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

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

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

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

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

ふ
号
ごう
として

使われていました。

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

＋，−，×，÷，＝の記号
数学の

右の図のように，1辺に n個ずつ碁
ご
石
いし
を並べて

正三角形の形をつくります。
碁石の総数をnの式で表しましょう。

簡単な場合を考えてから，n個の場合を考えましょう。

	 文字式の活用3 節
1 碁石の総数を表す式を求め説明しよう

彩
あや
さんは，1辺が「5個の場合」や「6個の場合」を
考えてから，「n個の場合」を考えることにしました。
次に示したのは，彩さんの考えを示したノートの一部です。

［彩さんのノート］

彩さんの考えをもとに，1辺が n個の場合の碁石の総数を
式に表しましょう。

図と式を関連づけて碁石の総数を表す式を求め，
その求め方を説明しよう。

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

見通しをもとう1

めあて

考えよう2

学び合おう

対話シート ▶p.303

歴史

p.84のチャレンジの答　(1) 　a　(2) -3n
2
7

いくつかの場合から 

予想する

な見方・考え方大切

具体的な数で考える

n
個

■1辺が5個の場合　　　　■1辺が6個の場合　　　　■1辺がn個の場合
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「主体的・対話的で深い学び」を実現する

問題解決の過程が見える紙面

1 年 p.87

1

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

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

学び合おう

意欲的に取り組みたくなる
課題が，生徒の主体的な
学びの起点となります。

1 見通しをもとう

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

めあて

問題を把握し，解決の
見通しを立てたところで，
本時のめあてを確認します。

2 考えよう

対話的な学びを
実りあるものにするために，
まずは各自で問題解決に
取り組みます。
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次の問いに答えなさい。　
（1） アの図，イの式，ウの式からそれぞれの考えを読み取り，
 図から式，式から図に表しましょう。
ア　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　ウ

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

問1

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

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

話し合おう3

いろいろな求め方を
見つけて，それぞれの
求め方の特

とく
徴
ちょう
について

話し合おう。

どちらの図にも，
囲みが3つあるね。

彩さんの囲み方には
重なりがないね。

ほかの求め方は
ないかな。

１つの囲みの中に
碁
ご
石
いし
は何個あるかな。

彩
あや
さんが考えた図 ほかの考えの例

［彩さんの対話シート］

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

　
 1辺の碁石の数をn個とすると
 　碁石の総数は　3 (n-1 )個

1辺の碁石の数から
1ひいた数

三角形の辺の数

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

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

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

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

ふり返ろう4

深めよう5

もっと深めよう6

n
個

表現の例

 彩
あや

さん

根
こん
拠
きょ
を明らかにする

な見方・考え方大切

図と式を関連づけて
説明する

n
個

n
個

n
個

n
個

n
個

n
個

n
個

条件を変えて考える
な見方・考え方大切

正三角形→別の図形

(n-1)個

n
個

 陸
りく

さん
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1 年 p.88

１年

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

２年

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

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

掲載箇所一覧

3 話し合おう

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

写真やイラストを
用いるなどして，
話し合いの観点を
例示しています。

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

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

学び合おう
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日本文教出版のWEBサイトでも，

教科書情報を
公開中！ https://www.nichibun-g.co.jp/r3textbooks/c-sugaku/
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令和３年度版『中学数学』の特長について紹介して
います。また，年間指導計画案や教科書検討の観点
からみた特色などの資料もついています。

令和３年度版『中学数学』の特長を３分にまとめた
動画をご用意しています。

●「データの活用」
　指導の初歩の初歩

●「データの活用」
　新教材の指導の手引き

『ROOT』のバックナンバーをご覧いただけます。
算数・数学にゆかりのある方々へのインタビューや
連載企画「授業改善のヒント」，「数学偉人伝」など
を掲載しています。

内容解説資料 機関紙『ROOT』

内容解説動画 この他にも

●  学習指導要領新旧対照表
●  文部科学省情報
など，授業に役立つ情報が満載！

令和 3年度版 中学校 数学 特設サイト

＜中学数学＞
◎トップページ（内容解説資料の表１に使用する）

長方形

長方形

https://www.nichibun-g.co.jp/
https://www.nichibun-g.co.jp/r3textbooks/c-sugaku/


巻頭言
子どもたちに「真の生きる力」をはぐくむ数学の学び
広島大学大学院教授　小山 正孝

　

新学習指導要領で
教科書は 授業は どう変わる？
福岡教育大学学長　　 飯田 慎司
鹿児島大学教授　　　山口 武志
岡山大学大学院教授　  岡崎 正和
東京都豊島区指導教諭　石川 和代

  

数学的な見方・考え方を
働かせる生徒を育てるために
福岡教育大学准教授　岩田 耕司

統計的リテラシーを育成するために
近畿大学講師　西仲 則博

子どもたちが学習しやすい
印刷教材をつくる
横浜市立洋光台第一中学校主幹教諭　下村 治

新版教科書のココも見て
「数と式」領域の特色

「図形」領域の特色

「関数」領域の特色

「データの活用」領域の特色

取材協力／有限会社中村編集デスク（p.2 ～ 7）
撮影／樋川智昭（p.2 ～ 7）
デザイン／株式会社京田クリエーション
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4 つの合同な正三角形の面で囲まれた立体をある方向から見ると，

3つの合同な二等辺三角形を並べたように見えます。

（　 ６章 空間図形）
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子どもたちに
「真の生きる力」をはぐくむ

