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▲１年 P.6 ～ 7

巻頭言

予習・復習をしよう

考えを伝え合おう

自分で考えよう

数学を利用しよう

　数学の学習では，問題を解くための方法や考え方を身につけたり，
身につけたことを別の場面で利用したり，自分の考えやほかの人の考えを
たがいに伝え合ったりできるようになることが大切です。

　数学では，すでに学んだ知識や考え方などを
使って，新しいことを見つけていきます。

◎「数学のことば」を積極的に使いましょう。
　 説明しよう や 話し合おう で説明するときは，学んだ用語を
積極的に使って，その使い方に慣れましょう。
　また，式や図，表，グラフなども，自分の考えを伝え合う
道具として使っていきましょう。

◎説明したいことをていねいに伝えましょう。
　説明をするときには，
　　「何が，どうなるのか。」
　　「どうすれば，そうなるのか。」
　　「なぜ，そうなるのか。」
などがきちんと伝わるようにしましょう。

◎ほかの人の発表をしっかり聞きましょう。
　ほかの人の考えのよいところや，自分の考えとの
ちがいを考えましょう。
　わからないところや疑問に思ったところがあれば，
質問をしましょう。

◎学んだことをまとめましょう。
　ノートやレポートなどをかくときは，あなたが
どのように考え，どのような方法や手順で
解決したのかが，ほかの人が読んでもわかるように
かくことを心がけましょう。

速さの単位を，次のようにかく場合があります。

　時速4km  4km/h 

　分速80m  80m/min
　秒速5m  5m/s

hはhour (時間 )，minはminute (分 )，sはsecond (秒 )を略した単位記号です。
/hは「1時間あたり」という意味です。

　たとえ答えにたどり着けなくても，自分で
考えた経験が，考える力をのばしていきます。
　また，自分で考えることで，新たなことに
気づいたり生み出したりする楽しさを
感じられるでしょう。

　身のまわりの場面や，将来経験するであろう
場面では，数学を使うことで解決できる問題に
出あうことがあります。

求めた結果は，
どんな意味を
もつのかな。

どんなことが
予想できるかな。

条件を変えると
どうなるかな。

共通点は何かな。
ちがいは何かな。

数学を使って
解決できないかな。

数学をどのように
使えばよいかな。

ほかに方法は
ないかな。

これまでに，
どんなことを
学んだかな。

学ぶ前に や巻末の「算数をふりかえろう」を
使うなどして，自分で予習・復習をする習慣を
身につけましょう。

章末の とりくんでみよう にある 説明できるかな？ では，
方法や理由などをかく練習をしましょう。

見つけよう ， 考えよう ， やってみよう などでは，
新しいことがらや問題の解き方，いろいろな
見方や考え方などを見つけたり，発展させたり
しましょう。

生活への利用 では，生活の中で数学を利用する問題に
取り組みましょう。また，そこで学んだ経験を，
実際の生活の中でも生かしていきましょう。

表現の例

正方形の周の長さは，
1辺の長さに
比例します。

速さの単位の表し方

ノートの工夫P.8 数学レポートをかこうP.268

数学の学習で大切なこと
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生き抜く力を養う新しい教科書
奈良教育大学名誉教授　重松敬一

数学の学習では，生徒の主体的な学びを実現する
ために，問題を解くための方法や考え方を身につけ
たり，身につけたことを別の場面で利用したり，自
分の考えやほかの人の考えをたがいに伝え合ったり
できるようになることが大切です。
このことを生徒に理解してもらい，自ら進んで学
習していく態度を養いたいものです。
そこで，各学年の巻頭には〈数学の学習で大切な
こと〉を設けました。（下記参照）
学年の最初の授業や必要に応じて，このコーナー
を使って数学の学び方について先生から話をしてい
ただき，生徒には，それを日々の学習の中で実践し
てもらえればと思っています。

グローバル化のさらなる進展により，変化の激し
い，見通しの立てにくい社会となりつつあります。
そのため，一人一人が自立をめざし，何事にも主体
的・意欲的に取り組むことを通して，生き抜く力を
身に着けることが必要になっています。
そこで，平成 28年度版教科書『中学数学』では，

中学生が数学を学ぶにあたり，「生き抜く力を養う」
ことを目標として設定し，学習指導要領の趣旨をふ
まえ，確かな学力を身につけることをめざしました。

１    はじめに ２    生徒の主体的な学びの実現
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▲１年 P.185
184 5 章　平面図形

5
章

185

5
章

★ これまでに学んだ作図を，いろいろな問題に活用しましょう。

　Qで考えたことから，直線AB上の点 Pを

通る，直線ABの垂線の作図は，大きさが 180'の

~APBの二等分線と考えることができます。

　また，右の図で;QCDをかくと，

;QCDはQC=QDの二等辺三角形です。

　二等辺三角形は線対称な図形で，直線 PQが

;QCDの対称の軸だから，線対称な図形の性質より，

PQ|ABがいえます。

1問 　ノートに直線を自由にひき，その直線上に点をとりなさい。

そして，その点を通る，直線の垂線を作図しなさい。

2問

3 節　基本の作図

　円の中心は，円周上のどの点からも等しい距離にあります。

　また，179ページで学んだように，2点A，Bからの距離が

等しい点は，線分ABの垂直二等分線上にあるから，

円の中心は，その円の弦の垂直二等分線上にあります。

　このことをもとに，円の中心を作図で求めてみましょう。

3問 　右の図は，遺
い
跡
せき
から発

はっ
掘
くつ
された

皿の一部です。

もとは円形だったと考えて，

その円の中心を作図で求め，

もとの円をかきなさい。

　183ページの 3問 では，正三角形の１つの角は 60'であることを使って，

60'の角と 30'の角を作図しました。

　ほかには，どんな大きさの角が作図できるでしょうか。

また，その角はどうすれば作図できるでしょうか。

作図の活用5

Q

左の図で，円Oの周上の点Aを通る，

円Oの接線を作図しなさい。
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BA

まず，垂線を作図して，
そのときできる4つの直角の
1つを2等分すれば，
45°の角が作図できるね。

直角二等辺三角形を
作図することができれば，
45°の角ができるね。
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左の~APBの二等分線lを作図しなさい。

~APBが大きくなり，3点A，P，Bが

一直線上の点になったとき，lは，

直線ABと，どのように交わりますか。
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話し合おう
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章1 正の数と負の数

この章では，0を基準として表した数と，その計算について学びましょう。

　世界の都市の，2月のある日の最高気温と最低気温です。
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最高気温が
最も高かったのは，
どこかな。

最低気温が
最も低かったのは，
どこかな。

「気温が0℃」は
「気温がない」という
意味ではないね。
この0は，
どんな意味なのかな。

Q 東京の例のように，各都市の

温度計のイラストに

最高気温と最低気温を示す

色をぬりましょう。

5℃は，0℃より5℃高い温度だね。
「-6℃」は，どんな意味なのかな。

?

最高気温 -7℃
最低気温 -20℃

最高気温 14℃
最低気温 5℃

最高気温 2℃
最低気温 -6℃

最高気温 9℃
最低気温 0℃

②モスクワ

③パリ
最高気温 2℃
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④ニューヨーク
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▲１年 P.11（１章〈章の扉〉）

180 6 章　確率

6
章

181

6
章

　　　A B

①

②
3

4

5

1問 　左の図は，Aさんがあたった

場合を A，Bさんがあたった場合を

Bで表した樹形図を，和也さんが

途
と
中

ちゅう
までかいたものです。

左の樹形図を完成しなさい。

2問 　くじを先に引くときと，あとから

引くときの，あたる確率を

それぞれ求め，あたりやすさに

ちがいがあるか説明しなさい。

　くじの本数やあたりの本数を変えて，

2問 と同じことがいえるか，調べましょう。

6 章の問題

起こりやすさを調べて説明しよう6 生活への利用

②

3

4

5

1枚の硬貨を 3回続けて投げるとき，次の確率を求めなさい。

1　3回とも表が出る確率

2　1回だけ表が出る確率

3　少なくとも 1回は表が出る確率

4　1回も表が出ない確率

2つのさいころA，Bを同時に投げるとき，

次の確率を求めなさい。

1　2つの目の数の積が 18になる確率

2　2つの目の数の積が 30未満になる確率

箱の中に 1 ，2，3の 3枚のカードがはいっています。

この箱から 2枚のカードを続けて取り出し，取り出した

順に並べて 2けたの整数をつくるとき，それが

偶数になる確率を求めなさい。

箱の中に 1 ，2， 3，4，5の 5枚のカードが

はいっています。この箱から同時に 2枚のカードを

取り出して組をつくるとき，次の確率を求めなさい。　

1　2枚の数の積が奇数になる確率

2　2枚の数の積が偶数になる確率

3　2枚の数の和が 5以下になる確率

袋の中に，白玉 3個と赤玉 2個がはいっています。

この袋から，同時に 2個の玉を取り出すとき，

次の確率を求めなさい。

1　2個の色が同じである確率

2　2個の色がちがう確率

3　少なくとも 1個は赤玉である確率

硬貨を投げる
ときの確率
P.176 例 1

2 つのさいころを
投げるときの確率
P.177 例 2

2 枚のカードを
取り出すときの
確率
P.176 ～ 177

2 枚のカードを
取り出すときの
確率
P.178 例 1

2 個の玉を
取り出すときの
確率
P.179 例 2

6章のくり返し練習 解答例 P.232
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やってみよう

説明しよう

［和
かず
也
や
さんのノート］

A

A

A

A

B

15

20

5

10

5

10

15

20

25

 和
かず

也
や

さん

5本のくじのうち，あたりの2本を
①，②，残りの3本を3，4，5として，
すべての起こりうる場合を樹形図で
考えるとわかるかな。

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本ずつくじを引くとき，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。先に引く人をAさん，

あとから引く人をBさんとし，この章で

学んだことを使って考えましょう。

また，考えた方法を説明しましょう。

▲２年 P.180

右の式の にあてはまる数をかき入れましょう。

これらの式から，どんなことが予想されますか。

「 は，……になる。」という形で答えましょう。

★ 式の展開や因数分解を活用して，数や図形の性質について考えましょう。

数の性質の証明例 1
Qから，連続する 2つの整数の 2乗の差は，

その 2数の和に等しくなることが予想されます。

このことがいつも成り立つことを証明しましょう。

［証明］　

1問 　右の式で，左辺は連続する 3つの整数を使った

計算です。次の問いに答えなさい。

1　右の式の にあてはまる整数を

　 かき入れなさい。

2　どのようなことが予想されますか。

3　連続する 3つの整数のうち，真ん中の数を

　　nとして， 2 の予想がいつも成り立つことを

　　証明しなさい。

文字を使った証明1

文字式の活用節3

式 (n+1 )2 -n2は，
M 2 -n2として
因数分解することも
できるね。

Q
1

2

3

4

5

6

基本の問題

因数分解の公式
P.28 ～ 31

因数分解
1 P.27 例 2
2 P.27 例 3
3 P.28 例 1
4 P.29 例 2
5 P.29 問 3
6 7 P.30 例 1
8 P.31 例 2

因数分解の公式を
活用した数の計算
P.31 例 3

多項式を 1 つの
文字とみなして
公式を使う
P.33 例 3

x2+(a+b)x+abの
因数分解
P.28 例 1

因数分解の公式の
活用
1 ～ 4 P.32 例 1
5 6 P.32 例 2

3 節　文字式の活用

 32 -22 =

42 -32 =

 52 -42 =

 62 -52 =

P.32のチャレンジの答1　 1 (2x+5y)2　 2 (7a-b)2　　2　a(x+1)(x-3)　　

見つけよう
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= 122 - 1 * 3

= 132 - 2 * 4

= 142 -　　*

= 152 - 1 *

= 162 - 1 *

次の にあてはまる式をかき入れて，因数分解の公式を

完成しなさい。知

x
2
+(a+b)x+ab=

x
2
+2ax+a

2
=

x
2
-2ax+a

2
=

x
2
-a

2
=

次の式を因数分解しなさい。技

1　3ab-a2　　 　 2　2xy2-8y

3　x2+9x+14　 　 4　y2-7y+10

5　a2-5a-6　 　 6　x2+4x+4

7　a2-16a+64　 　 8　y2-100

工夫して，次の計算をしなさい。どのように工夫したか

わかるように，途中の計算もかきなさい。考

1　382-372　 　 2　542-442

次の式を因数分解しなさい。技

1　9x2+6x+1　 　 2　4x2-9

3　4x2-4x+1　 　 4　9a2-49b2

5　2x2+18x+36　 　 6　5y2-20

(x+1)
2
+3(x+1)+2を因数分解しなさい。技

a，bを自然数とするとき，x2+ x+24を

(x+a)(x+b)の形に因数分解できるように，

に自然数を入れます。 にあてはまる自然数を

すべて答えなさい。考

連続する2つの整数鼫うち，小さい方鼫整数を
n協すると，大きい方鼫整数𠃵n+1と表される。
2乗鼫差𠃵 (n+1 )2 -n2 =(n2 +2n+1)-n2

     =2n+1

2数鼫和𠃵   (n+1 )+n =2n+1

𠛬割がって，連続する2つの整数鼫2乗鼫差𠃵，
龥の2数鼫和に等しく�る。

34 1 章　式の展開と因数分解

1
章

35
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▲３年 P.35

授業の展開では，まず，章の導入にあたる
〈章の扉〉で見開き 2ページを使い，生徒の学
習意欲を高める課題や，これから学ぶことに関
連した身近な話題を紹介しています。中学生の
キャラクターの会話を中心にして場面を提示し，
章全体や第 1時間目の学習のきっかけとなる疑
問や気づきを， マークのついた吹き出しで
示しました。
〈章の扉〉については，本資料 P.4～ 5で詳
しく解説しています。

日々の授業の中でも，生徒が，予想や疑問を
もとに，主体的に学習できるような展開として
います。
1時間の授業の導入には，学習の出発点とな
る問題として を設けています。その授業の
テーマに応じて，数や図形の性質などを予想し
たり，既習事項と関連づけて新たな課題につい
て見通しをもったりする活動の場面を設定しま
した。
導入場面に限らず，授業の内容や展開に応じ
て，数学的活動を通して学んだことを深めたり，
多様な考えに基づいて考察したりする学習展開
を取り入れることにより，数学的な見方や考え
方を育成し，学びの主体化を図りました。
各小節には，次のような学習活動を適宜設け
ています。

　 …新たな性質などを見つける活動

 …身のまわりのことがらに数学を
  利用する活動

 …方法や理由などを説明する活動

また，言語活動を促す場面を積極的に取り入
れることにより，数学的な表現力を育てられる
ようにしました。
生徒に説明をさせる場面でも，数学的な表現

を用いて説明するよう指導することが大切です。
教科書では，学習する上で参考になるように，
吹き出しを使った〈説明の例〉や，〈○○さん
のノート〉として説明のひな形を適宜示しまた。
数学的活動，言語活動については，本資料P.10

～ 11で詳しく解説しています。
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▲１年 P.247
246

7
章

2477 章　資料の活用

生活への利用 借りた本の冊数の比較　

　右の表は，ある中学校の 1年 1組と 1年 2組の生徒，

各 22人が，ある期間に図書室から借りた本の冊数を

調べ，借りた冊数が少ない順に並べたものです。

　この資料から，どちらの学級の生徒が，図書室の本を

たくさん借りているかを比べたいと思います。

　まず，1組と 2組の生徒が借りた本の冊数の平均値を

求めたところ，どちらも 4冊でした。

1問 	 1組と 2組のそれぞれについて，借りた本の

冊数の中央値と最頻値を求めましょう。

2問 	 2組について，46冊借りた 1人を除く

21人の平均値，中央値，最頻値を

それぞれ求め，22人の場合と比べましょう。

このことから，どんなことがわかりますか。

　 2問 からわかるように，平均値には，資料の中に

　　　極
きょく
端
たん
に離

はな
れた値があると，その値に大きく影

えい
響

きょう
を

受けるという性質があります。これに対し，中央値と

最頻値には，離れた値の影響を受けにくいという性質が

あります。

　Aさんは「平均値は，どちらも 4冊で等しいから，

1組の生徒と 2組の生徒は，どちらも同じくらい

図書室の本を借りている。」といっています。

　あなたの考えは，Aさんの考えと同じですか，

それともちがいますか。そう考えた理由を説明し，

ほかの人の意見も聞いてみましょう。

借りた本の冊数

通し番号 1組
(冊)

2組
(冊)

① 2 0
② 2 0
③ 2 1
④ 3 1
⑤ 3 1
⑥ 3 1
⑦ 3 1
⑧ 3 1
⑨ 3 1
⑩ 4 2
⑪ 4 2
⑫ 4 2
⑬ 4 2
⑭ 4 2
⑮ 5 2
⑯ 5 3
⑰ 5 3
⑱ 5 3
⑲ 6 4
⑳ 6 5
21 6 5
22 6 46

平均値 4 4
中央値
最頻値
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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などに
応じて扱うことにより，学習を確かにしたり，学んだことを
広げたり深めたりするための課題などを扱っています。
（全員が一律に学習する必要はありません。）

▲２年 P.96

右の図は，直線ADを

対
たい
称
しょう
の軸
じく
とする線対称な

図形です。

この図について，次の

問いに答えましょう。

1 　頂点Bに対応する頂点はどれですか。

2　辺BCに対応する辺はどれですか。

3　~BCDに対応する角はどれですか。

4　次の にあてはまる角をかき入れましょう。

　　　~CDA=
1
2

~

5　直線ADからの距
きょ
離
り
が，頂点Cと等しい

　　頂点はどれですか。

次のことがらを表すように， にあてはまる記号を

かき入れましょう。

1 　2直線l，mは

　　平行である。

　　　  l m

2　直線nは線分ABの垂直二等分線で，

　　その交点がMである。

　　　 n AB

　　 AM BM

ふりかえり 算数

ふりかえり 1年

● 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。
左の図で，
四角形 ABCDと
四角形 AFED は
合同である。

● 合同な図形で，重なり合う
頂点，辺，角を，それぞれ
対応する頂点，対応する辺，
対応する角という。

● 直線，線分，半直線

● 線分 A Bと線分 C Dの
   長さが等しい
　AB=CD

● ~ABCの大きさが 90°
　~ABC=90°

● 直線 A Bと直線 C Dが
   垂直である
　AB|CD

● 直線 A Bと直線 C Dが
   平行である
　AB:CD

 「4章　図形の性質と合同」を学ぶ前に 解答例 P.230

1

2

　地上から約 10000ｍまでは，高度が高くなるのに

ともなって，気温が一定の割合で下がります。

このため，高い山に登ると，そのふもとに比べて

気温が低くなります。ただし，地形や天候によって

変わることもあります。このことを，実際の

気象データを使って確かめてみましょう。

　右の図は，気象庁が設けている山
やま
梨
なし
県内の

観測所を記した地図です。

　また，次の表は，気象庁のホームページで

調べて作成した，富
ふ
士
じ
山
さん
とその周辺の観測所の，

標高と 2013年 8月の平均気温の資料です。

　右の図は，標高を横軸に

とり，平均気温を縦軸に

とって，上の表の標高と

平均気温の関係をグラフに

表したものです。

　

