいただけます。

資料編 指導や評価，教材研究に関するさまざまな資料です。

全体に関する資料 ●年間指導計画案　●内容系統表 など

章に関する資料
●目標　　　　　●観点別の評価規準　　●学習材の解説
●指導計画表　　●参考資料　　　　　　●学習指導案（例） など

テスト編 コピーして使える教材集です。

理解度テスト ●教科書で１時間分の内容を確認できる小テスト

チャレンジ問題 ●各章の応用的な問題や活用の問題

ワークシート ●授業で使えるさまざまなワークシート

デジタルデータ集 コピーして加工できるデータ類や，そのまま印刷して使えるテスト， 
ワークシートのデータなどが収録されています。

媒体は CD-ROM
または DVD-ROM を
予定しています。

●教科書紙面PDFデータ（標準版，総ルビ版）
●「教科書解答編」に掲載されている解答のPDFデータ
●「資料編」に掲載されている各種資料のデータ
●「テスト編」に掲載されているテストやワークシートのデータ
●教材として使える各種統計データ など
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デジタル教科書・教材

日文は，「学校教育法等の一部を改正する法律」の公布により
制度化された中学数学の「学習者用デジタル教科書」を発売します。
生徒の主体的な学びを促したり，特別な配慮を必要とする生徒の学びを
支援したりする機能を充実させています。

学習者用デジタル教科書 指導者用デジタル教科書（教材）
学習者用デジタル教科書＋教材

生徒一人一人の特性にあった学びをサポートする 学級全体で学びを共有する

個々のペースで操作できる

デジタル教科書って何？

紙の教科書と同一の内容を記録
しており，紙の教科書と併用し
て使用することができます。

基本的に生徒一人一人が個々の
端末で利用します。

紙面の拡大やかき込みなど，
ICT 教材ならではの機能が
活用できます。

　第
だいいちしぶんいすう
1四分位数は，データの値

あたい
の小

ちい
さい方

ほう
の

半
はん
分
ぶん
の中
ちゅうおうち
央値です。また，第

だいさんしぶんいすう
3四分位数は，

データの値
あたい
の大

おお
きい方

ほう
の半
はん
分
ぶん
の中
ちゅうおうち
央値です。

　したがって，表
ひょう
2のデータの第

だいいちしぶんいすう
1四分位数は

7.5日
にち
，第

だいにしぶんいすう
2四分位数は中

ちゅうおうち
央値のことで14日

にち
，

第
だいさんしぶんいすう
3四分位数は21.5日

にち
です。

　第
だいいちしぶんいすう
1四分位数は，データの値

あたい
の小

ちい
さい方

ほう
の

半
はん
分
ぶん
の中
ちゅうおうち
央値です。また，第

だいさんしぶんいすう
3四分位数は，

データの値
あたい
の大

おお
きい方

ほう
の半
はん
分
ぶん
の中
ちゅうおうち
央値です。

　したがって，表
ひょう
2のデータの第

だいいちしぶんいすう
1四分位数は

7.5日
にち
，第

だいにしぶんいすう
2四分位数は中

ちゅうおうち
央値のことで14日

にち
，

第
だいさんしぶんいすう
3四分位数は21.5日

にち
です。

総ルビ表示

総ルビ表示
＋色の反転・配色設定

学びを助ける主な機能

拡大 音声読み上げ 総ルビ表示 色の反転・配色設定

「学習者用デジタル教科書」に動画や
シミュレーション，アニメーションなど，
豊富な教材コンテンツを追加したものです。
動きがある，効率よく試せる，
何度でもやり直せるといった
デジタル教材の特性を生かして，
学習の効果を高めます。