数学の学び
小山   正孝  （広島大学大学院   教授）

私たち『中学数学』では，新学習指導要領に示された三本柱を踏まえて，

数学的な見方・考え方を働かせた「わかる・できる・活かす・楽しむ」

数学的活動を充実しました。それによって，子どもたちに確かな資質・能力としての

「真の生きる力」をはぐくむ数学の学びを実現したいと考えたからです。

この教科書の編修に当たっては，中学校数学の学びのポイントを

「はっきり」「きっちり」「しっかり」をキーワードにしてまとめ，

次の３つを基本方針としています。

この教科書では，これら３つの基本方針のもとに，

例えば，数学的活動を通した問題発見・解決の過程と学び方のポイントを示したり，

各場面で必要な「数学的な見方・考え方」を横欄に具体的に示したりすることで，

生徒が数学的な見方・考え方を働かせながら数学的活動に取り組めるように工夫しています。

また，生徒が苦手とする数学の問題を克服し，

学習したことを横断的・総合的に活用する工夫や個に応じた学習で個を伸ばす配慮をしています。

　私たちは，これからの社会を創り生き抜く子どもたちに求められる資質・能力をはぐくむために，

この教科書が役立つことを願っています。

1

2

3

数学的に考え表現するための学び方をはっきり示します
～主体的・対話的で深い学びの実現～

生活や学習の基盤となる数学の礎をきっちり築き上げます
～基礎的・基本的な力の確実な定着～

数学の楽しさやよさをしっかり感じられるようにします
～生活や学習への活用場面の充実～

も く じ

座 談 会

INTERVIEW

算数・数学情報誌  ROOT  No.26      1



④　数学科の目標に「数学的な見方・考え方を働か

せ」という言葉が入りました。

　見方・考え方を働かせた学習活動を通して，目標

に示す資質・能力の育成を目指します。また，数学

的な見方・考え方もさらに豊かなものとしていきます。

飯田：①　全教科に共通のこととして，育成をめざ

す資質・能力が「知識及び技能」「思考力，判断力，

表現力等」「学びに向かう力，人間性等」の３つに

整理されました。

　数学科の総括目標や各学年の目標も，この３つ

の柱に沿って示されています。内容も 「知識及び技

能」と「思考力，判断力，表現力等」に分けて示さ

れています。特に後者は積極的に記述されました。

②　資質・能力の育成に向けて，生徒の「主体的・

対話的で深い学び」の実現を図ることになりました。

「深い学び」については，教材ごとに研究していく必

要があるところだと思います。

③　中学校数学科としては，「数学的活動」について，

中央教育審議会答申で示された「算数・数学の学習

過程のイメージ」で捉え直すことになりました。

　この図については，『中学校学習指導要領（平成

29 年告示）解説　数学編』（文部科学省，2018）〔本

稿では以下『解説』と略記〕の p.23 ～ 24 でくわし

く説明されています。

　現場でも，この図に沿った数学的活動の研究が

進められています。「深い学び」も，この図をもとに

考えていくといいのではないかと思います。

山口：各学年に　　　　　　  という小節を３～４か

所設け，典型的な問題解決の過程を「①見通しをも

とう」「②考えよう」「③話し合おう」「④ふり返ろう」「⑤

深めよう」という５つのステップで示しています。日

本文教出版の教科書では，これまでも問題解決の

過程を重視して，数学的活動を取り入れてきました。

それを「算数・数学の学習過程のイメージ」の図と

対応させながら，さらに充実させたところが今回の

教科書の特徴だと思います。

岡崎：話し合う前には，生徒がまず自分の考えをもっ

ておくことが大事です。そこで，1 年 p.87 の見通し

をもつ場面では，「５個の場合」「６個の場合」「n

個の場合」を見せ，どこが変わって，どこが変わら

ないかということを帰納的に見つけさせます。これを

手掛かりとして，ほかの考え方を各自で考えるよう

にしています。

　このように，一人ひとりに自分の考えを持たせて

から話し合いに臨めるようにしています。

　この教科書の巻末には，対話シートがあります。

対話シートは，自分の考えを整理し，説明の準備を

―新学習指導要領は，これまでのものとどのよう　

　  なところがちがいますか。

―「主体的・対話的で深い学び」を実現するため

　　に，どのような工夫をしていますか？

① 新学習指導要領のポイント

② 主体的・対話的で深い学びについて

▲「算数・数学の学習過程のイメージ」の図

させた上で発表に臨ませる，といった指導に役立ち

ます。これは，ノートの整理の仕方を身に付ける意

味でも有効ではないかと思います。

石川：この対話シートはいいですね。自分の考えを

もっていないと対話しても何も深まらないのですが，

自分の考えを書く欄があり，友だちと考えを見せ合

うこともできますし，友だちの考えを書くこともでき

ます。あまり制約がなく自由に記述できるので使い

やすいと思いました。いろいろな人の意見を聞くこ

とが思考や態度の変容を確かなものにしていくので，

考えが深まりやすくなっているなと思います。

▲ 1 年 p.87〜89
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簡単な場合を考えてから，n個の場合を考えましょう。
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1 碁石の総数を表す式を求め説明しよう
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あや
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考えてから，「n個の場合」を考えることにしました。
次に示したのは，彩さんの考えを示したノートの一部です。

［彩さんのノート］

彩さんの考えをもとに，1辺が n個の場合の碁石の総数を
式に表しましょう。

図と式を関連づけて碁石の総数を表す式を求め，
その求め方を説明しよう。

彩さんとはちがう方法で碁石の総数を表す式を求め，その
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（1） 各自で考えた求め方をもとに，どんな求め方があるか，
 話し合いましょう。

（2） 碁石の総数を表す式の求め方を，下の彩さんのように
 説明しましょう。
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どちらの図にも，
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［彩さんの対話シート］

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

　
 1辺の碁石の数をn個とすると
 　碁石の総数は　3 (n-1 )個

1辺の碁石の数から
1ひいた数

三角形の辺の数

表現の例

 彩
あや

さん

根
こん
拠
きょ
を明らかにする

な見方・考え方大切

図と式を関連づけて
説明する

n
個

n
個

n
個

n
個

(n-1)個

n
個

5

5

10

15
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次の問いに答えなさい。　
（1） アの図，イの式，ウの式からそれぞれの考えを読み取り，
 図から式，式から図に表しましょう。
ア　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　ウ

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

問1

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

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

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

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

ふり返ろう4

深めよう5

もっと深めよう6

n
個

n
個

n
個

n
個

条件を変えて考える
な見方・考え方大切

正三角形→別の図形

 陸
りく

さん

5

5

10

15

福岡教育大学学長
飯田 慎司 先生

東京都豊島区指導教諭
石川 和代 先生

鹿児島大学教授
山口 武志 先生

岡山大学大学院教授
岡崎 正和 先生

  　　新学習指導要領のポイント

　①　育成をめざす資質・能力が３つの柱に沿っ　　
　　　て示された。
　②　「主体的・対話的で深い学び」の実現を
　　　図ることが求められた。
　③　「数学的活動」の捉え直しがなされた。
　④　「数学的な見方・考え方」を働かせながら
　　　学習に取り組むことが示された。

▶︎ 1 年 p.303
　（対話シートの記入例）

切り取って使える
ワークシートです。
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ます。くじ引きの問題は，導入部分は「現実の世界

の事象」を扱うアの活動ですが，２周目にいくときにイ

の活動に取り組むこともできるわけです。さらに，その

過程では，生徒どうしが互いの考えを説明し合ったり，

説明の不十分な点を指摘し合って改善していったりする

言語活動，すなわちウの活動を取り入れています。

 

山口：3 年 p.153 の数学化の場面では，「ピザは円

形で，厚さや具材は均等になっていると考えます。」と

書かれています。これは数学的な見方・考え方の一つ

である理想化です。小学校の速さの学習でも，乗り物

などが一定のスピードで走っていることを前提としてい

ます。理想化することは，大事な数学化の要素だと思

います。

飯田：数学教育では「数学的モデル化」という研究

として，これまでも取り組まれていましたが，実際の授

業では，なかなか扱いが難しかったところでもあります。

新学習指導要領では，このようなところも少しずつ改

善していこうということを感じます。

やすさについて考えます。『解説』の p.129 ではウの

活動の例として取り上げられていますが，アの活動にも

かなり踏み込んだ形で書かれています。

　小節の導入部では，「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」という身近な

疑問を数理的に捉えるために，「くじの総数」や「あ

たりの本数」といった条件を決めて，数学の問題にし

ていく過程を示しています。実際の授業では，子ども

たちに条件を設定させてもよいでしょう。「Ａ１数学化」

を取り入れた授業を組み立てるときには，このページ

が参考になると思います。

 

山口：  　　　　　　から 　　　　　　  の流れが，

アの活動の「日常の事象や社会の事象を数理的に捉

え」に当たりますね。

　教科書では　　　　　　　　　に「数学の問題

にする」と書かれています。具体的な数を決めて条件

を明確にすることが大切な見方・考え方なのだと示さ

れています。事象の特徴をとらえて数学の問題にしてい

くことが求められているので，具体的にプロセスを打ち

出したことは大きな事かと思います。

飯田 ： 同じ小節の終盤の「④ふり返ろう」では，「次

に何を調べたいですか」という問いかけがあります。こ

の展開は，先程の碁石の問題と同じで，イの活動の「統

合的・発展的に考察する」部分や「数学の事象から

見通しをもって問題を見いだす」部分ということもでき

―  「数学的な見方・考え方」についてご意見をお

　　 聞かせください。

④ 数学的な見方・考え方について

飯田：今回の教科書では数学的な見方・考え方を　　　　　　　　

　　　　　　　　というマークで表しています。

　ここまでの議論のなかでも，数学的活動を進め

ていく上で必要な数学的な見方・考え方の話があ

りました。ほかにも，教科書全体にわたって何度

も出てくる見方・考え方があります。

　その具体例として「帰納的な考え方」があります。

教科書では，子ども向けに「いくつかの場合から

予想する」と表現しています。

　例えば，先ほどの碁石の総数を求める問題では，

「n個の場合」の式を考えるための見通しをもつ場

面で出てきます。

 

　2 年の多角形の内角の和を求める学習でも同じ

ように，「いくつかの場合から予想する」という大

切な見方・考え方が出てきます。

 