1問 　上の図から，標高が高くなるのにともなって，平均気温が

一定の割合で下がっていることがわかります。標高が 1000m

高くなるごとに，平均気温は約何&ずつ下がっていますか。

2問 　富士山周辺の，標高が 2500mの地点で，2013年 8月の

平均気温は，何&くらいだったと考えられますか。

生活への利用 高度と気温
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3
章

3 章　1次関数

などを中心に，数学のよさや有用性を実感できるも
のを取り上げました。

５    個に応じた学習

生徒の学習進度は様々です。また，基礎的・基本
的な問題にじっくり取り組みたい生徒，より難しい
問題や新しい課題に取り組みたい生徒など，生徒の
意欲にも個人差があります。
そこで，巻末の〈数学 マイ トライ〉では，その
ような生徒の実態に即した弾力的な指導ができるよ
う，多様な問題や課題を設けました。
１年には小中連携を図るための〈算数をふりかえ

ろう〉を設け，3年には中学校で学んだすべての学
年・領域の内容を総合的に扱う〈ステップアップ〉
を設けるなど，その構成は学年別に変えています。
（本資料 P.14～ 15参照）。
3学年共通に設けた〈力をのばそう〉には，全国

学力・学習状況調査で出題され，正答率が低かった
問題や無解答率が高かった問題を参考にした問題を
取り入れているので，基礎的・基本的な知識や技能
の定着度を確認するとともに，活用する力をいっそ
う伸ばすのに役立ててもらえればと思います。
なお，〈数学 マイ トライ〉は家庭での自主学習

にも対応できるよう，すべての問題に解答例を付け
ました。

６    おわりに

これまで述べてきたように，新しい教科書では，
確かな学力を育成し，生活や社会と数学との関わり
を知り，数学を利用しようとする主体的な学びの態
度を養うことができるよう，また，多様な生徒の実
態に対応できるよう，様々な工夫をしています。
先生方にとっては，「親しみやすく」「学力向上が

図れ」「効率性がよく」その上で「豊富な内容がある」
など，指導しやすい教科書となるように配慮しまし
た。
そして，何よりもこの教科書を使って学ぶ生徒た

ちが，「数学を学ぶことは楽しい」「数学は身近で役
に立つ」と実感するとともに，社会を築く一員とし
て成長していくことを期待しています。

2

数学では，既習の知識や技能，見方・考え方や意
欲をもとに，新たな数学を構成していきます。その
過程で，既習事項をふり返ることはとても重要です。
そこで，すべての章の直前に〈次の章を学ぶ前に〉
を設けました。（本資料 P.9参照）このコーナーでは，
これまでにどんなことを学んだかをふり返ります。
このような場面を設けることで，生徒は既習事項と
次の章で学ぶ内容の系統性を意識することができ，
既習事項をもとに新しい数学を作り出していくとい
う意欲をもたせることにつなげられます。
日々の授業で使う本文（小節）は，学習の区切り
を明確にし，学びやすく指導しやすい構成としてい
ます。紙面のデザインもメリハリを付け，横欄を活
用した新たな試みもしています。（本資料 P.6～ 7参照）
さらに，学んだ力を確かなものにするために，本
文の合間には，数学への興味・関心を高める話や，
数学的な見方や考え方を豊かにする課題などを扱っ
た〈数学のたんけん〉を設けています。
節末・章末・巻末に設けた問題には，それぞれ評
価の観点，難易度，出題形式（選択式，短答式，記
述式）にバリエーションを付け，質・量ともに充実
したものとしました。

４    活用する数学，探究する数学へ

基礎的・基本的な知識・技能の育成を確かにし，
生かすために，本文では「活用型」の授業に取り組
みやすい小節を適宜設けました。
また，各章の章末には，その章で学んだことを，
さらに深めたり発展させたりするための課題であ
る〈深める数学〉か，その章で学んだことを使っ
て，身のまわりの問題を解決する課題である〈生活
への利用〉のいずれかを掲載しました。この 2つは，
学級の実態に応じて選択的に扱うことができるコー
ナーです。各章で学習した事柄を活用して解決する
課題となっているので，時間が許す限り授業で扱っ
ていただければと思います。
さらに，巻末には，探究的な学習に取り組むため
の課題や，調べ学習のきっかけとなる数学にまつわ
る興味深い話を載せた〈数学研究室〉を設けました。
これらのページでは，複数の章や領域を横断的に扱
う内容や，特定の章に属さない内容，発展的な内容

P.27のチャレンジの答1　 1 -9　　 2 -42　　 3 -100

説明しよう

28 1 章　正の数と負の数

1
章

292 節　加法と減法

1
章

次の減法を加法になおして計算しなさい。

次の計算をしなさい。

次の計算をしなさい。

次の計算をしなさい。

1　(+4)-(-6)　 　 2　(+5)-(-10)

3　(-7)-(-8)　 　 4　(-1)-(-5)

5　(-9)-(-2)　 　 6　(-12)-(-3)

1　0-(+3)　 　2　0-(-5)　

3　(+6)-0　 　4　(-8)-0　

1　(+7)-(+13)　 　 2　(+12)-(-8)

3　(-4)-(+11)　 　 4　(-6)-(-15)

5　(-17)-(+17)　　 6　(-25)-(-25)

1　(+5)-(+5)　 　 2　(-1)-(-1)

1　(+7) -(-2)　-2 をひく 　 　　 2　(-9) -(-6)　-6 をひく

　=(+7) +(+2)　+2 をたす 　 　　　=(-9) +(+6)　+6 をたす

　=+9　 　 　 　 　　　=-3

1　0-(-4)=+4　　 2　(-9)-0=-9　

絶対値が等しく，符号が同じ 2数の差は，0である。

26～ 28ページで学んだ減法について，ふり返ってみましょう。

　　　　ひかれる数が同じである減法の式で，ひく数が1大きくなると，その差は

どうなりますか。また，ひく数が1小さくなると，その差はどうなりますか。

　(+2)- 　0 = +2   (+2)-(+2)=

　(+2)- (+1 ) = +1   (+2)-(+1 ) = +1

　(+2)- (+2) =    (+2)- 0 = +2

　(+2)- (+3) =    (+2)- (-1 ) =

　(+2)-(+4) =    (+2)- (-2) =

　　　　減法 (+3 )-(-5)を加法 (+3 )+(+5)になおすことができる理由を，

 真
ま

央
お

さんと陸
りく

さんは，トランプの黒（ ， ）のカードが表す数を正の数，

 赤（ ， ）のカードが表す数を負の数として，次のように説明しています。

(-6)-(+2)を (-6)+(-2)になおすことができる理由を，

同じように説明してみましょう。

1

2

ある数をひくことは，その数の符号を変えた数をたすことと

同じである。

正の数，負の数の減法

2問

3問

4問

5問

負の数をひく計算例 2

0からひく計算，0をひく計算例 3

くり返し練習 2P.52

減法のいろいろな見方数学のたんけん数学のたんけん

チャレンジ2
1　(+24)-(-13)

2　(+61)-(-61)

3　(-117)-(-18)

答P.30

チャレンジ3
1　0-(-13)

2　(-25)-0

答P.30

-5のカード
なんて
ないよ。

加法
（+3）+（+5）
になおす
ことが
できるんだね。

これなら-5の
カードがとれるね。

ここから
-5のカードを
とってください。

だから減法
（+3）-（-5）の
計算は…。

1
3

2
4

それなら，+5と-5の
カードを追加してみます！

+5と-5の
和は0だ。
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▲１年 P.29

▲３年 P.44

2* 10 と 3* 9

5* 13 と 6* 12

「2章　平方根」を学ぶ前に 解答例 P.265

6 * 6を62 とかいて，
「6の2乗」または
「6の平方」と読む。

ふりかえり 1年

36を素因数分解すると
22 * 32となる。

   36 =22 * 32

 =(2 * 3)2

 =62　←6の平方

ふりかえり P.39

3問 　彩
あや
さんは，別の性質を見つけて，その性質がいつも成り立つことを，

次のように文字を使って表しました。彩さんは，どんな囲み方をして，

どんな性質を見つけたのでしょうか。式から読み取り，図やことばで

説明しましょう。

4問 　カレンダーの数の並びについて，ほかにもいろいろな性質を

見つけましょう。また，見つけた性質がいつも成り立つことを，

文字を使って説明しましょう。

　カレンダーの数の並びについて，いつも

成り立つ性質を見つけ，そのことを文字を

使って説明し，伝え合いましょう。

1問 　真
ま
央
お
さんは，カレンダーの数の並びについて調べ，

次のような性質を見つけました。

真央さんが見つけた性質について，次の問いに答えましょう。

1　真央さんが見つけた性質は，このカレンダーの

　　ほかの場所でも成り立つことを，実際に計算して

　　確かめましょう。

2　長方形で囲んだ 4つの数のうち，左上の数を

　　xとして，真央さんが見つけた性質がいつも

　　成り立つことを，文字を使って説明しましょう。

2問 　陸
りく
さんは，上の真央さんと同じ囲み方をしたときの，

左上と右下の数の積と，右上と左下の数の積を

比べるとどうなるだろうかと考えています。

どんな性質があるか調べましょう。また，調べて

見つけたことを，文字を使って説明しましょう。

深める数学 カレンダーの秘密を解き明かそう

真
ま

央
お

さん

 陸
りく

さん

 彩
あや

さん

次の計算をしましょう。

1 　32  2　42　　　　　　 3　52

324がどのような自然数の平方であるかを

調べましょう。

1

2

15

20

5

10

5

10

15

　x2 -(x+7)(x-7)

=x2 -(x2 -49)

=49

日 月 火 水 木 金 土
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

x

カレンダーの4つの数を右鼫ように
囲んだ協き，左上と右下鼫数鼫和𠃵，
右上と左下鼫数鼫和と等しく�る。
　　2+ 10 = 3+ 9

　　5+ 13 = 6+ 12

日 月 火 水 木 金 土
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

日 月 火 水 木 金 土
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

説明しよう
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３    確かな学力の育成



5

学びの必然性を重視しつつ，本文の内容へとスムー
ズに入れるような学習展開や，章の扉での考察が以
後の学習で活かされるようなストーリー性を重視し
た内容や構成になるように見直しました。
例えば，1年「4章　比例と反比例」では，章の
扉で見いだした，ともなって変わる 2つの数量に
ついて本文の中で調べたり，章の扉で取り上げた問
題を単元の最後で解決したりする展開に見直しまし
た。
2年「5章　三角形と四角形」では，二等辺三角

形の定義である「2辺の長さが等しい」ということ
を強調し，2辺が等しいという条件（辺に関する情
報）だけで，2つの角が等しいという性質（角に関
する情報）が導き出されることへの疑問から，本文
の内容へとつなげる展開にしています。いずれの内
容も，そこまで多くの時間をかけずとも扱える内容
になっていると思います。
また，3年「2章　平方根」の章の扉では，1め
もりが 1cmである方眼を使って，いろいろな面積
をもつ正方形をつくるところから始めます。時間は
かかってしまいますが，この一連の活動によって，
という新しい記号を導入する意味や，平方根の

大小の理解が促進されると考えるからです。
このように，単元を貫く重要な問いや以後の学習
に活かされる内容を中心に，なるべく時間をかけず
に扱える，いわば「使える扉」を目指して，章の扉
の内容や構成を見直しました。
数学の苦手な生徒の中にも，人から与えられた問
題は考えたくなくても，自分で見いだした問題や疑
問についてはじっくりと考えたいと思う生徒が多く
います。まずは生徒自身が問いを持つことが大切な
のだと思います。
［数学的活動とは，生徒が目的意識をもって主体
的に取り組む数学にかかわりのある様々な営みを意
味している。］※ 1

このような数学的活動を実現するためにも，学び
の必然性やストーリー性は必要不可欠なものと言え
るでしょう。
引用・参考文献
※ 1文部科学省『中学校学習指導要領解説　数学編』
（2008），教育出版

章
　二等辺三角形は，コンパスと定規を使って，次のような手順で

作図することができます。

三角形と四角形5

三角形の2辺が等しくなるように
作図しただけなのに，どうして
2つの角も等しくなるのかな。

 陸
りく

さん

 彩
あや

さん  和
かず

也
や

さん

真
ま

央
お

さん

この章では，図形の基本性質などをもとに，三角形や四角形の
性質や条件を，筋道を立てて導くことを学びましょう。

分度器で測ったり，紙を折ったりしないで，
2つの角が等しいことを説明できないかな。

?

上の方法で，いろいろな
二等辺三角形が
作図できるね。

AC，BCの長さをABと
等しくなるようにかけば，
;ABCは正三角形になるね。

三角形をかいた紙を折って，
その三角形の角が
重なることを確かめた
場合はどうかな。

かいた三角形の
角の大きさを
分度器で測れば，
説明になるかな。

A B

C

A B

C

A B

C

A B
A

B

B

C C

A　適当な長さの線分をひき，その両
りょう

端
たん

をそれぞれA，Bとする。

B　点A，Bを中心として，等しい半径の円を交わるようにかき，
　　その交点の１つをCとする。

C　AとC，BとCをそれぞれ線分で結ぶ。

Q 前ページの手順で作図した三角形は，　いつも2つの角が

等しくなるといってよいでしょうか。

それが正しいことは，どうすれば説明できるでしょうか。
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▲２年「５章　三角形と四角形」P.137

章2

2
章

2
章

平方根

この章では，新しい種類の数について学びましょう。 陸
りく

さん

 彩
あや

さん

真
ま

央
お

さん

 和
かず

也
や

さん

1 めもりが 1cmである下の方眼を使って，いろいろな面積の

正方形をかきましょう。

どんな面積の正方形がかけるでしょうか。

Q

1cm

1cm

1cm 2cm 3cm

1cm2

4cm2

2cm2

9cm2

　

この正方形の1辺の
長さをものさしで測ると，
1 .4cmより長くて，
1 .5cmより短いと
わかるね。

1辺の長さが1 .4cmの
正方形の面積は
1 .96cm2だね。

1辺の長さが 1 .5cmの
正方形の面積は
何cm2になるかな。

 12 =1

 22 =4

 1 .42 =1 .96

 1 .52 =

(1辺鼫長さ )2 =(正方形鼫面積 )孼から

( 1辺鼫長さ )2 =2 2cm2

?cm

2乗して2になる数はあるのかな。
?

　面積が 2cm2の正方形の 1辺の長さについて調べましょう。

2cm2

ま

cm

2
章

しょう。

cm2
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▲３年「２章　平方根」P.47

4

ずです。
また，中学校 2年生から学習する図形の証明では，
二等辺三角形の底角が等しいことなど，小学校です
でに学習済みの内容を取り上げることが多く，学び
の必然性や学ぶ意義を見いだせない生徒が多くいる
ことは周知の事実でしょう。
今回の教科書改訂では，このような学びの必然性
や学ぶ意義が少しでも伝わるように，章の扉の内容
や構成を見直しました。

３    本文とのつながりやストーリー性

また，一方で章の扉の内容に関しては，以前から，
「章の扉の内容は面白いし，ぜひやってみたい内容
が多いけれども，時間数の限られた中で，なかなか
単元の導入に時間をかけることができない」といっ
た意見もありました。そこで，生徒の興味・関心や

「なんで数学を勉強するの？」「なんでこんなこと
をしなくちゃいけないんだろう？」
声に出す，出さないは別にして，数学が苦手な生
徒の多くは，このような疑問を少なからず抱いた
ことがあるでしょう。また，数学が苦手な生徒の
中にも，新しい単元が始まるときに，「よーし，こ
れから心機一転がんばってみよう」とか，「どん
な内容なのかな，わくわくするな」といった気持
ちを抱いている生徒もいるはずです。このような
生徒の期待に応えようと多くの先生は，単元の導
入で生徒の興味・関心や学習意欲を引き出そうと
いろいろな工夫をされていることでしょう。今回
の教科書改訂では，そのような先生方を少しでも
手助けできるように，章の扉の内容や構成を，主
に「学びの必然性や学ぶ意義」，「本文とのつなが
りやストーリー性」という視点から見直しました。

２    学びの必然性や学ぶ意義

授業で教える内容について，教える側の教員は，
当然のことながら，なぜこの内容が大切なのか，今
後どのようなところに使われていくかということを
知っています。むしろ，大切だと知っているからこ
そ，教えているのだと思います。一方で，教わる側
の生徒には，なぜこのようなことをするのか十分に
伝わっていない場合もあるでしょう。
例えば，比例・反比例や関数の導入では，ともなっ

て変わる 2つの数量を見つけるという活動を大切
にされている先生も多いことと思います。ともなっ
て変わる 2つの数量に着目することで，直接測る
ことの難しかった数量を，測りやすい別の数量に置
き換えて測ることができるようになる場合があるか
らです。このような関数を考える意義を伝えぬまま
に，身の回りからともなって変わる 2つの数量を
見つけようと生徒に促しても，中には，何でこんな
ことをするのだろうと思う生徒も少なからずいるは

章4 比例と反比例

この章では，ともなって変わる2つの数量の関係について学びましょう。

　学校で，ペットボトルのキャップを集めています。キャップを860個集めると，

ポリオ予防のワクチン1本と交
こう
換
かん
して寄付することができるそうです。

真
ま

央
お

さん  陸
りく

さん

 和
かず

也
や

さん  彩
あや

さん

この回収ボックスには，
何個ぐらい
集まっているのかな。

回収ボックスが満
まん
杯
ぱい
のときの

個数がわかっていれば，
集めたキャップ全体の高さから
およその個数がわかるかな。

キャップ1個の重さが
わかっていれば，
集めたキャップ全体の重さから
およその個数が見積もれるかな。

の重さの重さ

1個ずつ数えるのは大変そうだね。
およその個数を知るための，
何かよい方法はないかな。

?

