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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。

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
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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

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。

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
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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。
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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
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5

5

10
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15

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

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

2 年 p.185

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。

3

20



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
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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。
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3 年２章 190329

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

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
3 年 p.45

3 年 p.46

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

1 〜 3年 p.5（共通）
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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

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

3 年 p.8

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
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3 年巻末 190329

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

1年巻末 190314

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

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.222

1 年 p.272 〜 273

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
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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

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

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.85

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

10

15

20

25

15

20

20
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2 年巻末 190322

　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）
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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

20

20

15

15

10

10

5

5

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

2 年 p.194 〜 195

3 年 p.214 〜 215

1 年 p.258

2 年 p.192

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）
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内容資料説明資料20200122

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

「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
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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

5

5

10

10

15

15

20

25

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

26



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。

245244
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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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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

27
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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

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。

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。
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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

5 5

10

10

15

15

20

20
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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）

箱やひげが長いほど
値が多くあるわけでは
ないんだね。
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３年８章 標本調査

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。
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(年)

年ごとの猛暑日の日数（大阪）
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1977

1998

2017

1938

1957

1978

1997

1 2 3 4

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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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。
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問3
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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。
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1970年の
大阪万博の入場者数
▶p.194
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10
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15
15

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。

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。
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ア
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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
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