　この見方・考え方が繰り返し出てくることで，生

徒は帰納的に考えるという見方・考え方を意識して

働かせるようになり，いずれは自発的に帰納的な

見方・考え方を働かせられるようになるというねら

いです。

山口：2 年の連立方程式について，新学習指導要

領には「一元一次方程式と関連付けて，連立二元

一次方程式を解く方法を考察し表現すること」と

書かれています。連立方程式を解けるようになるだ

けではなく，一元一次方程式と関連づけて連立方

程式の解き方を主体的に考えてほしいという願い

が込められています。

山口：中学校では，与えられた問を解いて答えが出

たら終わり…という学習になることが多いのですが，　

　　　　　　 の「④ふり返ろう」では，問題を解

いた後に振り返りをして，その授業で身についたこ

とを確認するようにしています。また，「⑤深めよう」

では，少し発展させた問題に取り組むことで，自身

の変容を意識づけられるようにしています。

　解決した結果，解決した方法を振り返って，それ

をさらに一般化したらどうなるだろうか，発展したら

どうなるだろうかと考える習慣がついてくれたらいい

なという願いが込められています。

山口：新学習指導要領の「数学的活動」は，「算数・

数学の学習過程のイメージ」の図（本資料 p.2 参照）

に合わせて，次のように記載されています。（枠内は２，

３年の数学的活動）

　アの活動の「日常の事象や社会の事象を数理的に

捉え」は「イメージ図」の左上の「Ａ１数学化」，イの

活動の「数学の事象から見通しをもって問題を見いだ

し」は右上の「Ａ２数学化」というように，対応させ

て読み取ることができます。ウの活動については，アの

活動，イの活動の各場面で充実させることが求められ

ています。

飯田：教科書 2 年 p.184 ～ 185 の「くじのあたりや

すさを調べて説明しよう」を例に考えてみましょう。

　この小節では，数学的確率を使って，くじのあたり

―数学的活動について，具体的にはどのような見

　  直しがなされたのでしょうか？

③ 数学的活動について

185

デ
ー
タ
の
分
布
と
確
率

6
章

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

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

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

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。

2

1
4

3

5

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→？

 和也さん  彩さん

5

5

10
10

15

ア　日常の事象や社会の事象を数理的に捉え，

　数学的に表現・処理し，問題を解決したり，

　解決の過程や結果を振り返って考察したり

　する活動

イ　数学の事象から見通しをもって問題を見い

　だし解決したり，解決の過程や結果を振り

　返って統合的・発展的に考察したりする活動

ウ　数学的な表現を用いて論理的に説明し伝

　え合う活動

107
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多角形の内角の和を求めよう5

内角外角

外角

外角

外角

内角 内角

内角

n角形の内角の和を求めましょう。

三角形の内角の和に着目して，n角形の内角の和の求め方を
考えよう。

めあて

　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。

陸
りく
さんは，まず，四角形の内角の和について

考えてみることにしました。
陸さんと同じ方法で，五角形の内角の和を求めましょう。
また，その求め方を図と式で表しましょう。

見通しをもとう1

　陸さんがひいた対角線のように，問題を解くためにもとの図に
かき加えた線を補助線といいます。

三角形の内角の和は180°ということが
わかったけど，十角形のような，
もっと頂点の数が多い多角形の内角の和は
どうなっているのかな。

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。
三角形の内角の和は180°だから
　　180°*2=360°
四角形の内角の和は360°です。

表現の例

学び合おう

対話シート 3▶p.245

 真
ま

央
お

さん

いくつかの場合から
予想する

な見方・考え方大切

具体的な数で考える

 陸さん

5

5

10

10

15

184

2年６章　190322

くじを用意して
実験してみてはどうかな。

5 くじのあたりやすさを調べて説明しよう

（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

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。

学び合おう

対話シート 4▶p.247

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

 陸さん  真央さん

 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

▲ 2 年 p.184
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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

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

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

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。

2

1
4

3

5

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→？

 和也さん  彩さん

5

5

10
10

15

▲ 2 年 p.185

▲ 1 年 p.87

▲ 2 年 p.107
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相
似
な
図
形

5
章

　あるピザ屋ではMサイズとLサイズの
ピザを売っていて，大きさと値段は
右のようになっています。
　このピザを4000円分買うとき，
Mサイズのピザを2枚買うのと，
Lサイズのピザを1枚買うのとでは，
どちらが得といえますか。
数学の問題にしよう

　ピザは円形で，厚さや具材は均等になっていると考えます。

上の陸さんの考えをもとに，右の に
あてはまる数やことばをかきなさい。

円柱の形をした普
ふ
通
つう
サイズのチーズと，

直径が２倍で高さも２倍のビッグサイズの
チーズがあります。
ビッグサイズのチーズを１個買うのと，
普通サイズのチーズを６個買うのとでは，
どちらが得といえますか。
その理由を説明しなさい。

身近なことがら

問1

問2

相似な図形の面積比と体積比の活用3

Mサイズ：直径20cm　2000円
サイズ：直径30cm　4000円

同じ金額なら，多くの量を
買える方が得だと考えます。
この場合，
Mサイズのピザ2枚の面積と
Lサイズのピザ1枚の面積を
比べて，大きい方が得と
考えればいいかな。

ピザの形を円とみると，
MサイズのピザとLサイズのピザの
相似比は　 20：30= 2：3

面積比は　 ：
Mサイズのピザ2枚分とLサイズの
ピザ1枚分の面積比は　 ：
したがって， サイズのピザを
枚買う方が得である。

普通サイズ ビッグサイズ
500円 3000円

 真
ま

央
お

さん

深めよう

5

5

10

10

15

15

20

20

▲ 3 年 p.153
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右の図のように，1辺に n個ずつ碁
ご
石
いし
を並べて

正三角形の形をつくります。
碁石の総数をnの式で表しましょう。

簡単な場合を考えてから，n個の場合を考えましょう。

	 文字式の活用3 節
1 碁石の総数を表す式を求め説明しよう

彩
あや
さんは，1辺が「5個の場合」や「6個の場合」を

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

［彩さんのノート］

彩さんの考えをもとに，1辺が n個の場合の碁石の総数を
式に表しましょう。

図と式を関連づけて碁石の総数を表す式を求め，
その求め方を説明しよう。

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

見通しをもとう1

めあて

考えよう2

学び合おう

対話シート ▶p.303

いくつかの場合から 

予想する

な見方・考え方大切

具体的な数で考える

n
個

■1辺が5個の場合　　　　■1辺が6個の場合　　　　■1辺がn個の場合

5
個

6
個

n
個5

個
6
個

n
個5

個
6
個

n
個

5 * 34 * 35 - 1 6 - 1

5

5

10

10

15

15

20

184

2年６章　190322

くじを用意して
実験してみてはどうかな。

5 くじのあたりやすさを調べて説明しよう

（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

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。

学び合おう

対話シート 4▶p.247

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

 陸さん  真央さん

 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

2

1年巻頭 190314

                    　　　   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。

章の扉
とびら
・節

章の扉   　  これから学ぶことのきっかけとなる場面です。
節  　  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。

  　  次の学習に進むための出発点となる問題です。

  
確かめよう

は，すでに学んだ問題が出発点となります。

 めあて  　  学習のめあてを示しています。

例1  　  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。

 問1  　  学習する内容をより理解するための問題です。
  次のようなマークがついているものもあります。
  考えよう     解決の方法などを自分なりに
         考える問題です。
  話し合おう    話し合いを通して解決したり，
　　         考えを高め合ったりする問題です。
  深めよう     学習の過程をふり返るなどして
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数学の
   　  学んだ内容に関連した興味深い話などです。

次の章を学ぶ前に
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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
示しているものもあります。
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数学的な見方・考え方です。

な見方・考え方大切

時間にゆとりがあるときに
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　 そこで， 連 立 方 程 式