　前ページの話では，次のように考えることができます。

　集めたキャップの個数が変わると，キャップ全体の重さも変わる。

下の場面で，1つの数量が変わると，それにともなって，

もう1つの数量も変わるものを，いろいろ見つけましょう。

Q

牛肉を買うとき，
重さが変わると……。

切る枚数が
変わると……。

買い物した金額が変わると……。
時間がたつと……。

縦に積んだかごの
個数が変わると……。
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▲１年「４章　比例と反比例」P.120

確かな学力の育成

１    はじめに

学びの必然性・ストーリー性を重視した教科書
福岡教育大学准教授　岩田耕司
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個に応じた
学習への配慮

基礎・基本の
確実な定着

98 3 章　方程式

3
章

991 節　方程式

3
章

95ページの 例 1 の
方法で，その解が
正しいか確かめよう。

「=」を縦に
そろえてかくと，
わかりやすいね。

Q 右のAの式からBの式を導くのに，

等式の性質のどれを使っていますか。

★ 方程式を手ぎわよく解く方法を考えましょう。

　Qの②の式は，①の式の左辺の項
こう
-4の符

ふ
号
ごう
を

変えて右辺へ移した形になっています。

　

移項を使った方程式の解き方①例 1
方程式　x+3=-7を解きましょう。

　 x +3 =-7

　 x=-7 -3

　 x=-10

1問 　例 1 のもとの方程式の左辺に x=-10を代入して，

左辺の式の値が右辺の値-7と等しくなることを

確かめなさい。

2問 　次の方程式を解きなさい。

1　x-6=-5　 2　x+8=-3

3　9+x=4　 4　-27+x=-13

　等式では，一方の辺にある項を，符号を変えて

他方の辺へ移すことができます。このように項を

移すことを移
い
項
こう
するといいます。

文字をふくむ項も
定数項と同じように
移項することが
できるんだね。

移項を使った方程式の解き方②例 2
方程式　5x=2x+6を解きましょう。

　 5x=2x+6

　5x-2x=6

　 3x=6

　 x=2

3問 　次の方程式を解きなさい。

1　2x+5=13　 2　7x+4=-10

3　3x=x+16　 4　5x=18-x

5　x=4x-3　 6　-6x=-5x+7

1次の項と定数項を移項して解く方法例 3
　 方程式 8x+3=5x+18を解きましょう。

考え方 　文字をふくむ項は左辺に，定数項は右辺に移項します。

解答例

4問 　次の方程式を解きなさい。

1　3x-4=x+2　 2　6x-1=4x-3

3　-9x-15=-4x-5　 4　-2x-5=5x-12

5　-3-x=2x+9　 6　8x+1=-2+2x

　これまでに学んだ方程式は，移項して整理すると，

　　(xの 1次式)=0

の形になります。このような方程式を，

xについての 1
いち
次
じ
方
ほう
程
てい
式
しき
といいます。

1次方程式の解き方3

くり返し練習 2P.115

　 x-4=2 ……A
x-4+4=2+4

　　 　x=2+4 ……B

 8x+3=5x+18

 8x-5x=18-3

 3x=15

 x=5

チャレンジ3
1　x-4=2x-11
2　7-x=6x+7
3　-x+5=3x-5

答P.100

チャレンジ1

x-
1

2
=
3

2

答P.100

P.97のチャレンジの答　1　 1 x=0　　 2 x=10　　2　 1 x= 2

5
　　 2 x=18

チャレンジ2

1
　1
3
x-2=4

2
　
2x+1=

1

2

答P.100

15

20

5

10

5

10

15

20

25

　　x-4=2

　　　　x=2+4

移項

左辺の+3を右辺へ移項する。

右辺の 2xを左辺へ移項する。

両辺を 3でわる。

▲ 1年 P.98 ～ 99

▲ 1年 P.115

114 3 章　方程式

3
章

115

3
章

50円のみかん 1個と，かき 4個を買ったところ，代金が

690円になりました。かき 1個の値段を求めなさい。考

1冊の厚さが 3mmのノートと 4mmのノートが，合わせて

20冊あります。それらを積み重ねたときの全体の厚さが

69mmのとき，厚さが 3mmのノートは何冊ありますか。考

持っているお金では，ペットボトルのお茶を 5本買うには

200円たりません。また，そのお茶を 3本買うと 80円

余ります。お茶 1本の値段と持っている金額を求めなさい。考

基本の問題

1

2

3

方程式の活用
P.106 例 1

方程式の活用
P.107 例 2

過不足の問題
P.108 例 1

今から1700年ほど前のギリシャの数学者ディオファントスは，方程式の研究をし，

その基
き
礎
そ
を築きました。彼

かれ
がいつ生まれ，いつ死んだかはよくわかっていませんが，

何歳
さい
まで生きたかということは知ることができます。それは，次のような文が，

彼の墓石にきざまれていたからです。

ディオファントスは，

何歳まで

生きたのでしょうか。

1　x-2=-7　　 　　 2　9+x=-8

3　-1+x=3　 　　 4　x+ 1

4
=-

3

4
　

5　5x=-15　　 　　 6　-7x=-56　

7　- 1

2
x=

3

2
　　　 8　 3

5
x=9

1　-5+x=13　　　 2　4x+7=-9

3　2x-3=5　　 　　 4　7x=x+24

5　2x=6x-32　　　 6　-8x=-7x+3

7　x-6=4x　　 　　 8　5x+3=7x-7

9　6-4x=-15-7x　 10　-2x+6=-4x+6

1　8x+2=6(x+2)　 2　5(2a-4)=3(a-2)

3　2x-3(3-2x)=7　 4　2(3x+5)=-4(x+5)

5　5(x-36)=-40x　 6　280(x-8)=70(3x-10)

1　0.3x-2.1=1.8　 2　0.4x-0.9=0.1x+0.3

3　0.6x-1=-0.3x+0.8　 4　0.24a+0.3=0.29a-0.05

1　 2

5
x-1=

x

3
　　　 2　

y-3

6
=
2

3
y

3　 3x-2

5
=
x+2

2
　 4　 x+2

4
=
1

6
x-1

次の比例式が成り立つとき，xの値を求めなさい。

1　x：2=30：20　 2　8：3=x：9

3　4：x=6：21　　　 4　40：25=160：x

5　(x-1)：12=4：3　 6　15：6=(x+15)：x

　次の1～5の方程式を解きなさい。また，6の問いに答えなさい。

3章のくり返し練習 解答例 P.283

1

2

3

4

5

6

等式の性質を
使って解く方程式
P.97

移項と等式の性質を
使って解く方程式
P.98 〜 99

かっこがある方程式
P.100

係数に小数をふくむ
方程式
P.101

係数に分数をふくむ
方程式
P.102 〜 103

比例式
P.112 〜 113

3 章の問題

ディオファントスの一生数学のたんけん数学のたんけん

15

20

5

10

5

10

15

20

歴史

ディオファントスは，

一生の 1
6
を少年としてすごし，一生の 1

12
を青年としてすごした。

さらに，一生の 1
7
をすごしてから，結

けっ
婚
こん
した。

結婚してから 5年後に子どもが生まれたが，その子は父の一生の
半分だけしか生きられず，父より 4年前にこの世を去った。

1
6

1
12

1
7

5年

1
2

4年

（ディオファントスの一生）
1

1
〈問〉を早く終わらせてしまった
生徒が自主的に取り組むための
追加の問題です。
答えはすぐに見えず，それでいて
見つけやすいよう，次の見開きの
脚注に掲載しました。

章末の〈くり返し練習〉の
掲載ページを示すことで，
その日の授業内容の復習を
しやすいようにしました。

6

本文（小節）

わかりやすく使いやすい教科書

98 3 章　方程式

3
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991 節　方程式

3
章

95ページの 例 1 の
方法で，その解が
正しいか確かめよう。

「=」を縦に
そろえてかくと，
わかりやすいね。

Q 右のAの式からBの式を導くのに，

等式の性質のどれを使っていますか。

★ 方程式を手ぎわよく解く方法を考えましょう。

　Qの②の式は，①の式の左辺の項
こう
-4の符

ふ
号
ごう
を

変えて右辺へ移した形になっています。

　

移項を使った方程式の解き方①例 1
方程式　x+3=-7を解きましょう。

　 x +3 =-7

　 x=-7 -3

　 x=-10

1問 　例 1 のもとの方程式の左辺に x=-10を代入して，

左辺の式の値が右辺の値-7と等しくなることを

確かめなさい。

2問 　次の方程式を解きなさい。

1　x-6=-5　 2　x+8=-3

3　9+x=4　 4　-27+x=-13

　等式では，一方の辺にある項を，符号を変えて

他方の辺へ移すことができます。このように項を

移すことを移
い
項
こう
するといいます。

文字をふくむ項も
定数項と同じように
移項することが
できるんだね。

移項を使った方程式の解き方②例 2
方程式　5x=2x+6を解きましょう。

　 5x=2x+6

　5x-2x=6

　 3x=6

　 x=2

3問 　次の方程式を解きなさい。

1　2x+5=13　 2　7x+4=-10

3　3x=x+16　 4　5x=18-x

5　x=4x-3　 6　-6x=-5x+7

1次の項と定数項を移項して解く方法例 3
　 方程式 8x+3=5x+18を解きましょう。

考え方 　文字をふくむ項は左辺に，定数項は右辺に移項します。

解答例

4問 　次の方程式を解きなさい。

1　3x-4=x+2　 2　6x-1=4x-3

3　-9x-15=-4x-5　 4　-2x-5=5x-12

5　-3-x=2x+9　 6　8x+1=-2+2x

　これまでに学んだ方程式は，移項して整理すると，

　　(xの 1次式)=0

の形になります。このような方程式を，

xについての 1
いち
次
じ
方
ほう
程
てい
式
しき
といいます。

1次方程式の解き方3

くり返し練習 2P.115

　 x-4=2 ……A
x-4+4=2+4

　　 　x=2+4 ……B

 8x+3=5x+18

 8x-5x=18-3

 3x=15

 x=5

チャレンジ3
1　x-4=2x-11
2　7-x=6x+7
3　-x+5=3x-5

答P.100

チャレンジ1

x-
1

2
=
3

2

答P.100

P.97のチャレンジの答　1　 1 x=0　　 2 x=10　　2　 1 x= 2

5
　　 2 x=18

チャレンジ2

1
　1
3
x-2=4

2
　
2x+1=

1

2

答P.100
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20

5

10

5

10

15

20

25

　　x-4=2

　　　　x=2+4

移項

左辺の+3を右辺へ移項する。

右辺の 2xを左辺へ移項する。

両辺を 3でわる。

学習内容の明確化

先生が指導をしやすく，
生徒が学びやすいよう，
原則として，１つの小節が
１時間の授業に対応するように
小節を構成しています。
（一部，例外もあります。）

学習のめあてを明示する
１文です。

次の学習に進むための
出発点となる問題です。

初出用語が目立つような
デザインにしました。

〈例〉にタイトルをつけ，
学習内容をつかみやすく，
また，ふり返りやすく
しました。

前の見開きページの
横欄に掲載されている
〈チャレンジ〉の答えです。



9

各章の扉の直前に設けられた
〈次の章を学ぶ前に〉は，
学習習慣を身につけさせたり，
算数・数学の系統性を
意識づけたりする意味でも
有効ですね。

生徒の理解を深めたり
広げたりするために，
学び直しの機会を
積極的に設けたいですね。

▲３年 P.91〈次の章を学ぶ前に〉

▲３年 P.108

関数y=2x+1について，次の表を完成し，

表の下の にあてはまる数をかき入れましょう。

★ 関数 y=ax2 の変化の割合を調べましょう。

1問 	関数 y=x2について，次の表を完成し，表の下の

にあてはまる数をかき入れなさい。

　関数 y=x2のグラフに， 1問 で調べた変化の

ようすをかき表すと，右の図のようになります。

　 1問 の表や右の図からわかるように，

関数 y=x2の変化の割合は一定ではありません。

関数 y=ax2の変化の割合6
2問 	関数 y=2x2について，xの値が-3から

1だけ増加するときの変化の割合を，右の

表を使って求めなさい。

3問 	関数 y=2x2について，次の場合の変化の

割合を求めなさい。

1　xの値が-2から 1だけ増加する。

2　xの値が 3から 1だけ増加する。

関数 y=ax2の変化の割合例 1

関数 y=
1

2
x2について，xの値が

2から 4まで増加するときの変化の

割合を求めましょう。

解答例 xが 2から 4まで増加するとき

　xの増加量は　4-2=2

　yの増加量は　　 1
2
*42-

1

2
*22=8-2

　　 　　　　　　　　　=6

したがって，変化の割合は

　
(yの増加量)
(xの増加量) =

6

2

　 =3　　　　　答　3

　 例 1 で求めた変化の割合 3は，2点A(2，2)，

B(4，8)を通る直線ABの傾
かたむ
きに等しくなります。

4問 	関数 y=-x2について，次の場合の変化の割合を

求めなさい。

1　xの値が 1から 5まで増加する。

2　xの値が-4から-2まで増加する。

　これまでに調べたことからわかるように，関数 y=ax2の

変化の割合は一定ではありません。

O

2

-2 -1 2

B

A

41 3

8

y

x

y=�x2
1
2

6

2

ふりかえり 2年

(変化の割合)=
(yの増加量)

(xの増加量)

Q
ふりかえり

15

5

10

5

10

15

20

25

x

y

O 2

1
2

-2

-2

2

4

6

8

4

1
2

1
2

1
2

1
2

y=2x+1

1 1 1 1xの増加量

yの増加量 2

1

x … -2 -1 0 1 2 3 …

y … -3 -1 …

1

-5

1 1 1xの増加量

yの増加量

1 1

x … -3 -2 -1 0 1 2 3 …

y … 9 4 …

O 2-2

2

4

y

x

1

-3

-1

3

1

1

1

1

y=x2

xの増加量

yの増加量

x … 2 … 4 …

y … … …

1xの増加量

yの増加量

x … -3 …

y … …

xの値が 1だけ増加する
ときのyの値の変化に
ついて，Qの関数と

1問 の関数では，どんな
ちがいがありますか。

考えよう

108

4
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4 章　関数 y=ax2 109

4
章

1 節　関数 y=ax2

 「4章　関数 y=ax2」を学ぶ前に 解答例 P.267

●比例の式    y =ax

●反比例の式　y =
a
x

● 1次関数の式  y =ax+b

●
(yの増加量)

(xの増加量)
を

　変化の割合という。
　1次関数y=ax+bの
　変化の割合は一定で，
　xの係数aに等しい。

●比例y=axのグラフ

●反比例y=
a
x のグラフ

　

● 1次関数y=ax+bの
グラフは，傾きがa，
　切片がbの直線

ふりかえり 1，2 年

　卓
たっ
球
きゅう
の個人戦で，全員が，他の

参加者と 1回ずつ試合をするとき，

参加者の人数と，試合数の関係を

考えましょう。

　右の図は，参加者をA，B，…として，

参加者どうしを線分で結んだものです。

　この図では，参加者どうしを結ぶ線分の

本数が，試合数を表しています。

　参加者が 5人の場合について，

和
かず
也
や
さんは，次のように考えました。

1問 	和也さんの考え方で，下線　　のように，試合数を 20試合の

半分とするのは，なぜですか。その理由を説明しましょう。

2問 	和也さんの考え方で，参加者が 6人の場合の試合数を求めましょう。

3問 	参加者が x人の場合の試合数を，xの式で表しましょう。

4問 	試合数が全部で 55試合となるのは，参加者が何人の場合ですか。

次の場合について，yをxの式で表しましょう。

1 　yがxに比例し，x=3のときy=6である。

2　yがxに反比例し，x=2のときy=4である。

3　yがxの1次関数で，変化の割合は4である。

　　また，x=0のときy=5である。

次の図で， 1 の直線は比例， 2 の双
そう
曲
きょく
線
せん
は反比例，

3 の直線は1次関数のグラフです。

それぞれ，yをxの式で表しましょう。

1 　   2　

3　

1

2

生活への利用 参加者の人数と試合数

［和也さんのノート］

説明しよう

15

20

25

5

10

5

A～ E鼫5人が参加する場合，A𠃵

自分以外鼫4人と1試合ずつするから，
A𠃵4試合する。
他鼫4人も同じように，4試合ずつする。
5人がそれぞれ4試合ずつするから，
　4*5=20 (試合)

割だし，実際呀する試合𠃵その半分孼から，
全部で10試合で𦲞る。

A2人

参加者の人数 試合数

1試合

3人

3試合

4人

6試合

B

A

B C

B C

A D

B E

C D

E

C D

AA

Aは4 試合 Bも4 試合

B

O

5

-5 5
x

y

-5

O

5

-5

-5 5
x

y

O

5

-5 5
x

y

-5

y

x
O

b 1

a

a

y

x
1O

( 1 ‚ a)

a

y

x1O

( 1 ‚ a)

発展
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〈次の章を学ぶ前に〉と
〈くり返し練習〉には，
家庭学習を促す マークを
付けました。

8

小中連携・学び直し
新たな内容を学習する際に，一度学習
した内容を再度学習できるようにする
など，学び直しの機会を適宜設けました。
１年では巻末に〈算数をふりかえろう〉を
設けるなど，小中の連携を強くしました。

110 3 章　方程式

3
章

111

3
章

次の数量を，文字式で表しましょう。
1 　時速 x kmで 2 時間歩いたときに進む道のり
2 　x mの道のりを，分速 70mで歩いたときに

　　かかる時間

★ 速さに関する問題を，方程式を使って考えましょう。

何分後に追いつくかを考える問題例 1
妹は，家から 1500m離

はな
れた駅へ向かって歩き出しました。

その 12分後に，兄は自転車で妹を追いかけました。

妹は分速 80m，兄は分速 320mで進んだとすると，兄が

妹に追いつくのは，兄が出発してから何分後ですか。

考え方 　兄が出発してから x分後に妹に追いつくとして，問題に

ふくまれる数量を，次のような図や表に整理して考えます。

1問 　上の表の空らんにあてはまる xの式をかき入れなさい。

速さの問題3 生活への利用

Q
ふりかえり

◀分速80mを
　80m/minと
　表すことがあります。

P.7

x分間に進んだ道のり

12分間に進んだ道のり

分速 80m

分速 320m

0m 1500m

家 駅

妹

兄

x分間に進んだ
道のり

兄が出発したときに
妹が歩いている地点

追いつく地点

2問 　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問 　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。

4問 　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なさい。

　右の絵の場面で，方程式を使って解くことが

できる問題をつくりましょう。

　つくった問題は自分で解いて，解答も

かきましょう。

兄は，駅までの途
と
中
ちゅう
で

妹に追いつけますか。

考えよう

2 節　方程式の活用

やってみよう

説明しよう

時間と道のりは，
どの数量をxとすると
求められますか。

話し合おう

15

5

10

5

10

15

20

ふりかえり P.68 例 2

(道のり)=(速さ )*(時間 )

(時間 )=
(道のり)
(速さ)

速さ (m／min) 時間 (分) 道のり (m)

妹 80

兄 320 x

▲ 1年 P.110（３章　方程式）

▲ 1年 P.252 ～ 253（巻末〈算数をふりかえろう〉）

400円の3％は何円ですか。

また，1200円の7割は何円ですか。

★ いろいろな数量を文字式で表しましょう。

割合例 1
a円の3％を，文字式で表しましょう。

考え方 (比べる量)=(もとにする量)*(割合)

3％を分数で表すと 3

100
です。

解答例 　a円の3％は　a* 3

100
=

3

100
a　　 　 答　　　a円

注 意 　3％を小数で表すと 0.03だから，a円の 3％を 0.03a円と

　 表すこともできます。

1問 	次の数量を，文字式で表しなさい。

1　x円の 7％　 2　x kg の 3割　3　n枚の 90％

速さ・時間・道のり例 2
時速 80 kmで走っている自動車は，a時間で何 kmの

道のりを進みますか。

考え方 　(道のり)=(速さ)*(時間)