コンテンツの例：斜面で放物線をえがくボールの動画

日文デジタル教材のポイント

教科書紙面とコンテンツが
一体化しており，
授業をサポートする教材です。

「指導者用」は先生が
提示用に使い，「学習者用」は
生徒一人一人が個々の端末で
使用します。

「学習者用デジタル教科書」と
同じ「まなビューア」で
閲覧します。

※表示ソフトウェアは「まなビューア」を採用しています。
※価格，動作環境の詳細などは，弊社 Webサイトにてお知らせいた

します。
※本ソフトウェアは開発中のため，記載の内容及び仕様は予告なく変

更する場合があります。

※指導者用と学習者用の教材コンテンツには重複しているものがあります。

学習者用
デジタル教科書

指導者用
デジタル教科書（教材）

学習者用
デジタル教科書＋教材

教科書紙面 ○ ◯ ◯

教科書紙面以外の
教材コンテンツ × ◯※ ◯※

ご利用方法 生徒が使用 指導者（教師）が
提示用として使用 生徒が使用

動作プラットホーム Microsoft Windows10/8.1，iOS11/12（iPad）・iPadOS13，Google Chrome OS

各種商品情報
「学習者用デジタル教科書」（１～３年／学年別）
「指導者用デジタル教科書（教材）」（１～３年／学年別）
「学習者用デジタル教科書＋教材」（１～３年／学年別）
発　売：令和３年３月 予定
体験版：弊社Webサイトで公開いたします。
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デ
ー
タ
の
分
布
と
確
率

6
章

 中央値を使ってデータの特
とく
徴
ちょう
を考えたり，

データの中のある値
あたい
が中央値より大きいのか

小さいのかを考えたりすることがあります。

　データの分布を調べるために，値を小さい
順に並べて，値の個数が等しくなるように
全体を 4つに分けることがあります。

データを 4つに分けて分布を表す方法について考えよう。

　次の図は，前ページの表2の値を数直線に対応させ，
データを4等分する区切りの位置を破線 で示したものです。

！注意	第2四分位数は，中央値のことです。

　第1四分位数は，データの値の小さい方の
半分の中央値です。また，第3四分位数は，
データの値の大きい方の半分の中央値です。
　したがって，表2のデータの第1四分位数は
7.5日，第2四分位数は中央値のことで14日，
第3四分位数は21.5日です。

めあて

　次の図の　　の部分は，表2のデータの最小値，最大値と
四分位数を数直線に対応させて，データの分布を長方形と
線分を使って表したものです。

 この図の長方形を箱，線分をひげといいます。
 箱ひげ図の箱の区間には，中央値の前後の
約25％ずつ，合わせて約50％の値がふくまれます。
 箱ひげ図では，データの分布をおおまかに
表します。

次の図は，163ページの表1と同じ期間に，福
ふく
岡
おか
で猛

もう
暑
しょ
日
び
が

年間何日あったかを表した箱ひげ図です。この図から，
最小値，最大値，四分位数を読み取りなさい。

問1の福岡の箱ひげ図は，左のひげより右のひげの方が
長くなっています。このことから，「猛暑日が 3日以下の
年より，10日以上の年の方が多い」といってよいでしょうか。

問1

問2

	 データの分布の比較1 節
1 四分位数と箱ひげ図

(日)0 5 1510 20 25 30

５個 ５個 ５個 ５個

データを４等分する区切りの位置

3 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 20 21 22 23 26 31
267

 データの値を小さい順に並べて，値の個数が等しくなるように
4つに分けたときの，3つの区切りの位置の値を四

し
分
ぶん
位
い
数
すう
といい，

小さい順に第１四分位数，第２四分位数，第３四分位数といいます。

確かめ　▶算数

中央値

中央値

データの値が偶数個ある場合

データの値が奇数個ある場合
き すう

ぐうすう

(中央の 2つの値の平均値)

第１四分位数　 7+8
=7.52

第２四分位数　 13+15
=142

第３四分位数　 21+22
=21.52

考えよう

 このような，長方形とその両
りょう
端
たん
からのびる線分で

データの分布を表した図を箱
はこ
ひげ図

ず
といいます。

(日)0 3 14 21.57.5 31
↑

最小値
↑

中央値
（第２四分位数）

四分位数

↑
第３四分位数

↑
第１四分位数

↑
最大値

４つの区間にふくまれる値の個数が等しい

3 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 20 21 22 23 26 31
267

約50％
約25％ 約25％ 約25％ 約25％

ひげひげ 箱

福岡

(日)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

WEB

5

5

10

10

15

1520

64


	表1-4
	内容資料説明_表2_p03
	内容資料説明_p04_11
	内容資料説明_p12_17
	内容資料説明_p18_29
	内容資料説明_p30_39
	内容資料説明_p40_43
	内容資料説明_p44_65