の解き方を考える場面で

は，１元１次方程式に帰

着させればよいことを意

識づけられるように，見

方・考え方を示しています。

石川：連立方程式の授業では，文字を１つ減らす

という考え方を子どもたちから引き出したいと，い

つも思っています。

　今回の教科書では， 小節の最後に   　　　　が  　　　　

が載っているところがありますよね。

　連立方程式の最初の小節では，表を使って２つ

の２元１次方程式を同時に成り立たせる値の組を

見つけるという活動をしますが，その最後に，「表

を使わずに解く方法はないかな。」と問いかけてい

ます。

　解き方が載っている第 2 小節の前に，この問い

かけが載っているので，解き方を教えるのではなく，

子どもに考えさせるという授業の流れが作れます。

　初めて見る問題に，自分がわかっていることをど

う使うか考えさせる活動は，思考力，判断力，表

現力等の育成に関わります。このような内容を授

業でしっかり扱った上で次のページに進み，「今，

使った見方・考え方は『知っていることを使えるよ

うにする』だったね」というと，子どもたちを納得

させられ，生徒主体の授業の流れになると思いま

した。

岡崎：　　　　　　　　 に書かれている見方・考

え方を身に付けていけば，子どもたちは自ら学ん

でいけるようになります。そこで，見方・考え方を

分類し，繰り返し示すことで，それを意識化でき

るようにしています。

　そして，「帰納的な考え方」なら「いくつかの場

合から予想する」，「演繹的な考え方」なら「根拠

を明らかにする」というように，平易な言葉に直し

ているところが特徴だと思います。

　ただし，「根拠を明らかにする」だけでは，何を

したらよいのかがわかりにくいので，「図と式を関

連づけて説明する」，「分布の特徴をもとに説明す

る」など，場面ごとに，より具体的な表現を併記

しています。

　子どもたちは，「根拠を明らかにするというのは，

どういうことなのか」を学んでいき，別の問題に取

り組むときにも同じように「図と式を関連づければ

いいんだな。それが根拠を明らかにすることなん

だな」などと考えていけるようになります。このよ

うな学びを積み重ねていくことで，数学的な見方・

考え方が養われていくと思います。

―「教科書を全体的に見たときに特徴的だなと感じ　　

　　る部分はありますか。

⑤ 日本文教出版の教科書の特徴

問題の構成になっていると思います。

石川：生徒にも教員にも優しい教科書だな，と思い

ました。教科書の通りに授業をすれば，子どもに考

えさせながら授業を進めることができます。

　ただ，教科書には子どもに考えさせたいことが書

かれてしまっているので，時には教科書を見せたく

ないときもあります。対話シートを使えば教科書を

開かずに授業をすることもできるので，あとから「ほ

ら，教科書に書いてあるでしょう」と確認させるよ

うな使い方もできていいと思いました。

　巻末の「数学マイトライ」には，今まで苦労して

探していたような楽しい教材がいっぱい載っていて

うれしいですし，若い先生にも喜ばれると思います。

　そして， 　　　　　 で次の授業に入る前に予想し

たり，考え方を引き出したりすることができ，生徒

主体で授業を進められるので，ここが一番気に入っ

ています。

飯田：私は，問題発見・解決の過程を紙面に取り

岡崎：学習の流れが自然だと思います。日文の場合

は，課題意識，見通しをもつところをとても大事に

しています。今回の教科書では，巻頭の「数学の学

習を始めよう！」にも，その学習の流れがはっきり

と示されています。

　特に，問題を解決して終わるのではなく，学習を

振り返ってわかったことや役に立った考えを確認し，

それをまた生活の別の場面に活用したり，数学の

問題を発展させたりしていく活動が充実しています。

学びの連続性が非常にわかりやすく示されていると

思います。

山口：私は，本時のめあてを赤字で示していて，具

体的にどういうことが目標，ねらいになるのかとい

うことが，教師にも子どもにもわかりやすく示され

たのがよかったと思います。また，問にも，技能の

習熟のための問題，思考力や表現力を育成するた

めの問題，対話を通して多様な考えを知るための

問題などがあり，新学習指導要領の趣旨に沿った

込んでいるというのが特徴的だと思います。典型的

な学習内容のところで 　　　　　　を載せている

ので，ほかの学習でも，できるところは参考にして

工夫してくださいとお願いしたいところです。

　この教科書では，既習事項を学び直すことも大切

にしています。新しい章に入る前には，　　　　　　　　

という復習のページも設けています。その章で必要

になる知識及び技能にあたるものが確認できるよう

になっています。

 

　基礎的・基本的な内容を確実に定着させ，それ

を次の学習に生かしていくというところは，この教

科書が最も大切にしているものです。

　これまで話してきたことを参考にしていただき，

新学習指導要領の趣旨に沿ったかたちでの授業の

改善に取り組んでいただきたいと思います。

▲ 2 年 p.41
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（1） 各自で考えた求め方をもとに，どんな求め方があるか，
 話し合いましょう。

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

話し合おう3

いろいろな求め方を
見つけて，それぞれの
求め方の特

とく
徴

ちょう
について

話し合おう。

どちらの図にも，
囲みが3つあるね。

彩さんの囲み方には
重なりがないね。

ほかの求め方は
ないかな。

１つの囲みの中に
碁
ご
石
いし
は何個あるかな。

彩
あや

さんが考えた図 ほかの考えの例

［彩さんの対話シート］

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

　
 1辺の碁石の数をn個とすると
 　碁石の総数は　3 (n-1 )個

1辺の碁石の数から
1ひいた数

三角形の辺の数

表現の例

 彩
あや

さん

根
こん
拠
きょ
を明らかにする

な見方・考え方大切

図と式を関連づけて
説明する

n
個

n
個

n
個

n
個

(n-1)個

n
個

5

5

10

15

231

デ
ー
タ
の
活
用

7
章

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

▲ 1 年 p.88 ▲ 1 年 p.231
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                    　　　   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。
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数学の
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参考になるページを
示しているものもあります。
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数学的な見方・考え方です。
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時間にゆとりがあるときに
自分で取り組む問題です。
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▲ 1 年 p.266　数学マイトライ／数学研究室

▲ 1 年 p.123　次の章を学ぶ前に
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下の表は，正三角形の 1辺の長さと周の長さの関係を
表したものです。この表を完成し，表の下の　に
あてはまる数をかき入れましょう。

下の表は，面積が12cm2である長方形の
縦の長さと横の長さの関係を表したものです。
この表を完成し，表の下の　にあてはまる数を
かき入れましょう。

1

2

1辺の長さ(cm) 1 2 3 4 5 6 …

周の長さ(cm) 3 6 …

3倍
2倍2倍

倍 倍

倍

縦の長さ(cm) 1 2 3 4 5 6 …

横の長さ(cm) 12 2.4 …

3倍
2倍2倍

倍 倍

倍

確かめ　▶算数
・ 2つの数量x，yがあって，

xの値
あたい
が2倍，3倍， 

…になると，それに 

対応するyの値も 

2倍，3倍，…になるとき， 
yはxに比例するという。

確かめ　▶算数
・ 2つの数量x，yがあって， 

xの値が2倍，3倍， 
…になると，それに

対応するyの値が　倍，　倍，

…になるとき，yはxに 

反比例するという。

1
2

1
3

5

10

15

20

5

10
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程
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章

3xと-3xは，
たせば0になるね。

 A = B

+) C = D

 A +C = B +D

連立方程式
3x+2y=9

-3x+5y=12
を解きましょう。

xの係数の絶対値が等しいから，xを消去します。

連立方程式
5x+3y=16

5x-3y=4
を次の2通りの方法で解いて，

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

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

次の連立方程式を解きなさい。

（1） 
x-y=5

2x+y=1
 （2）　

2x+3y=7

2x-y=3

（3） 
4x+3y=13

2x+3y=8
 （4）　

7x+3y=12

-7x-y=-4

（5） 
-x+4y=24

-x-4y=-8
 （6）　

3x+6y=-1

-3x+6y=-7

考え方

解答例

問3

問4

係数の絶対値が等しい連立方程式の解き方例1

1 ， 2 の左辺どうし，右辺どうしをそれぞれたすと

y= 3を 1 に代入すると
　　3x+2*3=9

　　　　　　x= 1

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

3x+2y=9 …… 1

-3x+5y=12 …… 2

3x+2y=  9

+)-3x+5y=12

7y=21

y=  3

答　
x=1

y=3

深めよう

補充問題８
▶︎p.215

チャレンジ ▶︎答p.42

4x-2y=0

x+2y+3=3

知っていることを
使えるようにする

な見方・考え方大切

文字が 1つだけの
方程式をつくる

15

10

20
20

15

10

5

5
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連
立
方
程
式

２
章

　前ページまでの話で，3点のカードと 1点のカードを合わせて
7枚集めたことを2元1次方程式で表すと，次のようになります。
　　　　x+y=7　　　…… 2

　 1 と 2 の2元1次方程式を同時に成り立たせるx，yの値の
組を求めるとき，これらの方程式を組にして次のように表します。
　　　　　 3x+y=15　…… 1  

x+y=7　　…… 2

2 の2元1次方程式を成り立たせるx，yの値の組を
求め，次の表を完成しなさい。

問1と問3の表から， 1 と 2 の2元1次方程式を
同時に成り立たせるx，yの値の組を見つけなさい。

　連立方程式　　　　　　を解くと，解は　　　になります。

次のア～ウの中から，連立方程式 　　　　　　　 の
解であるものを選びなさい。

ア イ ウ

問3

問4

3x+y=15

x+y=7

x =4

y =3

問5
x-y=5

2x+3y=30

x 0 1 2 3 4 5 6 7

y

x =6

y =6

x =7

y =2

x =9

y =4

　このように，2つ以上の方程式を組にしたものを，
連
れん
立
りつ
方程式といいます。

　連立方程式のすべての方程式を同時に成り立たせる
文字の値の組を，その連立方程式の解といい，
解を求めることを，連立方程式を解くといいます。

37ページの
真
ま
央
お
さんは，

3点のカードを4枚と，
1点のカードを3枚
集めたんだね。

次の課題　連立方程式　　　　　　　を表を使わずに解く方法はないかな。
4x+y=550
2x+y=290

20

20

15

15

10

10

5

5
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　正多面体とは，すべての面が合同な正多角形で，1つの頂点に
集まる面の数がどの頂点でも同じで，へこみのない多面体です。