解答例 　80*a=80a　 答　80akm

2問 	次の数量を，文字式で表しなさい。

1　分速 xmで 15分歩いたときの道のり

2　x kmの道のりを時速 5 kmで歩いたときに

　　かかる時間

3　y kmの道のりを b時間で歩いたときの速さ

いろいろな数量の表し方5

3

100

ふりかえり 算数P.252

(道のり)=(速さ ) * (時間 )

(速さ )=(道のり)/(時間 )

(時間 )=(道のり)/(速さ )

ふりかえり 算数P.250

分数 小数

1％ 0.01

1割 0.1

1
100

1
10

3問 	家から 800m離
はな
れた駅に向かって，

分速 60mで歩いています。

家を出発してから t分後の残りの

道のりを，文字式で表しなさい。

また，家を出発してから 5分後の

残りの道のりを求めなさい。

　どんな円でも，円周の長さの直径に対する

割合は一定で，これを円周率といいます。

　円周率は，次のような限りなく続く数です。

　　(円周率)=3.14159265358979323846…

注 意 　πは，ある決まった数を表す文字なので，積の中では，
　 数のあと，他の文字の前にかきます。

πを使った円の周の長さや面積の表し方例 3
半径が r cmの円の周の長さと面積を，文字式で

表しましょう。

円周の長さは，(直径)*(円周率)，すなわち

　　r*2*π=2πr

であるから，2πr cmとなります。

円の面積は，(半径)*(半径)*(円周率)，すなわち

　　r*r*π=πr2

であるから，πr2cm2となります。

4問 	右の図は，底面の半径が r cm，高さが 8 cmの

円柱です。この円柱の体積を，文字式で

表しなさい。

　これからは，円周率を π
パイ
で表すことにします。

rcm

rcm

8cm

ふりかえり 算数P.255

(円周率 )=
(円周の長さ)

(直径)

3 . 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 6 9 3 9 9 3 7 5 1 0 5 8 2 0 9 7 4 9 4 4 5 9 2
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0
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0
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410270193852110555964462294895493038196442881097566593344612847…

800m

家 駅
60tm

分速60m
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10

5

10
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20

25

チャレンジ1

定価がx円である商品を
3割引きで買うときの代金

答P.70

Q
ふりかえり

68 2 章　文字と式

2
章

691 節　文字と式

2
章

▲ 1年 P.68（２章　文字と式）

252 253

道のりと時間から速さを求める問題

1例  540kmの道のりを2時間で

進む新幹線の速さを

求めましょう。
考え方  速さは，次の式で求められます。

(速さ )=(道のり )/(時間 )

解答例 540/2=270    　　　　  答　時速270km

1問  次の速さを求めなさい。

1 　2時間で100 km進む自動車の時速

2　1800mの道のりを12分で進む自転車の分速

3　5秒間に35m走る人の秒速

速さと時間から道のりを求める問題

2例  時速80 kmで進む自動車が，

2時間で進む道のりを

求めましょう。
考え方  道のりは，次の式で求められます。

(道のり )=(速さ )*(時間 )

解答例 80*2=160   　　　　　　   答　160km

2問  次の道のりを求めなさい。

1 　時速4kmで3時間進んだときの道のり

2　分速70mで10分進んだときの道のり

道のりと速さから時間を求める問題

3例  1600mの道のりを

分速200mで進んだときに

かかる時間を求めましょう。
考え方  時間は，次の式で求められます。

(時間 )=(道のり )/(速さ )

解答例  1600/200=8     　　　　　　 答　8分

3問  次の時間を求めなさい。

1 　1200mの道のりを分速60mで進んだときに

 かかる時間

2　時速30kmの船が150km進むのにかかる時間

残りの道のりを求める問題

4例  家から800m離
はな
れた駅に向かって，

分速60mで歩いています。

家を出発してから10分後の残りの

道のりを求めましょう。
解答例  800-60*10=800-600

  　=200            答　200m

4問  家から1200m離れた図書館に向かって，分速80mで

歩いています。

家を出発してから5分後の残りの道のりを求めなさい。

800m

家 駅
(60*10)m

分速60m

解答例 P.288速さ・時間・道のり

算数をふりかえろう数学 マイ トライ

15

20

5

10

5

10

15

20

道のり(km)

時 間(時間)
0 1 2

0 80 □

道のり(km)

時 間(時間)
0 1 2

0 □ 540

道のり (m)

時　間 (分)
0 1 □

0 200 1600道のり(km)

時間(時間)
0 1 2

0 80 □

道のり(km)

時間(時間)
0 1 2

0 □ 540

道のり (m)

時　間 (分)
0 1 □

0 200 1600

道のり(km)

時 間(時間)
0 1 2

0 80 □

道のり(km)

時 間(時間)
0 1 2

0 □ 540

道のり (m)

時　間 (分)
0 1 □

0 200 1600

速さの意味と表し方

速さは，単位時間あたりに進む道のりで表します。 

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

252 253

道のりと時間から速さを求める問題

1例  540kmの道のりを2時間で

進む新幹線の速さを

求めましょう。
考え方  速さは，次の式で求められます。

(速さ )=(道のり )/(時間 )

解答例 540/2=270    　　　　  答　時速270km

1問  次の速さを求めなさい。

1 　2時間で100 km進む自動車の時速

2　1800mの道のりを12分で進む自転車の分速

3　5秒間に35m走る人の秒速

速さと時間から道のりを求める問題

2例  時速80 kmで進む自動車が，

2時間で進む道のりを

求めましょう。
考え方  道のりは，次の式で求められます。

(道のり )=(速さ )*(時間 )

解答例 80*2=160   　　　　　　   答　160km

2問  次の道のりを求めなさい。

1 　時速4kmで3時間進んだときの道のり

2　分速70mで10分進んだときの道のり

道のりと速さから時間を求める問題

3例  1600mの道のりを

分速200mで進んだときに

かかる時間を求めましょう。
考え方  時間は，次の式で求められます。

(時間 )=(道のり )/(速さ )

解答例  1600/200=8     　　　　　　 答　8分

3問  次の時間を求めなさい。

1 　1200mの道のりを分速60mで進んだときに

 かかる時間

2　時速30kmの船が150km進むのにかかる時間

残りの道のりを求める問題

4例  家から800m離
はな
れた駅に向かって，

分速60mで歩いています。

家を出発してから10分後の残りの

道のりを求めましょう。
解答例  800-60*10=800-600

  　=200            答　200m

4問  家から1200m離れた図書館に向かって，分速80mで

歩いています。

家を出発してから5分後の残りの道のりを求めなさい。

800m

家 駅
(60*10)m

分速60m

解答例 P.288速さ・時間・道のり

算数をふりかえろう数学 マイ トライ

15

20

5

10

5

10

15

20

道のり(km)

時 間(時間)
0 1 2

0 80 □

道のり(km)

時 間(時間)
0 1 2

0 □ 540

道のり (m)

時　間 (分)
0 1 □

0 200 1600道のり(km)

時 間(時間)
0 1 2

0 80 □

道のり(km)

時 間(時間)
0 1 2

0 □ 540

道のり (m)

時　間 (分)
0 1 □

0 200 1600

道のり(km)

時 間(時間)
0 1 2

0 80 □

道のり(km)

時 間(時間)
0 1 2

0 □ 540

道のり (m)

時　間 (分)
0 1 □

0 200 1600

速さの意味と表し方

速さは，単位時間あたりに進む道のりで表します。 

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

a時間で何 kmの

答 80akm

400円の3％は何円ですか。

また，1200円の7割は何円ですか。

★ いろいろな数量を文字式で表しましょう。

割合例 1
a円の3％を，文字式で表しましょう。

考え方 (比べる量)=(もとにする量)*(割合)

3％を分数で表すと 3

100
です。

解答例 　a円の3％は　a* 3

100
=

3

100
a　　 　 答　　　a円

注 意 　3％を小数で表すと 0.03だから，a円の 3％を 0.03a円と

　 表すこともできます。

1問 	次の数量を，文字式で表しなさい。

1　x円の 7％　 2　x kg の 3割　3　n枚の 90％

速さ・時間・道のり例 2
時速 80 kmで走っている自動車は，a時間で何 kmの

道のりを進みますか。

考え方 　(道のり)=(速さ)*(時間)

解答例 　80*a=80a　 答　80akm

2問 	次の数量を，文字式で表しなさい。

1　分速 xmで 15分歩いたときの道のり

2　x kmの道のりを時速 5 kmで歩いたときに

　　かかる時間

3　y kmの道のりを b時間で歩いたときの速さ

いろいろな数量の表し方5

3

100

ふりかえり 算数P.252

(道のり)=(速さ ) * (時間 )

(速さ )=(道のり)/(時間 )

(時間 )=(道のり)/(速さ )

ふりかえり 算数P.250

分数 小数

1％ 0.01

1割 0.1

1
100

1
10

3問 	家から 800m離
はな
れた駅に向かって，

分速 60mで歩いています。

家を出発してから t分後の残りの

道のりを，文字式で表しなさい。

また，家を出発してから 5分後の

残りの道のりを求めなさい。

　どんな円でも，円周の長さの直径に対する

割合は一定で，これを円周率といいます。

　円周率は，次のような限りなく続く数です。

　　(円周率)=3.14159265358979323846…

注 意 　πは，ある決まった数を表す文字なので，積の中では，
　 数のあと，他の文字の前にかきます。

πを使った円の周の長さや面積の表し方例 3
半径が r cmの円の周の長さと面積を，文字式で

表しましょう。

円周の長さは，(直径)*(円周率)，すなわち

　　r*2*π=2πr

であるから，2πr cmとなります。

円の面積は，(半径)*(半径)*(円周率)，すなわち

　　r*r*π=πr2

であるから，πr2cm2となります。

4問 	右の図は，底面の半径が r cm，高さが 8 cmの

円柱です。この円柱の体積を，文字式で

表しなさい。

　これからは，円周率を π
パイ
で表すことにします。

rcm

rcm

8cm

ふりかえり 算数P.255

(円周率 )=
(円周の長さ)

(直径)

3 . 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 6 9 3 9 9 3 7 5 1 0 5 8 2 0 9 7 4 9 4 4 5 9 2
3
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8
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6
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0
6

2
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6
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0
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9
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8
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2
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0
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4
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2
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3
4

2
1

1
7

0
6

7
9

8
2

1
4

8
0

8
6

5
1

3
2

8
2

3
0

6
6

4
7

0
9

3
8

4
4

6
0

9
5

5
0

5
8

2
2

3
1

7
2

5
3

5
9

4
0

8
1

2
8

4
8

1
1

1
7

4
5

0
2
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410270193852110555964462294895493038196442881097566593344612847…

800m

家 駅
60tm

分速60m

15

20

5

10

5

10

15

20

25

チャレンジ1

定価がx円である商品を
3割引きで買うときの代金

答P.70

Q
ふりかえり

68 2 章　文字と式

2
章

691 節　文字と式

2
章

しましょう

生活への利用

ふりかえり P.68 例 2

110 3 章　方程式

3
章

111

3
章

次の数量を，文字式で表しましょう。
1 　時速 x kmで 2 時間歩いたときに進む道のり
2 　x mの道のりを，分速 70mで歩いたときに

　　かかる時間

★ 速さに関する問題を，方程式を使って考えましょう。

何分後に追いつくかを考える問題例 1
妹は，家から 1500m離

はな
れた駅へ向かって歩き出しました。

その 12分後に，兄は自転車で妹を追いかけました。

妹は分速 80m，兄は分速 320mで進んだとすると，兄が

妹に追いつくのは，兄が出発してから何分後ですか。

考え方 　兄が出発してから x分後に妹に追いつくとして，問題に

ふくまれる数量を，次のような図や表に整理して考えます。

1問 　上の表の空らんにあてはまる xの式をかき入れなさい。

速さの問題3 生活への利用

Q
ふりかえり

◀分速80mを
　80m/minと
　表すことがあります。

P.7

x分間に進んだ道のり

12分間に進んだ道のり

分速 80m

分速 320m

0m 1500m

家 駅

妹

兄

x分間に進んだ
道のり

兄が出発したときに
妹が歩いている地点

追いつく地点

2問 　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問 　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。

4問 　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なさい。

　右の絵の場面で，方程式を使って解くことが

できる問題をつくりましょう。

　つくった問題は自分で解いて，解答も

かきましょう。

兄は，駅までの途
と
中
ちゅう
で

妹に追いつけますか。

考えよう

2 節　方程式の活用

やってみよう

説明しよう

時間と道のりは，
どの数量をxとすると
求められますか。

話し合おう

15

5

10

5

10

15

20

ふりかえり P.68 例 2

(道のり)=(速さ )*(時間 )

(時間 )=
(道のり)
(速さ)

速さ (m／min) 時間 (分) 道のり (m)

妹 80

兄 320 x
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が行われています。

2年『１次関数の活用』では，表やグラフや式を
読み取って身の回りの問題を解決する力の育成が
求められています。しかし，平成 21年度の全国学
力・学習状況調査数学 B ３では，蛍光灯と白熱電
球の総費用を，表やグラフを使って求める問題が出
題されましたが，表の読み，グラフの読みはいずれ
も 60％程度の正答率でした。また，蛍光灯と白熱
電球の総費用が等しくなる時間を求める方法を説明
する問題の正答率は 20％にも満たないものでした。
新しい教科書 2年 P.90～ 91（次頁参照）では，

数学的活動イとウを通して，表の数値やグラフの座
標から事象を読み解くとともに，表やグラフのよさ
を生徒が実感できるように工夫がなされています。
まず，表を使って，蛍光灯を 2000時間使用した
時の総費用の求め方を例の中で学び，LED電球を
3000時間使用した時の総費用を求めることを通し
て，表の見方を獲得できるようにしています。続い
てグラフの探究へ移り，グラフの y座標の読みを
通して事象を捉える力を深めていきます。こうした
素地的な学びをもとにして，2つの電球の総費用が
等しくなる使用時間を求める方法を探究していける
ようにしています。事象と数学とを行き来する力は
繰り返すことによって高められます。教科書では，
白熱電球（比例場面）との比較を通して，数学的探
究が継続できるように工夫を行っています。
また，数学的探究を進めながら，表，式，グラフ
がもつよさが認識できることも重要です。とりわけ
グラフでは，2本の直線の交点として，総費用の等
しくなる点が一目で分かるというよさがあります。
ここではグラフ上の点や線が何を意味しているのか，
それはどのように読み取ることができるのかをしっ
かり話し合う言語活動によって，生徒の理解は確か
なものになっていくことでしょう。
教科書での数学的活動と言語活動の工夫が授業の
中で生かされて，生徒が思考力と表現力を身につけ
ていけることを願っています。

でなく，他者の発言や解決から情報を読み取り生か
す力（読解力）や，他者とかかわって話し合う力（コ
ミュニケーション力）にも焦点を当てて，数学的な
探究の学びを進めることが重要です。特に，学んで
いる数学的対象を「～は……になる（である）」
という命題の形で捉える言語活動や，言葉，数，式，
表，グラフといった数学的方法の特徴を生かした言
語活動が行えるようにしていきたいものです。

平成 25年度の全国学力・学習状況調査　数学B 2

では，2桁の自然数とその数の十の位の数と一の位
の数を入れかえた数を考える問題が出題されました。
「9の倍数であることを説明するには，9と整数の
積になることをいえばよい」という方針をもとに文
字式の説明を作り出す（38.4％），2桁の自然数の
差についての解決を発展的に振り返り，和について
の命題を述べる（39.3％）という課題に対する正答
率は，大変低い数値でした。
新しい教科書 2年 P.24～ 25（前頁参照）では，

数学的活動アとウをもとに，連続する 3つの整数
の和が 3の倍数になることを，文字式を使って説
明し，式の読みや場面を発展させることによって数
学的探究の学びが実現できるようにしています。
まず，3の倍数になるとは，0や負の数を含めて，

3*(整数)になればよいという方針を立て，その方
針に従って説明を行うようにしています。この方
針の下で，連続する 3つの整数 n，n+1，n+2の
和が 3(n+1)の形になれば，3の倍数になること
の説明ができたという感覚をもつことができます。
次に，真ん中の数を nとして別の説明を作ったり，
連続する 5つの整数の和についても考えたりして，
数学的探究を深めていきます。このように１つの解
決が次の探究活動を引き起こし，探究を連続させる
力が身につくようにしています。
また，事柄が成り立つ理由を，根拠を持って説明

できる力（説明の方法）や，説明の対象を「連続す
る 5つの整数の和は 5の倍数になる」という命題
で捉える力も同時に培いたいことです。説明の対象
と説明の方法のいずれも，読み取る，コミュニケー
ションするという言語活動を通して，生徒の知識を
確かなものにしていけるように，教科書の紙面作り

３    利用する活動と説明し伝え合う活動を通して，
　　　 1 次関数の活用と表現のよさを探究する

２    見いだす活動と説明し伝え合う活動を通して，
　　　 文字を使った説明の仕方を探究する

10

に位置づけて，数学的探究が行える確かな力を生徒
が身につけられるように，内容を刷新しています。
まず，数学的活動［生徒が目的意識をもって主体
的に取り組む数学にかかわりのある様々な営み］は，
数学科の目標を実現するためのキー概念であり，3
つの活動が重視されています。
ア　既習の数学を基にして，数や図形の性質などを
見いだし，発展させる活動

イ　日常生活や社会で数学を利用する活動
ウ　数学的な表現を用いて，根拠を明らかにし筋道
立てて説明し伝え合う活動
これらの数学的活動は，単に授業の中に含めれば
よいというものではなく，数学的な探究の学びを実
現し，生徒の思考力と表現力を高めることへつなが
ることが重要です。
次に，言語活動では，説明する力（表現力）だけ

数学科の学習指導要領において，生徒の思考力と
表現力を育成することは中心的な目的であり，この
傾向は今後の教育課程でも発展的に引き継がれるこ
とでしょう。生徒の思考力・表現力を評価する上で
全国学力・学習状況調査の活用問題は重要な指標で
すが，問題の構成そのものが数学的な探究の仕方を
示唆しており，この探究を進める力が求められてい
ると言えます。探究活動の例を挙げれば，「結果を
予想し方針を立てる－解決する－結果を振り返る－
発展的に考える」というプロセスが問題構成に含ま
れています。
思考力と表現力を育成する上で，学習指導要領で
は数学的活動と言語活動が重要な方法として示され
てきました。新しい教科書ではこれらの活動を適切

▲２年 P.24 〜 25

数学的な思考力・表現力の育成

1問 	連続する 3つの整数の和について，
真
ま
央
お
さんは，右に示した 3つの例から，

次のことを予想しました。

連続する 3つの整数の和は，3の倍数になる。…a

上のaは，いつも成り立つでしょうか。

ほかの場合でも調べなさい。

整数の範
はん
囲
い
で，ある数の倍数というときには，

(ある数)*(整数)と考えます。したがって，

-6や 0も 3の倍数です。

　整数は無数にあるので， 1問 のaについて，すべての

場合を調べることはできません。そこで，いつも成り立つ

ことを，文字を使って説明する方法について考えましょう。

連続する 3つの整数の和は，3の倍数になることを，

文字を使って説明しましょう。

まず，連続する 3つの整数を，1つの文字を

使って表すことを考えます。

nを整数とすると，連続する 3つの整数は，

n，n+1，n+2と表せます。

　 例 1 の解答例は，前ページのaがいつも成り立つことを

説明しています。

　 陸
りく
さんは， 例 1 の説明をふり返って，「連続する 3つの

整数の和は，真ん中の数の 3倍になる。」と考えました。

陸さんの考えは正しいですか。その理由も答えなさい。

　　 連続する 3つの整数のうち，真ん中の数を nとして，

aがいつも成り立つことを説明しなさい。

★ 見つけた数の性質を発展させて，新たな数の性質を見つけ，
　 その性質がいつも成り立つことを説明しましょう。

　　 彩
あや
さんは，連続する 5つの整数の和について，

次のようにいっています。

次の問いに答えなさい。

1　彩さんが見つけた整数の性質を予想しなさい。

2　 1 で予想した性質がいつも成り立つことを，

　　文字を使って説明しなさい。

節2 文字式の活用
文字を使った説明①1

注 意

連続する3つの整数の和例 1

連続する3つの整数鼫うち，最も小さい数を
n協すると，連続する3つの整数𠃵，
n，n+1，n+2と表される。
連続する3つの整数鼫和𠃵
　n+(n+1 )+(n+2)=3n+3

　 =3(n+1 )

n+1𠃵整数孼から，3(n+1 )𠃵3鼫倍数で𦲞る。
𠛬割がって，連続する3つの整数鼫和𠃵，
3鼫倍数に�る。

2問

3問

4問

連続する5つの整数鼫和𠃵，
　 に�る。

真
ま

央
お

さん  陸
りく

さん

 彩
あや

さん

　
　
　

1 + 2 + 3 = 6

6 + 7 + 8 = 21

19 + 20 + 21 = 60

　 6=3*2

　 -6=3*(-2)

　 0=3*0

　(3の倍数)=3*(整数)

6 ， 7 ， 8

6 ， 6 +1 ， 6 +2

n ， n +1 ， n +2

1，2，3や6，7，8のような連続する3つの整数の和について，

いつも成り立つ性質を見つけましょう。見つけた性質が，いつも

成り立つことを説明するには，どうすればよいでしょうか。

3鼫倍数𠃵
　3*(整数 )

と表せる。
　　　　↓
連続する3つの整数鼫
和が 3* (整数 )と

表せることを
示せばよい。

［説明の見通しの立て方］

見つけよう

解答例

考え方

15

20

5

10

5

10

15

20

25

24 1 章　式の計算

1
章

25

1
章

2 節　文字式の活用

１    思考力・表現力を育成する数学的探究

数学的活動や言語活動を通した数学的探究の学び
岡山大学大学院教授　岡崎正和
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「説明の例」や「○○さんのノート」は，
説明のしかたを指導する上で
参考になりますね。

□埋め形式で説明を完成する問題と記述式の
問題がバランスよく設問されているので，
数学的な表現を用いた説明のしかたを
無理なく学習できますね。

▲１年 P.245（章末〈とりくんでみよう〉）
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7
章

7 章の問題

右の表は，ある中学校の 1年生男子 36人の

立ち幅とびの記録です。整理をしやすいように，

値を小さい順に並べかえてあります。

この資料について，次の問いに答えなさい。知

1　範囲を求めなさい。

2　中央値と最頻値を，それぞれ求めなさい。

3　右の表の測定値は，1cm未満を切り捨てて

　　求めた近似値です。測定値が 181cmのとき，

　　その真の値を acmとして，aの範囲を記号≤，

　　<を使って表しなさい。

1の資料について，次の問いに答えなさい。技

1　右の度数分布表を完成しなさい。

2　右の度数分布表をもとに，下の図に，

　　ヒストグラムをかきなさい。

右の表は，品物A，B，Cの重さをはかり，

10g 未満を四捨五入して求めた近似値です。

有効数字は何けたかを考えて，A，B，Cの重さを，

整数部分が 1けたの小数と 10の累乗の積の形で

それぞれ表しなさい。考

前日にテレビを見た時間を，ある中学校の

1年生と 3年生にアンケートをして

調べました。右の図は，その調査結果で，

縦軸は相対度数を表しています。

この図から読み取ることができる

ことがらとして適切なものを，次の

a～dの中からすべて選びなさい。

a　1年生では，「90～ 120分」と答えた

　　生徒が最も多かった。

b　3年生のうち，4割以上が「60分未満」と答えた。

c　「60～ 90分」と答えた生徒の人数は，1年生と

　　3年生とでちょうど同じである。

d　全体の傾向としては，1年生の方が 3年生より長時間

　　テレビを見たといえる。

通学にかかる時間について，ある中学校の

1年生 60人にアンケートをして調べました。

右の図は，その調査結果です。

また，アンケート結果から通学にかかる時間の

平均値を求めると，12.3分でした。

この中学校の 1年生である直
なお
人
と
さんに関する，

次のことがらは正しいですか，正しくないですか。

そのように判断した理由も説明しなさい。

立ち幅とび
階級 (cm) 度数 (人)
　以上 　未満

130 ～ 140
140 ～ 150
150 ～ 160
160 ～ 170
170 ～ 180
180 ～ 190
190 ～ 200
200 ～ 210
計 36

重さ(g)
A 1240
B 1000
C 900

品物の重さ

とりくんでみよう 解答例 P.2877章のたしかめ 解答例 P.287

1

2

3

1

2
説明できるかな？

直人さんの通学呀かかる時間𠃵約11分で𦲞る。
これは平均値より短いから，通学呀かかる時間が短い方から
数えると，60人鼫半分鼫30番以内で𦲞るといえる。

立ち幅とび

136 173 182 189
152 175 183 192
159 178 183 195
161 178 184 196
163 179 185 198
166 180 186 199
170 180 186 199
172 180 188 200
172 181 188 205

(cm)

0
0 30 60 90 120 150 180 210

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

(分)

テレビを見た時間

1年生
3年生

0

5

10

15

20
(人)

(分)
0 5 10 15 20 25 30 35 40

通学にかかる時間

0

5

10

15

(人)

(cm)130 140 150 160 170 180 190 200 210

立ち幅とび
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2311 節　資料の散らばりと代表値
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右の表1は，A中学校とB中学校の

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の方が

よかったといえそうですか。

★ 度数の合計が異なる 2 つの資料の散らばりの
　 ようすを比

ひ
較
かく

する方法について考えましょう。

　表 1では，A中学校とB中学校の度数の合計が

異なります。このようなときは，各階級の度数の，

全体に対する割合を求めて比べます。

　各階級の度数の，全体に対する割合を，

その階級の相
そう
対
たい
度
ど
数
すう
といいます。

(相対度数)= (その階級の度数)
(度数の合計)

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。

　　
5

75
=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，表 2のように

なります。

1問 	 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。

　下の図 1は，前ページの表 2のA中学校の資料を，縦軸
じく
を

相対度数として，ヒストグラムに表したものです。図 2は，

図 1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

階級の幅の半分だけ外側に点をとって結んだ折れ線のグラフです。

　図 2のような折れ線のグラフを度数分布多角形といいます。

　右の図は，図 2の一部です。この図から

わかるように，ヒストグラム全体の面積と

度数分布多角形の面積は，等しくなります。

2問 	図 2に，B中学校の度数分布多角形を

かきなさい。全体として右側にあるのは，

どちらの中学校のグラフといえますか。

3問 	彩
あや
さんは，Qに対する答えを，次のようにまとめました。

にあてはまる数や記号をかき入れなさい。

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

7

資料の比較2

Q

説明しよう

度数分布多角形には，
どんなよさがありますか。

［彩さんのノート］

表2から，記録が21 m以上鼫3つの階級鼫相対度数鼫合計を求めると，

A中学校𠃵 ，B中学校𠃵 で， 中学校鼫方が大きい。

佳た，記録が18 m未満鼫3つの階級鼫相対度数鼫合計を求めると，

A中学校𠃵 ，B中学校𠃵 で， 中学校鼫方が小さい。

このこ協から，全体と𠛬ては， 中学校鼫方が記録が僭かったといえる。

話し合おう

面積が
等しい

面積が
等しい

9 12 15 18 21 24 27 30 (m) 9 12 15 18 21 24 27 30 (m)
00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25
図 1　ハンドボール投げ 図 2　ハンドボール投げ
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▲１年 P.231

▲２年 P.109
108 ４章　図形の性質と合同

4
章

109１節　角と平行線

4
章

 彩
あや

さん

直線のひき方は
1 通りではないよ。
いろいろなひき方を
考えてみよう。

4問 　次の図で，l:mのとき，~xの大きさを求めなさい。

1　　　 　 　　　　　 2　

5問 　右のような図形の性質について，

次の 1 ， 2 の順に調べなさい。

1　右の図で，~x，~yの大きさを

求めなさい。

2　右のような図で，~a，~b，~c，

~dの大きさについて，いつも

成り立つ性質を予想し，それが

正しいことを説明しなさい。

1 　右の図は，;ABCの頂点Aを通って辺BCに

平行な直線 lをひいたものです。

この図を使って，三角形の内角の和が 180'で

あることを説明しましょう。

2 　次の 1 ， 2 の図に直線をひいて，~xの大きさを

求めましょう。

1 　l:m　 　 　　　　　 2

A

B C

a

l

b

d e

c

l
30'

x

45'm 55' 60'

x

25'

30'

x

20'

m

l

45'

65'

x

m

l

20'
35'

y

x

25'

b
aA

B

C D

E

c d

平行線の性質が
使えそうだよ。

式や図を使って
自分の考えを
説明してみよう。

五角形の内角の和も
彩さんと同じ方法で
求められるのかな。

彩さんとは別の方法で
四角形や五角形の内角の
和を求められないかな。

　まず，四角形，五角形の内角の和を考えましょう。

1問 　次の多角形の内角の和を，それぞれ求めなさい。

また，どんな方法で求めたかを，図や式などを

使って説明しなさい。

1　四角形　 　 　 2　五角形

四角形は，1 本の対角線で 2 つの
三角形に分けることができます。
1つの三角形の内角の和は 180°で，
その 2 つ分だから
　　180°*2=360°
したがって，四角形の内角の和は
360°です。

多角形の内角の和5 見つけよう

多角形についても，三角形と同じように，

内角と外角を考えることができます。

三角形の内角の和が 180°であることを

もとにして，n 角形の内角の和を

求めましょう。

また，どのように求めたかを説明し

伝え合いましょう。

内角外角

外角

外角

外角

内角 内角

内角

 陸
りく

さん

真
ま

央
お

さん

やってみよう

説明の例

15

5

10

5

10

説明しよう

説明しよう

言語活動の充実
ことば（文章）や図，式，表，グラフ
などから必要な情報を読み取ったり，
それらを使って思考し，表現したり
する活動を適宜取り入れました。

生徒の吹き出しやノート形式の枠で，
数学的な表現を用いた説明のひな形を
提示しています。

12

活用する力を養う生徒の主体的な学び

数学的活動のマーク

▲１～３年共通　P.4

　小学校で学んだことがらのうち，次の章の学習につながる問題などです。
　家庭での学習に役立ててください。

   これから学ぶことのきっかけとなる場面です。
   各章はいくつかの節に，節はさらに小節に分かれています。

各小節では，次のような学習活動を設けています。

   次の学習に進むための出発点となる問題です。

   学習のねらいを示しています。

   学習する内容を理解するための具体例です。
  解答例 のうち，ノート風の枠

わく
内にかかれた

  ものは，標準的な解答のかき方を示しています。
  がある場合は，自分でその例を完成しましょう。

   学習する内容をより理解するための問題です。

   学んだことを活用して考える課題です。

   みんなで話し合って解決する課題です。

   その節で学んだ基本的な内容です。
   どこで学んだ問題かを で示しています。

   学んだ内容に関連した興味深い話などです。

   くり返し練習して身につけたい内容です。
   どこで学んだ問題かを で示しています。

   その章で学んだ内容が身についているかを確かめるための
   問題です。

   やや程度の高い問題です。「章のたしかめ」ができたら，
   自分で取り組みましょう。

章の扉・節

章末

巻末  数学 マイ トライ

Q
★

例 1

章の扉

節

1問

話し合おう

やってみよう

すでに学んだ内容である
ことを示しています。
参考になるページを
で示しているものも

あります。

ふりかえり

時間にゆとりがあるときに
自分で取り組む問題です。

チャレンジ

より深く考えるための
問いかけです。

考えよう

＊

＊

＊

＊

この本の使い方

 「1章　正の数と負の数」を学ぶ前に 解答例P.282

補
ほ
充
じゅう
の問題がのっている

ページを示しています。
家庭での復習などに
役立ててください。

くり返し練習 1P.52

  数学の基
き
礎
そ
となることがらを理解しているか。

  数学的な技能を身につけているか。
  数学的な見方や考え方を身につけているか。

「基本の問題」と「章のたしかめ」では，主に次のようなことが確かめられます。

知

技

考

   その章で学んだことを，さらに深めたり，発展させたりするための
   課題です。

   その章で学んだことを使って，身のまわりの問題を解決する
   課題です。

   小学校で学んだ内容をふり返るためのページです。

   数学への興味がいっそう高まるような課題や話を集めています。
   ・数学の見方や考え方をさらに広げるための課題
   ・身のまわりのことがらと数学の結びつきを知ることができる話　など

   A 問題は，基本的な内容を中心にふり返る問題です。
   B 問題は，活用する力をのばすための問題です。
   いろいろな問題は，各章の内容を応用する問題や，いくつかの章に
   関連する問題などです。

＊印がついた内容は，
自分で進んで学ぶための
ものだよ。

  新たな性質などを見つける活動

  身のまわりのことがらに数学を利用する活動

  方法や理由などを説明する活動説明しよう

生活への利用

見つけよう

深める数学

生活への利用

算数をふりかえろう

数学研究室

力をのばそう

＊

＊

＊

基本の問題

章のたしかめ

＊
とりくんでみよう

＊
くり返し練習

数学のたんけん数学のたんけん

マークのあるところでは，電
でん

卓
たく

を使って計算してもかまいません。
 マークのあるところは，1年で学習することと決められた
内容ではありません。興味があれば取り組んでみましょう。

発展

＊

4 5

電球型蛍光灯を 2000時間使用したときの総費用は，

次のような計算で求めることができます。

1個の値段は 400円

1000時間使用したときの電気代は 240円だから，

2000時間では　240* 2000

1000
=480(円)

総費用は，1個の値段と電気代の合計だから

　　400+480=880(円)

1問 　LED電球を3000時間使用したときの総費用を

求めなさい。

　次の図は，電球型蛍光灯と LED電球のそれぞれについて，x時間

使用したときの総費用を y円として，xと yの関係を表したグラフです。

2問 　上のグラフについて，次の問いに答えなさい。

1　電球型蛍光灯と LED電球の xと yの関係を表しているのは，

　　それぞれ①と②のどちらの直線ですか。

2　①の直線上にある点Aの y座標，②の直線上にある

　　点Bの y座標は，それぞれ，どんな数量を表していますか。

3問 　2つの総費用が等しくなる使用時間を求めなさい。

また，求める方法を説明しなさい。

　家に，右の表のような未使用の

白熱電球が残っているとします。

明るさは，前ページの電球型蛍光灯や

LED電球と同じとします。

　あなたならどうするかを，次のa～cの中から選びましょう。

　また，ほかの人はどう考えたかを聞いて，それを選んだ理由を

話し合いましょう。

a　家にある白熱電球を使う。　 　　b　電球型蛍光灯を買って使う。

c　LED電球を買って使う。

有
ゆ
紀
き
さんは，家の電球型蛍

けい
光
こう
灯
とう
が切れたので，

同じ商品を買うために店に行きました。

店でその商品をさがしていると，明るさが

ほぼ同じLED電球も売られていました。

その2つの商品を比べると，次のことが

わかりました。

有紀さんは，1個の値段と電気代を合計した総費用で比べると，

どんなことがいえるだろうかと考えています。

電気代は，使用した時間にともなって一定の割合で増えるとして，

どのような場合に，どちらの総費用が安くなるかを考えましょう。

身のまわりの問題を1次関数で考えよう4 生活への利用

説明しよう

総費用の求め方例 1

1000 2000 3000 4000 5000 6000 x(時間)O

1000

500

1500

2000

A

B

y(円)

①
②

1000時間
使用したときの
電気代

寿命

白熱電球 1200円 1000時間

話し合おう

1個の値段
1000時間
使用したときの
電気代

寿
じゅ
命
みょう

電球型蛍光灯 400円 240円 8000時間

LED電球 1000円 120円 40000時間

15

20

5

10

5

10

15

電球型蛍光灯 LED電球

90

3
章

91

3
章

3 章　1次関数 3節　1次関数の活用

▲ 2年 P.90 ～ 91

電球型蛍光灯を 2000時間使用したときの総費用は，

次のような計算で求めることができます。

1個の値段は 400円

1000時間使用したときの電気代は 240円だから，

2000時間では　240* 2000

1000
=480(円)

総費用は，1個の値段と電気代の合計だから

　　400+480=880(円)

1問 　LED電球を3000時間使用したときの総費用を

求めなさい。

　次の図は，電球型蛍光灯と LED電球のそれぞれについて，x時間

使用したときの総費用を y円として，xと yの関係を表したグラフです。

2問 　上のグラフについて，次の問いに答えなさい。

1　電球型蛍光灯と LED電球の xと yの関係を表しているのは，

　　それぞれ①と②のどちらの直線ですか。

2　①の直線上にある点Aの y座標，②の直線上にある

　　点Bの y座標は，それぞれ，どんな数量を表していますか。

3問 　2つの総費用が等しくなる使用時間を求めなさい。

また，求める方法を説明しなさい。

　家に，右の表のような未使用の

白熱電球が残っているとします。

明るさは，前ページの電球型蛍光灯や

LED電球と同じとします。

　あなたならどうするかを，次のa～cの中から選びましょう。

　また，ほかの人はどう考えたかを聞いて，それを選んだ理由を

話し合いましょう。

a　家にある白熱電球を使う。　 　　b　電球型蛍光灯を買って使う。

c　LED電球を買って使う。

有
ゆ
紀
き
さんは，家の電球型蛍

けい
光
こう
灯
とう
が切れたので，

同じ商品を買うために店に行きました。

店でその商品をさがしていると，明るさが

ほぼ同じLED電球も売られていました。

その2つの商品を比べると，次のことが

わかりました。

有紀さんは，1個の値段と電気代を合計した総費用で比べると，

どんなことがいえるだろうかと考えています。

電気代は，使用した時間にともなって一定の割合で増えるとして，

どのような場合に，どちらの総費用が安くなるかを考えましょう。

身のまわりの問題を1次関数で考えよう4 生活への利用

説明しよう

総費用の求め方例 1

1000 2000 3000 4000 5000 6000 x(時間)O

1000

500

1500

2000

A

B

y(円)