　201ページでは，正多面体は5種類しかないことを学びました。
このことについて，さらにくわしく調べてみましょう。

 正多面体について，1つの頂点に集まる
面の形と数に着目して調べましょう。
　1つの頂点に集まる面の数が2個以下では，
立体はできません。
　右の図のように，1つの頂点に正三角形が
3個集まる場合，正四面体ができます。

1つの頂点Pに集まる正三角形の数がそれぞれ
4個，5個の場合，どのような正多面体ができるか
考えましょう。

1

正多面体が5種類しかない理由
解答例▶︎p.294 

P P

正四面体 正六面体
（立方体）

正八面体 正十二面体 正二十面体

10

5

10

5

次の章を学ぶ前に 	解答例▶p.291	

123

下の表は，正三角形の 1辺の長さと周の長さの関係を
表したものです。この表を完成し，表の下の　に
あてはまる数をかき入れましょう。

下の表は，面積が12cm2である長方形の
縦の長さと横の長さの関係を表したものです。
この表を完成し，表の下の　にあてはまる数を
かき入れましょう。

1

2

1辺の長さ(cm) 1 2 3 4 5 6 …

周の長さ(cm) 3 6 …

3倍
2倍2倍

倍 倍

倍

縦の長さ(cm) 1 2 3 4 5 6 …

横の長さ(cm) 12 2.4 …

3倍
2倍2倍

倍 倍

倍

確かめ　▶算数
・ 2つの数量x，yがあって，

xの値
あたい
が2倍，3倍， 

…になると，それに 

対応するyの値も 

2倍，3倍，…になるとき， 
yはxに比例するという。

確かめ　▶算数
・ 2つの数量x，yがあって， 

xの値が2倍，3倍， 
…になると，それに

対応するyの値が　倍，　倍，

…になるとき，yはxに 

反比例するという。

1
2

1
3

5

10

15

20

5

10

▲ 2 年 p.39

各学年の巻末には，
補充問題や活用の
問題，コラム，
課題学習などが
あります。

2

1年巻頭 190314

                    　　　   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。

章の扉
とびら
・節

章の扉   　  これから学ぶことのきっかけとなる場面です。
節  　  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。

  　  次の学習に進むための出発点となる問題です。

  
確かめよう

は，すでに学んだ問題が出発点となります。

 めあて  　  学習のめあてを示しています。

例1  　  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。

 問1  　  学習する内容をより理解するための問題です。
  次のようなマークがついているものもあります。
  考えよう     解決の方法などを自分なりに
         考える問題です。
  話し合おう    話し合いを通して解決したり，
　　         考えを高め合ったりする問題です。
  深めよう     学習の過程をふり返るなどして
　　        理解を深める問題です。
  説明できるかな？    方法や理由などを説明する問題です。

やってみよう   　  学んだことを活用して考える課題です。

まちがえやすい問題  　  まちがえたり誤解したりしやすい問題です。

次の課題      新たな問題に目を向けるための問いかけです。

学び合おう  　  自分で考え，みんなで話し合って理解を深めていく小節です。
     巻末の対話シートを使って話し合いましょう。 

基本の問題    その節で学んだ基本的な内容の問題です。

数学の
   　  学んだ内容に関連した興味深い話などです。

次の章を学ぶ前に

確かめ
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
示しているものもあります。

その場面で身につけたい
数学的な見方・考え方です。

な見方・考え方大切

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 

この本の使い方

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。

補充問題1
▶︎p.279

＊

＊

＊
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―「数学的な見方・考え方」とはどのようなもので

すか？

　今回の学習指導要領の改訂において，最も重要な

キーワードの一つが「数学的な見方・考え方」であ

ることに疑いの余地はありません。

　前回の学習指導要領の改訂では，数学科の目標の

冒頭に「数学的活動を通して」という文言が付け加

わりましたが，それは，前回の改訂において最も強調，

重要視したかったキーワードが「数学的活動の充実」

だったからです。今回，目標の冒頭に付け加えられ

た文言は，まさにこの「数学的な見方・考え方を働

かせ」という文言です。

　一方で，前回の改訂における「言語活動の充実」

や，今回の改訂における「主体的・対話的で深い学

び」と同様に，何か新しいキーワードが登場したか

らといって，これまでとは全く違う新しい取り組みを

始めなければならないということではありません。特

に「数学的な見方・考え方」は，本来，数学をする

上で欠かすことのできないものですので，これまで

の数学の学習や教科書の紙面においても少なからず

登場しているはずです。

　例えば，3 年「関数 y=ax2」の導入の授業を考

えてみましょう。新しい教科書の 3 年 p.88 ～ 89 で

― 「数学的な見方・考え方」の指導ではどのような

ことに気をつけたらよいですか？

　前述のような学習活動は，おそらく，これまでの

授業の中でも十分に取り組んでこられた活動だと思

います。つまり，これまでの学習活動の中で「数学

的な見方・考え方」の指導が行われていなかったと

いうわけではありません。むしろ，そのような指導に

力を入れておられた先生もいらっしゃると思います。

そのような意味で，今回の改訂では，これまでの学

習活動を活かしつつ，「数学的な見方・考え方」の

指導について，さらに次のようなことを意識すればよ

いでしょう。

・授業の前に，本時で生徒に働かせてほしい（身に 

   付けさせたい）見方・考え方を明確にしておくこと。

・生徒自身が見方・考え方を働かせること（働かせ 

   られるようにすること）。

・働かせている見方・考え方を明らかにし，生徒が 

   意識できるようにすること。

― 「数学的な考え方」には具体的にどのようなもの

がありますか？

　「数学的な見方・考え方」について，『中学校学習

指導要領（平成 29 年告示）解説　数学編』（文部

科学省，2018，p.21）では，次のような解説がな

されています。

「数学的な見方・考え方」は，
本来，数学をする上で

欠かすことのできないものです

新学習指導要領の中学校数学科の目標に
「数学的な見方・考え方を働かせ」という文言が入りました。
「数学的な見方・考え方」とは何でしょうか。

どうすれば，生徒が数学的な見方・考え方を働かせる授業を実現できるのでしょうか。
令和３年度版『中学数学』の監修者である岩田耕司先生に解説していただきます。

これまでの学習活動の中で
「数学的な見方・考え方」の指導が行われて

いなかったというわけではありません

「数学的な考え方」は大きく三つの
考え方で整理することができます

●福岡教育大学 准教授
　岩田耕司 先生

数学的な見方・考え方 を働かせる
生徒を育てるために

▲ 2年 p.6〜7

▲３年 p.89

は，斜面を転がるボールの 1 秒ごとの位置が示され，

与えられた情報から 5 秒後のボールの位置を予想す

る問題が提示されています。

　さて，5 秒後のボールの位置を数学的に予想する

には，どのようにすればよいでしょうか。そのために

は，まず，ボールが転がり始めてからの時間と転がっ

た距離との関係に着目する必要があるでしょう。この

ような，数学的に考える際に着目する視点（目の付

け所）を，数学的な見方と呼んでいます。さらに，5

秒後のボールの位置を予想するためには，それらの

関係を表に整理してきまりを見つけたり，見つけたき

まりを式に表したりすることが必要です。

　このような，表や式などの数学的な表現を用いて

考えることは，数学的な考え方の一つの例です。そ

のほかにも，ボールが転がり始めてからの時間と距

2秒後

1秒後
0秒後

40
(m)

20

10

0

30

4秒後

3秒後

2秒後

1秒後
0秒後

40
(m)

20

10

0

30

4秒後

3秒後

次の表は，前ページの図のような斜面でボールを転がしたときの，
転がり始めてからの時間と，転がった距離の関係を表したものです。
このボールは，５秒後にはどこまで転がるでしょうか。
予想してみましょう。

何か規則性はあるのかな。

時間 (秒) 0 1 2 3 4 5 …

転がった距離 (m) 0 2 8 18 32 …

和
かず

也
や

さん

彩
あや

さん

陸
りく

さん

５秒後には40ｍくらいまで
転がるかな。
それとも，もっとかな。

時間と距離は
比例しているのかな。

転がった距離は，
一定の割合では
増えていないね。

 真央さん

関
数y

=
a

x
2

４
章

1 年では比例と反比例，2年では 1次関数を学びました。
この章では，新しい関数について学び，関数を
いろいろな場面で活用できるようになりましょう。

89

離の関係を，時間の２乗を考えることで比例に帰着

して考えることも，数学的な考え方の例にあたります。

これは「統合的な考え方」と呼ばれる考え方で，今

回の改訂で特に重要視されています。

　「数学的な見方・考え方」のうち，「数学的
な見方」は，「事象を数量や図形及びそれら
の関係についての概念等に着目してその特徴
や本質を捉えること」であると考えられる。また，
「数学的な考え方」は，「目的に応じて数，式，
図，表，グラフ等を活用しつつ，論理的に考え，
問題解決の過程を振り返るなどして既習の知
識及び技能を関連付けながら，統合的・発展
的に考えること」であると考えられる。以上の
ことから，「数学的な見方・考え方」は，「事
象を，数量や図形及びそれらの関係などに着
目して捉え，論理的，統合的・発展的に考え
ること」として整理することができる。

・知識及び技能だけでなく，見方・考え方も繰り 

   返し使うことで定着を図ること。

6

2年巻頭 190322

◎ 右の図のように，1辺にn個ずつ碁
ご

石
いし

を並べて
 正三角形の形をつくる。
 このときの碁石の総数をnの式で表そう。

　■１辺が5個の場合 ■１辺が6個の場合

次のような問題を考えるとき，みなさんは，どのように考えてきたでしょうか。

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

数学的な見方・考え方を身につけよう！

根
こん
拠
きょ
を明らかにする

な見方・考え方大切

図と式を関連づけて
説明する

条件を変えて考える
な見方・考え方大切

正三角形→別の図形

いくつかの場合から
予想する

な見方・考え方大切

具体的な数で考える

「正三角形」を「正方形」に
変えても，同じように
考えられるかな。

(n-1 )個の
まとまりが
3つあるので
3 (n-1 )個です。

5個 6個 n個

5個 6個 n個
5個 6個 n個

彩
あや
さん

真
ま
央
お
さん

n個 n個n個 n個

和
かず
也
や
さん

1辺が5個や6個の場合で
考えると…。

7

◎ 次の3つの計算についてふり返ろう。

◎ 2a+3a は，どのように計算すればよいかな？

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

な見方・考え方大切 を意識して学習を進めていきましょう。

関連づけてまとめる
な見方・考え方大切

共通する考え方に
着目する

関連づけて考える
な見方・考え方大切

図と式を関連づける

同じように考える
な見方・考え方大切

ある数のいくつ分に
なるかを考える

 彩さん

陸
りく

さん

この教科書では，
な見方・考え方大切 のついた

ラベルで示しているよ。

 和也さん 陸さん

20+30

0.2+0.3 2
7 +

3
7

広げて考える
な見方・考え方大切

広げて考える
な見方・考え方

大切 広げて考える

な見方・考え方大切広げて考える

な見方・考え方
大切

広げて考える
な見方・考え方大切

な見方・考え方
大切

大切大切

広げて考える
な見方・考え方

大切
広げて考える

大

大切

数学の問題にする

な見方・考え方

大切

な見な見 知っていることを

使えるようにする

な見方・考え方大切大切
広げて考える

大切な見な見方方・考え方考え方

広げて考える
大大切 な見切

数学の問題にする

な見な見方方・考え方考え方

大切

な見
な見切考え方考え方

考え方考え方
知っていることを

使えるようにする
数量の関係に着目する

な見方・考え方

大切

考え方考え方考え方大大大切切大大
数学の問題にする

考え方考え方

数量の関係に着目する

広げて考え
る

な見方・考え方
大切

2+3

a

2 3

 真央さん

　が2つと3つ。1
70 .1が2つと3つ。

10が2つと3つ。

上の3つの計算と
同じように考えると…。

右の図の面積から
考えると…。

各学年の巻頭では，これまで
の学習経験と関連付けること
で，「数学的な見方・考え方」
を働かせながら数学的活動に
取り組んでいくイメージをつ
かめるようにしています。
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　数学的な見方と考え方では，おそらく，考え方の

方がまずはイメージしやすいと思います。誤解を恐

れずにいえば，数学的な考え方は大きく三つに分類

整理することができると思います。

　一つ目は，目的に応じて数，式，図，表，グラフ

等を活用して考えること，つまり，「数学的な表現

を用いて考えること」です。ただし，この考え方は，

数学では至極当然の考え方でもあるため，指導にお

いては特に「目的に応じて」という点を大切にされ

るとよいと思います。例えば，文字を使うにしても，

天下り的に文字を使うよう指示するのではなく，生

徒から「分からない数をひとまず文字で表してみよ

う」とか「いつでも成り立つことを示すために文字

で表してみよう」といった発言を引き出したいもの

です。このような場面が，生徒が数学的な考え方を

働かせた場面であると捉えられるからです。指導に

当たっては，問題解決の構想や見通しを立てる段階

で「何を使えばよいかな」とか「何が使えそうかな」

といった発問を大切にしたいものです。

　二つ目は，「論理的に考えること」です。代表的な

考え方としては，演繹的な考え方が挙げられますが，

それだけではありません。いくつかの場合を調べて，

それらに共通することから予想を立てる帰納的な考

え方や，類似した場面で同じように考える類推的な

考え方も論理的に考えることの一例です。それら全

てに共通することは「～だから～と考える」といっ

た，何かしらの根拠に基づく考え方です。数学の場合，

その根拠は，数量や図形及びそれらの関係について

の概念や原理・法則であることが望ましく，授業に

おいては「なぜそのように考えたのか」を問うことで，

数学的な根拠をもとに考えを進められる生徒を育て

ていきたいものです。

　三つ目は，「統合的・発展的に考えること」です。

先ほど，関数 y=ax2 の学習で，比例に帰着して考

えることが統合的な考え方の一例であると述べまし

た。中学校で学習する関数は，全て比例でまとめる

ことができますが，このような数学的な概念による

統合だけではなく，統合的な考え方としては，表現

どうしの関連付けや，処理の関連付けなど，「いろい

ろなものを関連付けていくこと」と捉えた方がよいで

― 「数学的な見方」とは何でしょうか？

　一方で，「数学的な見方」については，一つ一

つの授業場面でより具体的に捉える必要があります。

「数学的な見方」とは基本的に，「数に着目する」，「形

に着目する」，「数量の関係に着目する」といった，

数学的な視点に着目することなのですが，例えば「数

に着目する」にしても，その場面にはいろいろな数

があるわけで，どのような数に着目すればその事象

の特徴や本質に迫れるのかは場面によって変わって

きます。

　例えば，前述の 2 元 1 次連立方程式を 1 元 1 次

方程式に帰着して解く場面では，係数の絶対値に目

をつける必要があるでしょうし，ある図形における角

の相等を示す場面では，合同な図形や相似な図形，

円周角などのその場面にある図形の中で適切な図

形に着目する必要があるでしょう。逆にいえば，数

学があまり得意でない生徒は，このような目の付け

所を分かっていないのだと考えられます。それゆえ，

授業においては，このような目の付け所をはっきりさ

せることが必要になります。

　そのような目の付け所を生徒から引き出せるなら，

それに越したことはありませんが，初めのうちは難し

いでしょう。教科書では，そのような視点も〈大切

な見方・考え方〉で与えるようにしています。

― 授業では，どのようなことに取り組めばよいです

か？

　繰り返しになりますが，数学的な見方・考え方を

働かせる生徒を育てるためには，やはり，働かせた

数学的な見方・考え方を明らかにし，クラス全体で

共有したり，見方・考え方を使っていることを意識

させたり，繰り返し使うことでよさを感得させたりす

ることが必要になると思います。その意味で「振り

返り」は重要です。どのようなことを学んだかという

「内容からの振り返り」だけではなく，どのように学

んだか，考えたかという「方法からの振り返り」を

取り入れるとよいと思います。

　教科書では，数学的な見方・考え方を，側注の　　　　

　　　　　　　　　に載せています。その内容を参

考にして授業を進めたり，振り返りの場面で着目さ

せたりしていただければと思います。

　また，　  　　　　　　　 では，上段に「繰り返

し使っていく見方・考え方」，下段に「その場面で使

う具体的な見方・考え方」を示しています。上段の「見

方・考え方」は何度も登場するので，最終的には生

徒自身の判断で，必要に応じて働かせられるように

なればよいと願っています。

しょう。

　例えば，関数の学習における表，式，グラフの関

連付けは，その代表的な例ですし，2 元 1 次連立方

程式を 1 元 1 次方程式に帰着して解くことも統合的

な考え方の一つの例にあたります。
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[表 ] [式 ] [グラフ ]