①
②

1000時間
使用したときの
電気代

寿命

白熱電球 1200円 1000時間

話し合おう

1個の値段
1000時間
使用したときの
電気代

寿
じゅ
命
みょう

電球型蛍光灯 400円 240円 8000時間

LED電球 1000円 120円 40000時間

15

20

5

10

5

10

15

電球型蛍光灯 LED電球

90

3
章

91

3
章

3 章　1次関数 3節　1次関数の活用

１次関数を用いて具体的な事象をとらえ説明する活動
・表やグラフから必要な情報を読み取り，身のまわりの事象を数学的に解釈する活動
・問題解決の方法を数学的に説明する活動

数学的活動を通した学び
生徒の主体的な学びを重視した
学習活動に積極的に取り組めるように
しました。
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これまでは自分でプリントを
用意していた総合的な問題が
〈ステップアップ〉として
教科書に載っているので，
指導がしやすくなりますね。

〈数学研究室〉は，数学の見方や考え方
をさらに広げる課題学習や，調べ学習の
きっかけとなる話です。

〈ステップアップ〉は，1テーマが見開き 2ページです。
「例」とその「解答例」，「解説」，「例」の類題である
「問」で構成しています。

▲３年 P.248 ～ 249

186 187

連続する10個の整数の和

数学研究室

1  次の 1 ～ 3 は，いずれも連続する 10個の整数の和を求める

計算です。それぞれ答えを求めましょう。

また，連続する 10個の整数の和について，何かきまりなどが

ないか考えましょう。

1 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +10=

2 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +10+11+12=

3 6 + 7 + 8 + 9 +10+11+12+13+14+15=

2  下に示した彩
あや
さんのノートから，彩さんの考えを読み取りましょう。

また，彩さんと同じ方法で 1 の 2 ， 3 の計算をして，その答えが

正しいか確かめましょう。

　彩さんの班では，彩さんが考えた方法について話し合いました。

　下に示したのは，班で話し合ったことをもとに，和
かず
也
や
さんが

ノートにまとめたものです。

3  連続する 10個の整数の和について，ほかに，どんなことがいえますか。

いろいろ考えてみましょう。また，気づいたことがあれば，

文字式や図を使うなどして，自分の考えを説明しましょう。

［和也さんのノート］

■予想したこと
　連続する10個の整数の和は，最初の数と最後の数の和の5倍である。

■説明
　連続する10個の整数のうち，最初の数をnとすると，2個目の数はn+1，
　3個目の数はn+2，…となり，最後の数はn+9となる。
　　n+(n+1)+(n+2)+(n+3)+(n+4)+(n+5)+(n+6)+(n+7)+(n+8)+(n+9)

　以上より，nから始まる連続する10個の整数の和は 

　　5(2n+9)=5{n+(n+9)}

　2n+9は最初の数nと最後の数n+9の和で，5(2n+9)はその5倍だから，
　連続する10個の整数の和は，最初の数と最後の数の和の5倍である。

2n+9

2n+9

2n+9

2n+9

2n+9

解答例 P.233

 和
かず

也
や

さん

 彩
あや

さん

数学 マイ トライ

15

5

10

5

10

15

この図から，
何か気づくことは
ないかな。

［彩さんのノート］

1 　1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

　　　
1から始まる連続する10個の整数の和は
　　( 1+10)*5=55

11

11

11

11

11

3
2

1

4
5

6
7

8
9

10

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

連続する10個の
整数の和を簡単に
求める方法だよ。

数学研究室

▲２年 P.186

248 249

解説

例 　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。

解答例

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=
1

4

　　　　　　　　　　　　
答　a=

1

4

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

　1
2
*3*6+

1

2
*3*2=12

答　12

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=-
5

2

ゆえに，求める直線の式は　y=-
5

2
x

答　y=-
5

2
x

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。

1問 　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。

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。

-6+2

2
=-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。
9+1

2
=5

ステップアップ数学 マイ トライ

15

20

25

5

10

5

10

15

20

25

O 2-6

y

x

A

B

y=ax2

y=-x+3

O 2-6

y

x

A

P(0，3)

B

-3 1

A

B

y=-x2

l

x
y

O

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

ステップアップ

放物線と三角形 解答例 P.276
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解説

例 　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。

解答例

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=
1

4

　　　　　　　　　　　　
答　a=

1

4

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

　1
2
*3*6+

1

2
*3*2=12

答　12

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=-
5

2

ゆえに，求める直線の式は　y=-
5

2
x

答　y=-
5

2
x

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。

1問 　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。

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。

-6+2

2
=-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。
9+1

2
=5

ステップアップ数学 マイ トライ
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ステップアップ

放物線と三角形 解答例 P.276

14

学年別の特徴
１年…小中連携を図るための〈算数をふりかえろう〉を設けています。
２年…全国学力・学習状況調査の問題を取り入れた〈力をのばそう〉が
　　　充実しています。
３年…各領域の内容を総合的に扱う〈ステップアップ〉を設けています。
　　　3年間の総まとめとして使うことができます。

個に応じた学び

個に応じた学習を充実させるとともに，主体的に学ぶ態度や学習習慣を身につ
けさせるためのコーナーです。家庭での自主学習にも対応できるように，すべ
ての問題に解答が付いています。

巻末　数学 マイ トライ

その他の配慮事項

巻末の構成が学年ごとに
工夫されていますね。

〈算数をふりかえろう〉は，1テーマが見開き 2ペー
ジです。「重要事項」，「例」とその「解答例」，「例」
の類題である「問」で構成しています。

〈力をのばそう〉は，「A問題」と「B問題（活用）」
で構成しています。１，２年には，数学的な思考力を
高める「いろいろな問題」もあります。

通分
分母が異なる分数を，
分母が同じ分数に
なおすこと。

積が1になる2数の一方を，
他方の逆数という。
 　 2

3
の逆数は 3

2

　　2 の逆数は 1

2

248 249

2問  次の計算をしなさい。

1 　 5
9

+
2
9

  2　 4
7

-
3
7

3　 1
6

+
5
12
	 	 4　 2

5
-

1
3

3例  1          　      
2

3問  次の計算をしなさい。

1
　 1

3
*

4
5

 2　 1
10

* 7

3
　5

8
*

8
9
	 4

　4
7

*
3
8

4例  1

2

4問  次の計算をしなさい。

1
　

 
5
8

/
7
9

 2
　

 
2
7

/
5
14

3
　

 
1
6

/4 4  　3
5

/9

1例  3
4
と 5

7
の大小を，不等号を使って表しましょう。

解答例  3
4

=
3*7
4*7

=
21
28
　　　5

7
=

5*4
7*4

=
20
28

21
28

>
20
28
だから　3

4
>

5
7
　 　 　答　3

4
>

5
7

1問  次の各組の数の大小を，不等号を使って表しなさい。

1
　 8

9
　 7

9
　　　 2

　 7
11
　 7

10
　　　 3

　 5
6
　

7
9

2例  1 　 1
7

+
4
7

=
5
7

  2　 4
5

-
3
5

=
1
5

3　　　　　　　　　　　　 4　

　

解答例 P.288分数

15

5

10

5

10

15

20

算数をふりかえろう数学 マイ トライ

 
2
5

*
3
7

=
2*3
5*7

 =
6

35

 
2
3

*
5
6

=
2*5
3*6

 =
5
9

3

1

 
1
2

/
2
3

=
1
2

*
3
2

 =
3
4

 
5
6

/2=
5
6

*
1
2

 =
5
12

 
2
5

+
2
15

=
2*3
5*3

+
2
15

 =
6
15

+
2
15

 =
8
15

 
2
3

-
1
4

=
2*4
3*4

-
1*3
4*3

 =
8
12

-
3
12

 =
5
12

 
▲
● *

★
■ =

▲ *★
● *■

 
▲
● /

★
■ =

▲
● *

■
★

分数の大小

分母が異なる分数の大小を比べるときは，通分をします。

分母が同じなら，分子が大きい方が大きい数です。

分数のたし算とひき算

分母が異なる分数のたし算やひき算は，通分をして，

分子のたし算やひき算をします。

分数のかけ算

分数のかけ算は，分母どうし，分子どうしを

かけます。

分数のわり算

分数のわり算は，わる数の逆数をかけます。

算数をふりかえろう

218 219

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

6 cm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a～

	 d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，「傾き」という

　　ことばを使って説明しなさい。

絵
え
美
み
さんは，連続する 3つの奇数の和がどんな数に

なるかを考えています。次の問いに答えなさい。

1　絵美さんは，右に示した 3つの例から，

　 次のaのことを予想しました。

　 連続する 3つの奇数の和は，9の倍数になる。……a

　 しかし，この予想は正しくありません。

	 aが正しくない理由を説明するために，反例を 1つ

　 あげなさい。

2　絵美さんは，さらにいろいろな連続する 3つの奇数の

　 和を求め，あらためて次のbのことを予想しました。

　 連続する 3つの奇数の和は，3の倍数になる。……b

	 bの予想が正しいことの説明を，絵美さんは，次の

　 ようにかき出しました。

　 絵美さんの考え方で，bの予想が正しいことを

　 説明しなさい。

3　連続する 3つの奇数を，連続する 4つの奇数に変えたとき，

　 その和は，どんな数になるかを調べなさい。

　 その結果から，連続する 4つの奇数の和は，どんな数に

　 なると予想できますか。上のa，bのかき方のように

　 「 は，……になる。」という形で答えなさい。

解答例 P.237B問題（活用）

1

2

力をのばそう数学 マイ トライ

15

20

5

10

5

15

10

20

25

80cm

60cm

30cm
40cm

60cm

y

x

y

x

y

x

y

x

O O

O O

a b

c d

　
　
　

1 + 3 + 5 = 9

7 + 9 + 11 = 27

13 + 15 + 17 = 45

nを整数協すると，連続する3つの奇数𠃵，
2n-1，2n+1，2n+3と表される。

［絵美さんのノート］
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［2章　連立方程式］
2元 1次方程式 x+3y=8の解である x，yの値の組について，

次のa～dの中から正しいものを 1つ選びなさい。

a　解である x，yの値の組はない。

b　解である x，yの値の組は 1つだけある。

c　解である x，yの値の組は 2つだけある。

d　解である x，yの値の組は無数にある。

次の連立方程式を解きなさい。

1　
3x-4y=2

2x+3y=-10
　 2　

7x+2y=12

11x+5y=30

3　
y=2x-5

4x-y=7
　　 4　

2x+y=4

x=y+5
　

5　
0.3x-0.5y=2.1

5x+2y=4
　 6　

4x-y=-6
5

3
x+

3

2
y=

4

3

次の方程式を解きなさい。

3x+2y+3=5x+8y+1=-1

方程式 ax-y=bで，x=2のとき y=1となり，x=-2のとき

y=5となります。このとき，a，bの値を求めなさい。

a，bの値が連立方程式
4a+3b=-4

2a-3b=16
の解であるとき，

1

2
ab+b2の値を求めなさい。

ある店で，プリン 3個とクッキー 2個を買うと，その代金は

420円です。また，プリン 5個とクッキー 3個を 100円の

かごに入れて買うと，その代金は 780円です。

この店で，プリン 7個とクッキー 7個を 100円のかごに入れて

買うときの代金を求めなさい。

［1章　式の計算］
次の計算をしなさい。

1　(3x+5y)+(2x-y)　 2　2a-b-(2b-a)

3　3
4
(4x2+8x)　　　 4　(40a-20b)/5

5　5(a-4b)-3(6a-3b)　 6　2a-b
4

-
a-3b

3

7　7x*4y　 　　 8　x3*(-3y)2　 　

9　10x2y/(-2xy)　 10　5a2b/(-2ab2)*4b

a=-2，b=4のとき，次の式の値
あたい
を求めなさい。

1　(a+4b)+3(2a-2b)　 2　3ab*b2/ab

右の図で，aの円
えん
錐
すい
の体積は，

bの正四角柱の体積の何倍ですか。

nを整数とするとき，連続する 3つの奇
き
数
すう
を表しているものを，

次のa～eの中から 1つ選びなさい。

a　n，n+1，n+2　 b　n+1，n+3，n+5

c　2n-1，2n+1，2n+3　 d　2n+1，2n+2，2n+3

e　3n，5n，7n

次の等式を，〔　〕の中の文字について解きなさい。

1　3x+2y=9　　〔y〕　 2　y= 1

2
x+5　　〔x〕

a
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▲２年 P.210
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リサイクルのために，学校でペットボトルのキャップを

集めています。

集めたキャップの個数を知りたいのですが，1個ずつ

数えるのはたいへんです。そこで，全部の個数を

数えずに，およその個数を見積もりたいと思います。

キャップの回収箱が空
から
のときの重さはわかっています。

次の問いに答えなさい。

1　キャップ１個の重さがすべて等しいと考えれば，

　　キャップのおよその個数を求めることができます。

　　このとき，キャップの個数を x個，x個のキャップが

　　はいった回収箱全体の重さを yg とすると，xと yの

　　間には，どのような関係がありますか。次のa～dの

　　中から正しいものを１つ選びなさい。

	 a　yは xに比例する。

	 b　yは xに反比例する。

	 c　yは xの 1次関数である。

	 d　yは xの関数であるが，比例，反比例，1次関数の

　　　 いずれでもない。

2　キャップ１個の重さがすべて等しいと考えて，集めた

　 キャップのおよその個数を見積もるためには，

　 　・回収箱が空のときの重さ

　 　・キャップ１個の重さ

　 のほかに，何を調べて，どのような計算をすればよいですか。

　 次のa～cの中から調べるものを 1つ選びなさい。

　 また，それを使ってキャップのおよその個数を見積もる

　 方法を説明しなさい。

	 a　回収箱の容積

	 b　回収箱の高さ

	 c　集めたキャップがはいった回収箱全体の重さ

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a～dの中から 1つ選びなさい。

	 a　OC=CA　 　 b　OC=OD

	 c　~OAD=~BOC　 　 d　~OAD=~OBC

3 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

まちがった証明

;AODと;BOC呀おいて

仮定から OA=OB ……①
 OD=OC ……②
 AD=BC ……③
①，②，③より，3組鼫辺がそれぞれ等しいから
　　　　;AOD# ;BOC

合同な図形鼫対応する辺鼫長さは等しいから
  AD=BC
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▲２年 P.220（巻末〈力をのばそう　B問題〉）

▲２年 P.133（章末〈とりくんでみよう〉）

▲１年 P.273（巻末〈力をのばそう　A問題〉）

説明できるかな？

力をのばそう

各章で学んだ内容が身に
ついているかを確かめたり，
長文をじっくり読む問題に
慣れさせたりするのに
役立ちますね。

132 ４章　図形の性質と合同

4
章

133

4
章

l
20'

80'

x
40'

m

100'

x
30'

90'

80'

130'

x
70'

x

次の図で，~x，~yの大きさを求めなさい。

ただし，l:mです。技

1　　　　　　　　　　　　 2　　　　　　　　　　　 3　

右の図で，~EADは四角形ABCDの

頂点Aにおける外角です。

この図について，次の問いに答えなさい。知

1　~EADの大きさを求めなさい。

2　~EADと~ABCのような位置関係に

ある角を何といいますか。

3　~EADと~CDAのような位置関係に

ある角を何といいますか。

4　四角形ABCDの辺のうち，平行であるものの組を

記号で表しなさい。

1つの外角が 24'である正多角形は，正何角形ですか。技

右のような図で，AB=DC，AC=DBならば

~BAC=~CDBとなります。

このことがらについて，次の問いに答えなさい。

1　仮定と結論を答えなさい。知

2　問題文のことがらが正しいことを

証明しなさい。考

70'

40'
35'

y

x

40' 65'

y

x

50'30'

50'

y

x

l

m

A D

B C

60' 110'

70'
A

B C

D

E

次の図で，~xの大きさを求めなさい。ただし，l:mで，

同じ印をつけた角は，大きさが等しいことを示します。

1　　　　　　　　　　　　　　　　　 2　　　　　　　　

　　　　

3　　　　　　　　　　　　　　　　　 4　　　　　　　

次のa～cの文と右の図は，直線 l上の点 Pを

通る垂線を作図する方法を示したものです。

a　点 Pを中心として，適当な半径の円をかき，

　　直線 lとの交点をA，Bとする。

b　点A，Bを中心として，等しい半径の円を

　　交わるようにかき，その交点の 1つを

　　Qとする。

c　直線 PQをひく。

この作図で，l|PQとなることを証明しなさい。

正多角形の頂点の数が xのときの１つの外角の大きさを

y'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a～cの中から正しいものを

１つ選び，それが正しいことの理由を説明しなさい。

a　比例　　b　反比例　　c　比例ではない 1次関数

とりくんでみよう 解答例 P.231 4章のたしかめ 解答例 P.230

1
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4 章の問題

説明できるかな？
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［3章　方程式］
1次方程式 3x-2=7を右のように解きました。

このとき，式①から式②への変形では，-2を

左辺から右辺へ移
い
項
こう
しています。移項して

よい理由は，等式の性質をもとに説明できます。

-2を移項してよい理由として正しいものを，

次のa～dの中から 1つ選びなさい。

a　式①の両辺に 2をたしても等式は成り立つから，移項してよい。

b　式①の両辺から 2をひいても等式は成り立つから，移項してよい。

c　式①の両辺に 2をかけても等式は成り立つから，移項してよい。

d　式①の両辺を 2でわっても等式は成り立つから，移項してよい。

次の方程式を解きなさい。

1　4x-21=x　　 2　-6x+11=-x+31

3　3(x-5)=1-x　 4　5(3x+7)+25=3(2-x)

5　0.8x-4=1.5x+0.2　 6　x-1
7

=2

7　3
4
x=

1

4
x-3　　 8　3x-4

5
=
2x-1

3

次の比例式が成り立つとき，xの値を求めなさい。

1　15：25=x：10　 2　5：4=10：(x+2)

クッキーを何人かの子どもに分けるのに，1人に 3個ずつ分けると

9個たりません。また，1人に 2個ずつ分けると 15個余ります。

はじめにあったクッキーの個数を，次の 2通りの方法で求めなさい。

1　はじめにあったクッキーの個数を x個として方程式をつくる。

2　子どもの人数を x人として方程式をつくる。

シャツを定価の 20％引きで売っていたので，定価より 500円安く

買うことができました。

このシャツの定価を，方程式を使って求めなさい。

［4章　比例と反比例］
次のa～dの中から，yが xの関数であるものを

すべて選びなさい。

a　底面積が xcm2 の直方体の体積 ycm3

b　身長が xcmの人の 50m走の記録 y秒

c　円の半径 xcmとその円の周の長さ ycm

d　整数 xの絶対値 y

比例 y=-3xのグラフ上にある点の座標を，次のa～fの

中からすべて選びなさい。

a　(0，-3)　　　b　(-3，0)　　　c　(1，3)

d　(1，-3)　　　e　(-1，3)　　　f　(-1，-3)

　　　　