x -1

1 1 1 1

1 2 3…

y -2 2 4 6…

…

…
x

y

0

2 2 2 2

y= 2 x
0

1

1

2

2
比例定数

O

x

y
2

-2

-4

-6

O 42-2

y=-2x
次の表と右の図のグラフは，どちらも比例の関係
y=-2xを表したものです。y=-2xについて，
下の（1），（2）の順に調べましょう。

（1） xの値
あたい
が1増加すると，yの値は

 どのように変化しますか。
（2） グラフで右へ1めもり分進むと，上下の
 どちらの方向へ何めもり分進みますか。

　比例のグラフについて，次のようにまとめることができます。

問5

次の図は，比例の関係y=2xの比例定数2が，表や
グラフのどこに現れるかをまとめたものです。
これにならって，比例の関係y=-2xの比例定数-2が，
表やグラフのどこに現れるかをまとめてみましょう。

問6

比例の関係y=axのグラフは，原点と，点(1，a)を通る直線である。
1　a>0のときは右上がり　　　 2　a<0のときは右下がり

比例のグラフ

次の課題　対応するxとyの値が何組わかれば，比例の式を求められるかな。

y

x

O 増加

増加

(1, a)

(1, a)

a

1

y

x
O

増加

減少
a

1

WEB

x … -1 0 1 2 3 …

y … 2 0 -2 -4 -6 …

考えよう

深めよう

関連づけてまとめる
な見方・考え方大切

表，式，グラフを
関連づける

5
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10

15

15
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25
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式
の
計
算

１
章

　例1の解答例は，前ページのア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。その理由も答えましょう。

連続する3つの整数のうち，真ん中の数をnとして，
ア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。

次の問いに答えましょう。
（1） 彩さんが見つけた整数の性質を予想しましょう。
（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ましょう。

解答例

問1

問2

問3

連続する3つの整数のうち，最も小さい数を
nとすると，連続する3つの整数は，
n，n+1，n+2と表される。
連続する3つの整数の和は
　n+(n+1 )+(n+2) =3n+3

 =3(n+1 )

n+1は整数だから，3(n+1 )は3の倍数である。
したがって，連続する3つの整数の和は，
3の倍数になる。

連続する5つの整数の和は，
　　　　　　　　　　　　　になる。

［説明の見通しの立て方］

3の倍数は3* (整数)と
表せる。

連続する 3つの整数の
和が 3* (整数)と
表せることを示せばよい。

深めよう

深めよう

ふり返って考える
な見方・考え方大切

新たな性質を見つける

条件を変えて考える
な見方・考え方大切

3つ→ 5つ

連続する10個の
整数の和
▶p.196

20

25

15

10

5

20

15

10

5

41

連
立
方
程
式

２
章

3xと-3xは，
たせば0になるね。

 A = B

+) C = D

 A +C = B +D

連立方程式
3x+2y=9

-3x+5y=12
を解きましょう。

xの係数の絶対値が等しいから，xを消去します。

連立方程式
5x+3y=16

5x-3y=4
を次の2通りの方法で解いて，

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

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

次の連立方程式を解きなさい。

（1） 
x-y=5

2x+y=1
 （2）　

2x+3y=7

2x-y=3

（3） 
4x+3y=13

2x+3y=8
 （4）　

7x+3y=12

-7x-y=-4

（5） 
-x+4y=24

-x-4y=-8
 （6）　

3x+6y=-1

-3x+6y=-7

考え方

解答例

問3

問4

係数の絶対値が等しい連立方程式の解き方例1

1 ， 2 の左辺どうし，右辺どうしをそれぞれたすと

y= 3を 1 に代入すると
　　3x+2*3=9

　　　　　　x= 1

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

3x+2y=9 …… 1

-3x+5y=12 …… 2

3x+2y=  9

+)-3x+5y=12

7y=21

y=  3

答　
x=1

y=3

深めよう

補充問題８
▶︎p.215

チャレンジ ▶︎答p.42

4x-2y=0

x+2y+3=3

知っていることを
使えるようにする

な見方・考え方大切

文字が 1つだけの
方程式をつくる

15

10

20
20

15

10

5

5
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[表 ] [式 ] [グラフ ]
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次の表と右の図のグラフは，どちらも比例の関係
y=-2xを表したものです。y=-2xについて，
下の（1），（2）の順に調べましょう。

（1） xの値
あたい
が1増加すると，yの値は

 どのように変化しますか。
（2） グラフで右へ1めもり分進むと，上下の
 どちらの方向へ何めもり分進みますか。

　比例のグラフについて，次のようにまとめることができます。

問5

次の図は，比例の関係y=2xの比例定数2が，表や
グラフのどこに現れるかをまとめたものです。
これにならって，比例の関係y=-2xの比例定数-2が，
表やグラフのどこに現れるかをまとめてみましょう。

問6

比例の関係y=axのグラフは，原点と，点(1，a)を通る直線である。
1　a>0のときは右上がり　　　 2　a<0のときは右下がり

比例のグラフ

次の課題　対応するxとyの値が何組わかれば，比例の式を求められるかな。

y

x

O 増加

増加

(1, a)

(1, a)

a

1

y

x
O

増加

減少
a

1

WEB

x … -1 0 1 2 3 …

y … 2 0 -2 -4 -6 …

考えよう

深めよう

関連づけてまとめる
な見方・考え方大切

表，式，グラフを
関連づける
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15
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25

▲ 1 年 p.140

▲ 2 年 p.25
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ノート 3冊と60円の消しゴム 1個を買ったところ，
代金が420円でした。
ノート1冊の値段を求めましょう。
　　1冊　 円 1個　60円

(ノート3冊の代金) + (消しゴム 1個の代金) = (全部の代金)

ノート 1冊をx円とすると

ノート 3冊の代金は 3x 円

ノート 3冊と消しゴム 1個を
買った代金が420円になることから
　　 3x + 60 = 420

　　　　　　　3x=420-60
　　　　　　　3 x=360 

x=120

ノート 1冊を120円とすると，
問題にあいます。
　　　　　　　　　　　答　120円

もも 2個を300円の箱につめてもらったところ，
代金が940円でした。もも 1個の値段を求めなさい。

問1

方程式を使って，身のまわりの問題を解いてみよう。めあて

求める数量を xとして方程式をつくる問題例1

	 方程式の活用2 節
1 方程式の活用

1　どの数量を xで
　 表すか決める。

4　方程式を解く。

2　問題にふくまれる数量を，
　 xを使って表す。

3　等しい関係に着目して，
　 方程式をつくる。

5　方程式の解が，問題に
　 あうかどうかを確かめる。

数量の関係に着目する
な見方・考え方大切

等しい関係に着目して
方程式をつくる

5

5

10

10

15

20

15

20

25

▲ 1 年 p.112

▲ 2 年 p.41

　そもそも数学の学習は，未習の問題を既習事項と

関連付けて解決するプロセスですので，生徒には授

業の中で，既習事項をどのように関連付けるかとい

うことを考えさせたいところです。

　また，先生から与えられた問題だけを考えるので

はなく，自ら発展的に考えられる生徒を育てることも

重要です。そのためには，問題の発展のさせ方や作

り方を指導することが必要になるでしょう。問題の

●引用・参考文献
文部科学省（2018）．『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）
解説　数学編』，日本文教出版．

条件を変えて考えたり，性質や法則が成り立つ範囲

を考えたりすることがそれにあたります。

「数学的な見方」については，
一つ一つの授業場面で

より具体的に捉える必要があります

数学的な見方・考え方を明らかにし，
クラス全体で共有したり，

よさを感得させたりすることが重要です

各小節では，その学
習場面で働かせるべき
見方・考え方を〈大
切な見方・考え方〉と
して示しています。
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次の表と右の図のグラフは，どちらも比例の関係
y=-2xを表したものです。y=-2xについて，
下の（1），（2）の順に調べましょう。