次の表は，yが xに反比例する関係を表したものです。

下の問いに答えなさい。

x … -2 -1 0 1 2 3 …

y … -12 -24 * 24 12 …

1　上の表の にあてはまる数をかき入れなさい。

2　yを xの式で表しなさい。

下のa～dの中に，次の 1 ， 2 の式で表される関数の

グラフがあります。あてはまる図を 1つずつ選びなさい。

1　y=2x　 　 2　y= 36
x

y

x
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章末には，
全国学力・学習状況調査の
B問題で正答率の低さ，
無解答率の高さが課題と
指摘されている記述式の
問題を各１問設けました。

全国学力・学習状況調査で
特に正答率が低かった問題を，
それぞれ「A問題」，
「B問題（活用）」に
反映させました。

正多角形の頂点の数と１つの外角の大きさの関係を数学的に解釈し，
その関係が成り立つ理由を説明する記述式の問題を設けました。

「用いるもの」と「その用い方」
を明示して説明する記述式の
問題を設けました。

16

全国学力・学習状況調査への対応

出題年度・設問番号 設問の概要 正答率 無解答率

平成24年度B問題 6（2） 正多角形の頂点の数と正多角形の１つの外角の大きさの
関係を，「…は…の関数である」という形で表現する 19.3％ 29.4％

平成24年度B問題 6（3） 正多角形の頂点の数と正多角形の１つの外角の大きさの関係が
どのような関数であるかを選び，その理由を説明する 25.4％ 7.8％

平成25年度A問題 9 yがxの関数である事象を選ぶ 13.8％ 1.5％

平成26年度A問題 9 与えられた表を基に，宅配サービスの重量と料金の関係を，
「…は…の関数である」という形で表現する 36.7％ 17.5％

※本書において，「全国学力・学習状況調査」とは，同調査のうち「中学校　数学」（第３学年対象）に係るものを指す。
正答率・無解答率は，全国の国立・公立・私立中学校の調査結果より算出したものを国立教育政策研究所ホームページの
掲載資料より引用。

▲1年P.122

▲1年P.123

本文では

巻末では

章末では

122 ４章　比例と反比例

4
章

123１節　関数

4
章

牛肉の代金は，
買う重さの関数です。

xの値を決めると，
yの値がただ1つに
決まるかな。

どんな計算を
しているのかな。

正方形では，1辺の長さを決めると面積はただ 1つ

決まります。

したがって，正方形の面積は，1辺の長さの関数です。

年
ねん
齢
れい
が同じでも身長は人それぞれだから，

年齢が決まっても，身長はただ 1つに決まりません。

したがって，身長は年齢の関数とはいえません。

ともなって変わる2つの数量1

　この x，yのように，いろいろな値をとることができる

文字を変
へん

数
すう

といいます。

　ともなって変わる 2つの変数 x，yがあって，xの値を

決めると，それに対応する yの値がただ 1つ決まるとき，

yは xの関
かん

数
すう

であるといいます。

100gあたりの値段が300円である牛肉を買うとき，

買う重さを決めると，その代金はただ 1つに決まると

いってよいでしょうか。

★ ともなって変わる 2 つの数量の関係について調べましょう。 正方形の周の長さは，1辺の長さの関数といえますか。

次の場合，yは xの関数であるといえますか。

1　1枚 10円のコピーを x枚とったときの料金 y円

2　周の長さが18cmである長方形の縦の長さxcmと

　　横の長さ ycm

3　1.5Lのジュースを x人で等分するときの

　　1人分の量 yL

4　周の長さが xcmである長方形の面積 ycm2

　牛肉の代金は，買う重さにともなって変わります。また，

重さが決まると，それに対応する代金がただ 1つ決まります。

　小学校で学んだ比例と反比例は，どちらも関数です。

　 Qの牛肉について，重さが x gのときの代金を y 円とすると，

xと yは，いろいろな値
あたい
をとることができます。

Q

1問

2問

関数節1 関数といえることがら例 1

関数とはいえないことがら例 2

 1辺鼫長さ  面積
 1cm → 1cm2

 2cm → 4cm2

 3cm → 9cm2

   

　身のまわりで，関数であると考えられることがらをいろいろ

さがして，「○○は;;の関数です。」と表しましょう。

　また，そのことがらが，本当に関数といえるかについて，

話し合いましょう。

話し合おう
表現の例

真
ま
央
お
さん

15

5

10

5

10

15

20

重さ(g) 100 200 300 400 500 …

代金(円) 300 …
1cm 2cm 3cm

1cm2
4cm2

9cm2

100

300

x

y

200 300 400 500 600

122 ４章　比例と反比例

4
章

123１節　関数

4
章

牛肉の代金は，
買う重さの関数です。

xの値を決めると，
yの値がただ1つに
決まるかな。

どんな計算を
しているのかな。

正方形では，1辺の長さを決めると面積はただ 1つ

決まります。

したがって，正方形の面積は，1辺の長さの関数です。

年
ねん
齢
れい
が同じでも身長は人それぞれだから，

年齢が決まっても，身長はただ 1つに決まりません。

したがって，身長は年齢の関数とはいえません。

ともなって変わる2つの数量1

　この x，yのように，いろいろな値をとることができる

文字を変
へん

数
すう

といいます。

　ともなって変わる 2つの変数 x，yがあって，xの値を

決めると，それに対応する yの値がただ 1つ決まるとき，

yは xの関
かん

数
すう

であるといいます。

100gあたりの値段が300円である牛肉を買うとき，

買う重さを決めると，その代金はただ 1つに決まると

いってよいでしょうか。

★ ともなって変わる 2 つの数量の関係について調べましょう。 正方形の周の長さは，1辺の長さの関数といえますか。

次の場合，yは xの関数であるといえますか。

1　1枚 10円のコピーを x枚とったときの料金 y円

2　周の長さが18cmである長方形の縦の長さxcmと

　　横の長さ ycm

3　1.5Lのジュースを x人で等分するときの

　　1人分の量 yL

4　周の長さが xcmである長方形の面積 ycm2

　牛肉の代金は，買う重さにともなって変わります。また，

重さが決まると，それに対応する代金がただ 1つ決まります。

　小学校で学んだ比例と反比例は，どちらも関数です。

　 Qの牛肉について，重さが x gのときの代金を y 円とすると，

xと yは，いろいろな値
あたい
をとることができます。

Q

1問

2問

関数節1 関数といえることがら例 1

関数とはいえないことがら例 2

 1辺鼫長さ  面積
 1cm → 1cm2

 2cm → 4cm2

 3cm → 9cm2

   

　身のまわりで，関数であると考えられることがらをいろいろ

さがして，「○○は;;の関数です。」と表しましょう。

　また，そのことがらが，本当に関数といえるかについて，

話し合いましょう。

話し合おう
表現の例

真
ま
央
お
さん

15

5

10

5

10

15

20

重さ(g) 100 200 300 400 500 …

代金(円) 300 …
1cm 2cm 3cm

1cm2
4cm2

9cm2

100

300

x

y

200 300 400 500 600

独立変数（△△）と従属変数（○○）との違いを意識して「○○は△△の関数である」という形で
表現する内容を丁寧に扱えるようにしました。

過去の全国学力・学習状況調査において正答率が低かった問題を中心に，いっそう丁寧な
扱いをすることで，学力の向上をめざします。
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出題年度・設問番号 設問の概要 正答率 無解答率

平成25年度B問題 4（1） ２つの辺の長さが等しいことを，三角形の合同を利
用して証明する 33.1％ 22.7％

平成25年度B問題 4（2） ２つの辺の長さが等しいことを証明する際に，根拠
として用いる平行四辺形になるための条件を選ぶ 57.6％ 1.9％

▲ 2年 P.126 ～ 127

出題年度・設問番号 設問の概要 正答率 無解答率

平成25年度A問題14（2） ６月の日ごとの最高気温の分布を表したヒストグラ
ムから，ある階級の相対度数を求める 23.7％ 24.5％

276 277

右の図のように，底面の直径と高さが等しい

円柱の容器と，この円柱の容器にぴったり

はいる円
えん
錐
すい
があります。この円柱の容器には，

高さを 6等分しためもりA～ Eが

ついています。

円柱の容器の底面を水平にして，円錐の

体積と同じ量の水を入れます。このとき，

円柱の容器には，どのめもりまで水が

はいりますか。A～ Eの記号で答えなさい。

［7章　資料の活用］
右の図は，40個のみかんの重さを調べてかいた

ヒストグラムです。このヒストグラムから，

例えば，100g 以上 105g 未満のみかんが 13個

あったことがわかります。次の問いに答えなさい。

1　100 g 未満のみかんは何個ですか。

2　105g 以上 110g 未満の階級の相対度数を

　　求めなさい。

3　最
さい
頻
ひん
値
ち
を，階級値で答えなさい。

ある工場で，製品をつくる機械A，Bの

いずれを導入するかを検討しています。

右の表は，機械A，Bでつくった製品の

重さをはかった記録です。

この工場では，64g 以上 68g 未満の製品を

合格品としています。

合格品をつくる割合が大きいのは，A，B

どちらの機械ですか。

0

5

10

15

(個)

(g)90 95 100 105 110 115

みかんの重さ

A
B
C
D
E

製品の重さ

階級 (g)
度数 (個)
A B

以上 未満

63 ～ 64 1 1
64 ～ 65 5 9
65 ～ 66 15 25
66 ～ 67 18 28
67 ～ 68 9 14
68 ～ 69 2 3
計 50 80

次の図は，あるきまりにしたがって碁
ご
石
いし
を並べたものです。

このきまりで碁石を並べていくとき，次の問いに答えなさい。

1　5番目の図では，碁石は何個になりますか。

2　n番目の図について考えます。

　　右の図aのような囲み方をすると，

　 碁石全部の個数は，次の式で

　 求めることができます。

　 　　10+4(n-1)

　 碁石全部の個数が，この式で表される

　 理由は，次のように説明できます。

　 右の図bのような囲み方をすると，

　 碁石全部の個数は，どんな式で

　 求めることができますか。

　 また，その式で求められる理由を，

　 図aの場合の説明を参考にしてかきなさい。

3　碁石の個数が全部で 90個となるのは，何番目の図ですか。

1番目 2番目 3番目

a

b

解答例 P.290B問題（活用）

10個のまとまりが1つある。
それとは別に，4個のまとまりが (n-1 )個ある。
したがって，碁石全部の個数を求める式は，
次のようになる。
　　10+4*(n-1 )=10+4(n-1 )

1

26

27

28

［説明］

力をのばそう数学 マイ トライ

5

10 5

15

10

20

15

20

25

▲１年 P.276
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証明の方針5

Q

2問 　次の証明は，Qのことがらが正しいことを，前ページの

方針にもとづいてかいたものです。この証明を完成しなさい。

［証明］

3問 　右の図のように，線分ABと CDの交点を

Pとし，AとD，Bと Cをそれぞれ線分で

結ぶとき，

　AP=CP，~PAD=~PCBならば

　~ADP=~CBP

となります。次の問いに答えなさい。

1　前ページを参考にして，証明の方針を立てなさい。

2　問題文のことがらが正しいことを証明しなさい。

右の図のように，線分ABとCDの交点を

Pとし，AとC，BとDをそれぞれ線分で

結ぶとき，AP=BP，AC: DBならば

CP=DPとなります。

このことがらの仮定と結論を答えましょう。

★ 証明をするときの方針の立て方について考えましょう。

　Qのことがらが正しいことを証明するために，まずは

次のようなことを考えて，証明の方針を立てます。

　 1 　結論を示すためには何がわかればよいか。

　 2 　仮定からいえることは何か。

　 3 　 1 と 2 を結び付けるには，あと何がいえればよいか。

　Qのことがらが正しいことは，次に示した方針で証明できます。

1問 　上に示した方針を参考にして， 1， 2 の手順で，

次のページの図を 124ページの図のように完成しなさい。

1　AC:DBから等しいといえる角を 2組見つけ，

　　図の中の にそれぞれかき入れる。

2　 の根拠となる等しい辺や

　　角を 3組選び，破線 を実線 にする。

A C

D

P

B

;APCと;BPD呀おいて

仮定から =  　 ……①

平行線鼫 𠃵等しいから，AC:DBより

 = ……②

𠃵等しいから = ……③

①，②，③より， がそれぞれ等しいから
 ;APC#;BPD

合同な図形鼫対応する 𠃵等しいから
 CP=DP

　　CP=DPを証明するためには，;APC#;BPDを示せばよい。
　　仮定から，AP=BPがいえる。
　　佳た，AC:DB孼から，平行線鼫性質を使えば，等しい角を
　　見つけられる。
　　対頂角𠃵等しいから，~APC=~BPDもいえる。
　　これと　を使うと，;APC#;BPDが示せそうだ。

［証明の方針］

;APC#;BPDを示すのに使うのは，すでに
正しいとわかっている辺や角のうちの3組だよ。

1

2

3

2

15

20

25

5

10

5

10

15

20

;APC#;BPD

仮定

結論

;APC#;BPD

AP=BP

証明

AC:DB

CP=DP

~APC=~BPD
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3

A

C D
P

B
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結ぶとき，
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1　前ページを参考にして，証明の方針を立てなさい。

2　問題文のことがらが正しいことを証明しなさい。
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★ 証明をするときの方針の立て方について考えましょう。

　Qのことがらが正しいことを証明するために，まずは

次のようなことを考えて，証明の方針を立てます。

　 1 　結論を示すためには何がわかればよいか。

　 2 　仮定からいえることは何か。

　 3 　 1 と 2 を結び付けるには，あと何がいえればよいか。
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1問 　上に示した方針を参考にして， 1， 2 の手順で，

次のページの図を 124ページの図のように完成しなさい。

1　AC:DBから等しいといえる角を 2組見つけ，

　　図の中の にそれぞれかき入れる。

2　 の根拠となる等しい辺や

　　角を 3組選び，破線 を実線 にする。
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 = ……②

𠃵等しいから = ……③
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合同な図形鼫対応する 𠃵等しいから
 CP=DP

　　CP=DPを証明するためには，;APC#;BPDを示せばよい。
　　仮定から，AP=BPがいえる。
　　佳た，AC:DB孼から，平行線鼫性質を使えば，等しい角を
　　見つけられる。
　　対頂角𠃵等しいから，~APC=~BPDもいえる。
　　これと　を使うと，;APC#;BPDが示せそうだ。

［証明の方針］
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○本文（小節）では，総度数の異なる２つの
集団の資料の傾向を相対度数を用いてとら
え，判断の理由を数学的な表現を用いて説
明する活動を設けました。

○節末，章末，巻末では，与えられた度数分
布表やヒストグラムから必要な情報を読み
取って，相対度数を求めたり，代表値を答
えたりする問題を設けました。

○証明を学習する初期段階において，証明の方針を立て，その方針に基づいて
証明する内容を丁寧に扱うようにしました。
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出題年度・設問番号 設問の概要 正答率 無解答率

平成24年度A問題 2（4）「1個a円の品物を2個買った代金は1000円より安い。」という数量の関係を表した式として正しいものを選ぶ 66.7％ 0.5％

平成26年度A問題 2（1）「プールの水の深さは120cm以下である。」という数量の関係を表した不等式を書く 46.0％ 10.7％

出題年度・設問番号 設問の概要 正答率 無解答率

平成24年度A問題 9（1） yがxに比例し，比例定数が3のとき，x，yの値について，
正しい記述を選ぶ 54.2％ 1.3％

平成24年度A問題10（1） 反比例の表を完成する 51.4％ 3.2％

 陸
りく

さん

★ 数量の大小関係を式に表したり，式の意味を読み取ったりしましょう。

不等号 <，>を使った式例 1
1冊 a円のノート 2冊と，1本 b円の

鉛筆 3本を買うと，500円でおつりが

あることは，不等号を使って

　　2a+3b < 500　……①

と表したり，

　　500 > 2a+3b　……②

と表したりすることができます。

　不等式でも等式と同じように，不等号の左側にある式を左辺，

右側にある式を右辺，左辺と右辺を合わせて両辺といいます。

1問 	ある植物園の入園料は，大人 1人が a円，中学生

1人が b円です。

次の数量の間の関係を，不等式で表しなさい。

1　大人 2人の入園料は，中学生 3人の入園料より

　　高い。

2　大人 2人と中学生 5人の入園料の合計は，

　　2000円より安い。

　 例 1 の①や②のように，数量の大小関係を不等号を

使って表した式を不
ふ
等
とう
式
しき
といいます。

大小の関係を表す式3

a円 a円 b円 b円 b円 おつり

500円

2a+3b < 500

不等式

左辺 右辺
両辺

「2a+3bは
500より小さい」ね。

「500は
2a+3bより大きい」
ともいえるね。

　2つの数量の大小関係を表す記号として，不等号には，

<，>のほかに，≤，≥があります。これらの記号の意味を

整理すると，次のようになります。

　記号 ≤，≥で数量の大小関係を表した式も，不等式といいます。

不等号≤，≥を使った式例 2
1冊 a円のノート 2冊と，1本 b円の

鉛筆 3本が 400円で買えたことは，

不等号 ≤や ≥を使って

　　2a+3b ≤ 400

と表したり，

　　400 ≥ 2a+3b

と表したりすることができます。

2問 	 x円持って買い物に行ったところ，持っていたお金で，

2000円の辞書を 1冊と y円の漫
まん
画
が
を 2冊買えました。

この数量の間の関係を，不等式で表しなさい。

3問 	ある動物園の入園料は，大人 1人が a円，中学生 1人が b円です。

このとき，次の等式や不等式はどんなことがらを表していますか。

1　2a+3b=1800

2　a+3b < 1500

3　a-b=400

4　4a+5b ≥ 3000

a > b aは bより大きい

a ≥ b aは b以上 (a > bまたは a=b)

a < b aは bより小さい，aは b未満

a ≤ b aは b以下 (a < bまたは a=b)

「400は
2a+3b以上」
ともいえるね。

「2a+3bは
400以下」だね。

広
ひろ

島
しま

市植物公園

15
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5
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 彩
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真
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84 2 章　文字と式

2
章

85

2
章

3 節　文字式の活用

142 ４章　比例と反比例

4
章

1433 節　反比例

4
章

3問 　反比例 y=- 24
x
について，次の表を完成しなさい。

また，下の 1 ， 2 について調べなさい。

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 　xの各値とそれに対応する yの値について，積 xyの

　 値はそれぞれいくらになりますか。

　 1問 や 3問 からわかるように，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。

　これまでに学んできたことをまとめると，次のようになります。

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

　　 1m 倍になる。

2　xの各値とそれに対応する yの値について，積 xyの

　　値は一定で，比例定数 aに等しい。

4問 　次の表は，yが xに反比例する関係を表したものです。

この表を完成しなさい。

★ 反比例 y= a
x

の変数 xの変域を負の数にまで広げて考えましょう。

1問 　反比例 y= 24
x
について，次の表を完成しなさい。

また，下の 1 ～ 3 について調べなさい。

1　比例定数を答えなさい。

2　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。

3 　xの各値とそれに対応する yの値について，積 xyの

　 値はそれぞれいくらになりますか。

反比例 y= a

x
では，x=0に対応する yの値は考えないことにします。

★ 反比例 y= a
x

の比例定数が負の数の場合について考えましょう。

比例定数が負の数である反比例の式例 1　

　 y=-
24
x
は，比例定数が-24である

反比例の式です。

2問 　次のa～c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。

a　y=
15
x
　　　b　y=-

15
x
　　　c　y=-

x

15

反比例と変域2

注 意

 -
24
x

=
-24

x

ふりかえり P.64 例２

見つけよう

見つけよう

15

20

5

10

5

10

15

20

x … … -2 -1 0 1 2 … 10 …

y … 5 … * -60 -30 … …

3倍
2倍2倍

倍 倍

倍

3倍
2倍2倍

倍 倍

倍

x … -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 …

y … * …

3倍
2倍2倍

倍 倍

倍

3倍
2倍2倍

倍 倍

倍

x … -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 …

y … * …

▲１年 P.85

▲１年 P.142

▲１年 P.154
154 ４章　比例と反比例

4
章

1554 節　比例と反比例の活用

4
章

2問 　下に示したのは，陸さんの班で話し合ったときに

　　　　出された求め方です。

次の問いに答えなさい。

1　上の求め方にしたがって，yを xの式で表し，

　　その式を使って全部の紙の枚数を求めなさい。

2　 1 の式の比例定数は，どんな数量を

　　表していますか。

3問 　あかねさんの班では，前ページに

示した陸さんの班とは別の数量の

関係に着目して，紙の枚数を

見積もったそうです。

下に示したのは，あかねさんの

ノートです。

次の問いに答えなさい。

1　あかねさんが着目した数量の関係について，

　　「○○は;;に比例する。」という表現で

　　答えなさい。

2　あかねさんが調べた数値を使って，全部の紙の

　　枚数を見積もりなさい。

佳ず，紙を100枚数えてその高さを与かった。
次に，全部鼫紙鼫高さを与かった。
龥の結果𠃵次鼫通りで𦲞る。
　　100枚鼫高さ ………… 8mm
　　全部鼫紙鼫高さ  ………  48mm

紙がx枚鼫協きの重さをy g協する。
yがxに比例するから，佳ずは比例鼫式を求め，
龥の式を使ってy=2400鼫協きのx鼫値を
求めればよい。

比例式を使って，全部の
紙の枚数を求めましょう。

考えよう

 和
かず

也
や

さん 真
ま

央
お

さん

　上のような場面について，陸
りく

さんは，次のように考えました。

　そこで，陸さんの班では，この紙 20枚の重さと

全部の紙の重さをそれぞれはかりました。

　その結果は，次の通りです。

　　20枚の重さ……………　　80g

　　全部の紙の重さ……… 2400g

1問 　上のことから，全部の紙の枚数を見積もりなさい。

また，どのように求めたかを説明しなさい。

紙の枚数を見積もろう3

同じ種類鼫紙なので，紙鼫重さは，龥の枚数に
比例すると考えられる。
龥凞で，佳ず，紙を20枚数えてその重さを与かり，
次に，全部鼫紙鼫重さを与かれば，比例鼫関係をもとに，
全部鼫紙鼫枚数を見積もるこ協が害きる。

表を縦に見る
見方はどうかな。

生活への利用

比例の表を
横に見る見方が
使えないかな。

 陸
りく

さん

m倍

枚数(枚) 20

重さ(g) 80 2400

m倍

説明しよう

15

20

5

10

5

10

15

20

25

同じ種類の紙がたくさんあり，その枚数を

知りたいとき，全部の枚数を数えずに，

およその枚数を見積もる方法を考えましょう。

また，考えた方法を説明しましょう。

○不等号の意味を正しく理解できるように，
記号とその意味を表に整理して示しました。
○日常的な表現である「…円で買えた」や
「…円でおつりがあった」を「以上」「以下」
などの表現に置きかえ，それをさらに数学
的な表現である不等式で表す過程を丁寧に
示しました。

○比例や反比例の関係について理解を深め
られるように，表の横の見方，縦の見方
を丁寧に扱い，その見方や考え方を具体
的な場面で活用できるようにしました。
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「中学数学」へようこそ
小学校で学習してきた「算数」は，中学校では「数学」になります。

数学では，算数で学んできたことを，より広く，より深く考えていきます。

数学は，人類が数千年をかけて発見し，築きあげてきたものです。

そして，数学は，科学や経済などの基
き
礎
そ
として重要な役割を果

は
たしています。

したがって，数学を学ぶことは，自然や社会のしくみを知ることにつながります。

また，みなさんが将来どのような進路を選ぶとしても，情報化や国際化がさらに

進む社会のもとでは，数学を学ぶときに身につけていく“ 考える力” や

“ 伝え合う力”が，これから必要な“生きる力”となっていくことでしょう。

この教科書を活用して，しっかりとした数学の基礎を身につけてください。

箱
はこ
根
ね
の寄
よせ
木
ぎ
細
ざい
工
く
（神
か
奈
な
川
がわ
県）

八
や
女
め
の竹かご（福

ふく
岡
おか
県）

讃
さぬ
岐
き
かがり手まり（香

か
川
がわ
県）

竹細工の
いろいろな編み方

江
え
戸
ど
切
きり
子
こ
（東
とう
京
きょう
都）

伝統工芸品に見られるいろいろな模様
わが国では古くからいろいろな模様を，工芸品などに取り入れてきました。

▲１年巻頭見返し ▲３年 P.230（巻末〈数学研究室〉）

▲３年巻末見返し

230 231数学研究室数学 マイ トライ

和算の歴史

　江
え

戸
ど

時代に発達したわが国独自の数学を，

和
わ

算
さん

といいます。

　和算が発達したきっかけとして，

吉
よし

田
だ

光
みつ

由
よし

(1598年～ 1672年)の

著書『塵
じん

劫
こう

記
き

』があります。『塵劫記』は，

数の数え方，かけ算の九九，そろばん，面積の

求め方など，生活に関連した内容を解説した

和算書です。

　『塵劫記』は何回も改
かい

訂
てい

され，そのうちの

1つの巻末に，数学の問題 12問が，解答を

示さずに出題されました。その問題に対して，

別の和算書が解法をのせて，また新たな問題を

出題し，それに対して別の和算書が解法を

のせて，また新しい問題を出題するという

ことをくり返しました。

　この習慣を遺
い

題
だい

継
けい

承
しょう

といい，江戸時代に

長く続いたといわれています。

　遺題継承が行われているなかで，

関
せき

孝
たか

和
かず

(1640年ごろ～ 1708年)という偉
い

大
だい

な和算家が

現れました。関孝和の著書『発
はつ

微
び

算
さん

法
ぽう

』では，円周率の近
きん

似
じ

値
ち

を

小数点以下 10けたまで正確に求めたり，次数の大きい

多元連立方程式の研究をしたりするなど，当時としてはきわめて

水準の高い数学の内容がかかれていました。

　彼
かれ

の研究は，弟
で

子
し

である建
たけ

部
べ

賢
かた

弘
ひろ

(1664年～ 1739年)を

はじめとして，多くの和算家たちに受けつがれ，関
せき

流という流派が

できました。建部賢弘は，円周率を小数点以下 41けたまで求めたと

いわれています。

　和算の流派としては，関流のほかに，山
やま

形
がた

県出身の

会
あい

田
だ

安
やす

明
あき

(1747年～ 1817年)に代表される最
さい

上
じょう

流や，関西を

歴史・伝統と文化
中心に活

かつ

躍
やく

した宅
たく

間
ま

流など，多くの流派がありました。

　一方，人々が神社や仏閣に絵
え

馬
ま

を奉
ほう

納
のう

したように，遺題継承の

習慣にともなって，数学の問題やその解法を額にした

算
さん

額
がく

というものを奉納する習慣ができました。

　右の写真は，奈
な

良
ら

県奈良市に

残っている算額のひとつです。

　ふつう，神や仏への祈
き

願
がん

，

あるいは願いが達成した

喜びや感謝の気持ちを表して，

絵馬を奉納するものですが，

算額は，数学を志す人々が

苦心して解いた問題を神社や

仏閣に奉納したものです。

　神社や仏閣は人が多く集まる場所で，人の目につきやすい

ことから，算額を奉納することは，研究成果の発表と同時に，

自己の学力の誇
こ

示
じ

にもつながりました。

　算額では，特に図形に関する問題が多く出されました。

　当時の 2大流派である関流と最上流は，江戸愛
あ た ご

宕山の

愛宕神社に奉納した算額がきっかけとなり，20年をこえる論争を

したといわれています。

　算額は，当時の数学の進歩に大きな役目を果たしました。

　こうして，江戸時代に栄えた和算でしたが，明
めい

治
じ

時代になると，

わが国は西
せい

欧
おう

にならった近代化をあらゆる方面で進めました。

これにともない，研究や教育の分野から和算は姿を消して

いくことになりました。

　しかし，算数で学んだかけ算の九九やそろばんなど，

江戸時代から現在に受けつがれているものもあります。

『塵劫記』

『塵劫記』の記念碑
ひ

(京
きょう

都
と

府京都市)
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和算の歴史について，本や
インターネットなどで調べてみよう。

B.C.  A.D.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21世
紀

時
代

インドでは紀元前より数学が発達したと
いわれている。私たちが使っている数０は，
インドではじめて使われ，数学者ブラマグプタ
(598ごろ～660ごろ)は，正の数と負の数の
計算をしたといわれている。インドの数学は，
アラビアの数学に影響をあたえた。

アラビアで9世紀ごろから発達した数学は，
近世ヨーロッパの数学に大きな影響をあたえた。
一
いっ
般
ぱん
的な計算方法をアルゴリズムとよぶのは，

数学者アル・フワリズミ(780ごろ～850ごろ)が
語源であるといわれている。

B.C.は紀元前，A.D.は紀元後のこと

数学の歴史 ―私たちが学んできた数学の源―

古代バビロニアでは，
正方形の対角線の長さを
計算していたといわれている。
(B.C.1800ごろ)

 粘
ねん
土
ど
板にかかれた正方形と対角線

古代エジプト
(B.C.3000ごろ～B.C.30)では，
3辺の比が3：4：5の
直角三角形を使って，正確な
直角をつくったといわれている。

 

縄
じょう

文
もん

古代ギリシャで活
かつ

躍
やく

した数学者たち
古代ギリシャでは，数学と哲

てつ
学
がく
は密接な関係にあり，数学も哲学も，ともに大きく発達した。

わが国独自の数学である「和
わ

算
さん

」を築いた数学者たち
江戸時代，多くの和算家が活躍した。

近世数学の黄金時代
17 ～ 18世紀にかけて，ヨーロッパでは多くの数学者により，さまざまな研究がなされ，数式，図形，関数，
確率，統計など，現代の数学の基

き
礎
そ
がほぼ確立した。哲学や物理学，天文学とのかかわりが強かった。

物理学や天文学の研究から発達した数学
物理学者や天文学者は数学を使いながら，いろいろななぞの解明を試みた。その結果，数学とともに進歩した。

デカルト
1596～1650　フランス

ガリレイ
1564～1642　イタリア

フェルマー
1601ごろ～1665　フランス

ケプラー
1571～1630　ドイツ

パスカル
1623～1662　フランス

ニュートン
1642～1727　イギリス

ライプニッツ
1646～1716　ドイツ

ガウス
1777～1855　ドイツ

オイラー
1707～1783　スイス

アインシュタイン
1879～1955　アメリカ

三角形の相似を
使って，
ピラミッドの高さを
測った。

タレス
B.C.624ごろ～B.C.546ごろ

ピタゴラス学派をつくり，
三平方の定理，黄

おう
金
ごん
比
ひ
，

正多面体の数，
無理数などを発見した。

ピタゴラス
B.C.572ごろ～B.C.492ごろ

哲学者として数学に
大きな影

えい
響

きょう
を

あたえた。今の大学に
あたる学校をつくった。

プラトン
B.C.427ごろ～B.C.347ごろ

著書『原
げん
論
ろん
』では，

図形の性質を，定義や
定理などを用いて
体系的に位置づけた。

ユークリッド
B.C.300ごろ

球の表面積や体積を
求める公式を発見した。
物理学や天文学に
おいても活躍した。

アルキメデス
B.C.287ごろ～B.C.212

素数を見つける
方法である
「エラトステネスの
ふるい」を考え出した。

エラトステネス
B.C.275ごろ～B.C.194ごろ

天体観測の技術や
数学の知識を
生かして，17年
かけて日本全国を
測量し，日本全図を
つくった。

伊
い

能
のう

忠
ただ

敬
たか

1745～1818

関孝和の弟
で
子
し
。

彼の研究は，西洋の
数学者の研究に
匹
ひっ
敵
てき
すると

いわれている。

建
たけ

部
べ

賢
かた

弘
ひろ

1664～1739

関流と論争を交えた
学派である最

さい
上

じょう
流を

代表する和算家の
一人。

会
あい

田
だ

安
やす

明
あき

1747～1817

和算において最も
活躍した数学者の
一人。
彼
かれ
の学派を関

せき
流と

いい，多くの
和算家が活躍した。

関
せき

孝
たか

和
かず

1640ごろ～1708

和算の代表的な
書物である
『塵

じん
劫
こう
記
き
』の著者。

『塵劫記』に問題を
出したところから， 
遺
い
題
だい
継
けい
承

しょう
が

始まり，和算の
発達につながった。

吉
よし

田
だ

光
みつ

由
よし

1598～1672

弥
やよい

生 古
こ

墳
ふん

平
へい

安
あん

鎌
かま

倉
くら

室
むろ

町
まち 戦

せん
国
ごく

南
なん

北
ぼく

朝
ちょう

飛
あすか

鳥
江
え

戸
ど

昭
しょう

和
わ

大
たい

正
しょう

平
へい

成
せい

奈
な

良
ら 安

あ
土
づち

桃
もも

山
やま 明

めい
治
じ

 九
きゅう

章
しょう

算
さん

術
じゅつ

1世紀ごろまでにかかれた，
中国で最も古い数学書。
263年に数学者劉

りゅう
徽
き
によって，

　　　　書が出版された。
第 8章に「方程」がある。

孫
そん

子
し

算
さん

経
けい

4～ 5世紀にかかれた
中国の数学書。
方程式の問題，除法の
商と余りの関係の定理
などがかかれている。

円周率の近似値と

して，
22

7
を求めた。

また，暦
れき
の研究で

有名である。

祖
そ

沖
ちゅう

之
し

429ごろ～500ごろ

中国の数学

インドの数学

アラビアの数学

3

4

5

注
ちゅう
釈

しゃく

伝統と文化，数学の歴史
我が国の伝統と文化に親しむことができる

内容を，数学と関連づけて取り上げました。
また，数学が発展してきた歴史を知り，数

学への興味がいっそう高まるような内容を掲
載しました。
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▲２年P.120
120 ４章　図形の性質と合同

4
章

1212 節　三角形の合同と証明

4
章

1問 　次のことがらについて，仮定と結論をいいなさい。

1 　;ABC#;DEFならばAC=DF である。

2 　;ABCにおいて，~A+~B=90'ならば~C=90'である。

3 　xが 10の倍数ならば，xは 5の倍数である。

　前ページのaのことがらがいつも成り立つことは，;APCと

;DPBに着目すると，次のように説明することができます。

　上の説明では，仮定のほかに，すでに正しいと認められている

次のことがらを使って，結論を導いています。

・対頂角は等しい。

・2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい三角形は合同である。

・合同な図形では，対応する線分の長さは等しい。

　上のように証明することで，aのことがらは，

線分AB，CDの長さや交わる角度に関係なく，

いつも成り立つことが明らかになります。

右の図のように，点Pで交わる線分ABとCDを

　　　 AP=DP，CP=BP

となるようにかき，AとC，BとDをそれぞれ

線分で結ぶとき，線分ACとBDの長さについて，

いつも成り立つ性質を予想しましょう。

★ あることがらがいつも成り立つことを，筋道を立てて
　 説明することについて考えましょう。

　Qのようにかいた図では，いつも，線分ACとDBの長さが

等しくなると予想されます。

　予想したことがらは，次のように表すことができます。

Q

AP=DP，CP=BP ならば AC=DB …………………a

　　○○○ ならば □□□
と表したとき，

　　○○○ の部分を仮
か
定
てい

　　□□□ の部分を結
けつ
論
ろん

といいます。

P

A

C

D B

D

A

B

C

P

D

A

B

C

P

A

A

C

C

D
DB

B

P

P

　このように，仮定から出発し，すでに正しいと

認められていることがらを根
こん
拠
きょ
にして，筋道を

立てて結論を導くことを　　証
しょう
明
めい
といいます。

D

A

B

C

P

D

A

B

C

P

;APCと;DPBにおいて

仮定から　　　　　　　 AP=DP 　 ………①　 　

　　　　　　　　　　　 CP=BP 　 ………②
対頂角は等しいから　~APC=~DPB　 ………③

①，②，③より，2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから

　　　　　　　　　　;APC#;DPB

合同な図形の対応する辺の長さは等しいから

　　　　　　　　　　　 AC=DB

仮定，結論と証明3

問題にあう
図をノートに
かいてみよう。

上の図は，仮定を満たす
図の代表として
かかれたものだよ。

見つけよう

結論

ならば

仮定

○○○ □□□
15

5

10

5

10

15

20

25

正しいと
認められた
ことがら

証明

仮定

結論

▲２年P.174

174 6 章　確率

6
章

175１節　確率

6
章

アの袋
ふくろ

には白玉が 7 個，
イの袋には赤玉が 1 個と白玉が 6 個，
ウの袋には赤玉が 4 個と白玉が 3 個，
エの袋には赤玉が 7 個はいっています。
ア～エの袋から玉を 1 個取り出すとき，

それ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
について調べましょう。

　Qで，aの袋から赤玉の出る確率は 0
7
，つまり 0です。

　また，dの袋から赤玉の出る確率は 7
7
，つまり 1です。

　a～dの袋から玉を 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。

1問 　袋の中に 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。この袋から玉を

　 　 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　黒玉を取り出す確率

Q

　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

調べましょう。

2問 　次の問いに答えなさい。

　 1　1つのさいころを投げるとき，

　 　　　 にあてはまる数を考えながら，

　 　 　「1の目が出る確率」と

　 　 　「1の目が出ない確率」の

　 　 　和について調べなさい。

　 2　1
8
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」の関係から考えなさい。

　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。　

3問 　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。

　 このさいころを投げるとき，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

確率の性質3

あることがらが決して起こらない確率は 0である。

また，必ず起こる確率は 1である。

あることがらが起こる確率をpとすると，

pのとりうる値は次の範囲にある。

　　0 ≤ p ≤ 1

　　(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。

確率が0，1になる
ことがらの例を
それぞれ考えましょう。

見つけよう

ア

ウ

イ

エ

1鼫目が出る確率𠃵　　  で，1鼫目が出ない確率𠃵　　  孼から

　( 1鼫目が出る確率 )+( 1鼫目が出ない確率 )=

3 は，赤玉でも
白玉でも青玉でも
いいんだね。

話し合おう
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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

　

白

赤
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