（1） xの値
あたい
が1増加すると，yの値は

 どのように変化しますか。
（2） グラフで右へ1めもり分進むと，上下の
 どちらの方向へ何めもり分進みますか。

　比例のグラフについて，次のようにまとめることができます。

問5

次の図は，比例の関係y=2xの比例定数2が，表や
グラフのどこに現れるかをまとめたものです。
これにならって，比例の関係y=-2xの比例定数-2が，
表やグラフのどこに現れるかをまとめてみましょう。

問6

比例の関係y=axのグラフは，原点と，点(1，a)を通る直線である。
1　a>0のときは右上がり　　　 2　a<0のときは右下がり

比例のグラフ

次の課題　対応するxとyの値が何組わかれば，比例の式を求められるかな。
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次の表と右の図のグラフは，どちらも比例の関係
y=-2xを表したものです。y=-2xについて，
下の（1），（2）の順に調べましょう。

（1） xの値
あたい
が1増加すると，yの値は

 どのように変化しますか。
（2） グラフで右へ1めもり分進むと，上下の
 どちらの方向へ何めもり分進みますか。

　比例のグラフについて，次のようにまとめることができます。

問5

次の図は，比例の関係y=2xの比例定数2が，表や
グラフのどこに現れるかをまとめたものです。
これにならって，比例の関係y=-2xの比例定数-2が，
表やグラフのどこに現れるかをまとめてみましょう。

問6

比例の関係y=axのグラフは，原点と，点(1，a)を通る直線である。
1　a>0のときは右上がり　　　 2　a<0のときは右下がり

比例のグラフ

次の課題　対応するxとyの値が何組わかれば，比例の式を求められるかな。
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                    　　　   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。

章の扉
とびら
・節

章の扉   　  これから学ぶことのきっかけとなる場面です。
節  　  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。

  　  次の学習に進むための出発点となる問題です。

  
確かめよう

は，すでに学んだ問題が出発点となります。

 めあて  　  学習のめあてを示しています。

例1  　  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。

 問1  　  学習する内容をより理解するための問題です。
  次のようなマークがついているものもあります。
  考えよう     解決の方法などを自分なりに
         考える問題です。
  話し合おう    話し合いを通して解決したり，
　　         考えを高め合ったりする問題です。
  深めよう     学習の過程をふり返るなどして
　　        理解を深める問題です。
  説明できるかな？    方法や理由などを説明する問題です。

やってみよう   　  学んだことを活用して考える課題です。

まちがえやすい問題  　  まちがえたり誤解したりしやすい問題です。

次の課題      新たな問題に目を向けるための問いかけです。

学び合おう  　  自分で考え，みんなで話し合って理解を深めていく小節です。
     巻末の対話シートを使って話し合いましょう。 

基本の問題    その節で学んだ基本的な内容の問題です。

数学の
   　  学んだ内容に関連した興味深い話などです。

次の章を学ぶ前に

確かめ
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
示しているものもあります。

その場面で身につけたい
数学的な見方・考え方です。

な見方・考え方大切

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 

この本の使い方

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。

補充問題1
▶︎p.279

＊

＊

＊

＊
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                    　　　   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。

章の扉
とびら
・節

章の扉   　  これから学ぶことのきっかけとなる場面です。
節  　  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。

  　  次の学習に進むための出発点となる問題です。

  
確かめよう

は，すでに学んだ問題が出発点となります。

 めあて  　  学習のめあてを示しています。

例1  　  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。

 問1  　  学習する内容をより理解するための問題です。
  次のようなマークがついているものもあります。
  考えよう     解決の方法などを自分なりに
         考える問題です。
  話し合おう    話し合いを通して解決したり，
　　         考えを高め合ったりする問題です。
  深めよう     学習の過程をふり返るなどして
　　        理解を深める問題です。
  説明できるかな？    方法や理由などを説明する問題です。

やってみよう   　  学んだことを活用して考える課題です。

まちがえやすい問題  　  まちがえたり誤解したりしやすい問題です。

次の課題      新たな問題に目を向けるための問いかけです。

学び合おう  　  自分で考え，みんなで話し合って理解を深めていく小節です。
     巻末の対話シートを使って話し合いましょう。 

基本の問題    その節で学んだ基本的な内容の問題です。

数学の
   　  学んだ内容に関連した興味深い話などです。

次の章を学ぶ前に

確かめ
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
示しているものもあります。

その場面で身につけたい
数学的な見方・考え方です。

な見方・考え方大切

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 

この本の使い方

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。

補充問題1
▶︎p.279

＊

＊

＊

＊
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囲を第３小節で，分けて扱っています。初学者は，

箱ひげ図の「箱」と「四分位範囲」を混同し，「箱

が右に寄っている」というべきときに「四分位範囲

が右に寄っている」と表現することがあります。学習

場面を分けることで，それぞれの用語の意味を確実

に習得できるようにし，その後で，範囲，四分位範

囲と箱ひげ図の関係をまとめるようにしました。

　３年では，標本調査の結果（標本平均）をヒスト

グラムと箱ひげ図に表す場面を設けました。標本に

よって平均値などが変動することを標本変動（中学

校では扱わない用語）といいますが，これらのグラ

フを用いることで，標本の大きさが標本調査の結果

にどのように影響するかを，実感を伴って理解でき

るようにしました。

　外食や家電製品などを購入するとき，インターネッ

トで他人の評価を参考にして決めたりしませんか？ 

情報化が急速に進む社会では，データを基にして自

分の行動を決める機会が増えています。そのため，

統計的リテラシーの重要度は，今後ますます高まっ

ていくことでしょう。

　このような社会の変化を踏まえ，今回の学習指導

要領の改訂では，小・中・高等学校教育を通じて統

計的な内容が充実しました。

　小学校では，「データの活用」領域が新設されま

した。ここで注目したいのは，小５と小６に「統計

的な問題解決の方法」が入ったことです。

　「統計的な問題解決の方法」とは，問題（Problem）

→計画（Plan）→データ（Data）→分析（Analysis）

→結論（Conclusion）という５つの段階を経て問

題を解決することで，PPDAC サイクルといわれてい

ます。この問題解決の方法は，中学校，高等学校で

も継続して活用していくものです。

　主体的・対話的で深い学びを実現するためには，

生徒にとって身近で親しみやすいこと，生徒を「知り

たい」「解決したい」という気持ちにさせることが重

要です。一方で，データに含まれる値の個数や，分

布の傾向がはっきりしていて比較がしやすいといっ

た，学習材としての扱いやすさも兼ね備えていなけ

ればなりません。

　もう１つ重要なのは，小６から中３までのすべての

学年に「批判的に考察する」という文言が入ったこと

です。これは，統計的な問題解決の過程を経て出し

た結論の妥当性について別の観点や立場から検討し

たり，第三者によって提示された統計的な結論につい

て信頼できるのかどうかを検討したりすることです。

　中学校では，「資料の活用」領域が「データの活

用」領域に変わりました。これは，小・中・高等学

校の学習のつながりや，生活の中でのデータの活用

が，一層重視されたことを意味しています。

●１年

　従来通り，ヒストグラムや相対度数を扱います。

そこに，累積度数や累積相対度数が加わります。さ

らに，従来は２年で扱っていた統計的確率を１年で

扱うことになります。

　一方で，用語「平均値，中央値，最頻値，階級」

が中１から小６へ移行しました。

　また，１年で扱っていた誤 差や近 似 値， 数を

a*10
nの形で表すことは３年へ移行しました。

●２年

　「四分位範囲や箱ひげ図」が新たに加わります。「同

様に確からしい」ことに基づいて考える数学的確率

は，従来通り２年で扱います。

●３年

　標本調査の内容は従来通りですが，１年から誤差

や近似値，数を a*10nの形で表すことが移行して

きました。これらは軽視されがちですが，推測統計

を学ぶ上で，重要な概念です。

　データを活用するためには，用語の意味を正しく

理解したり，グラフから情報を的確に読み取ったり

することが必要です。そこで，新しい内容や用語に

ついては，丁寧な説明を心がけました。また，新し

い概念も，既習の内容や考え方を基にして丁寧に扱

うようにしました。

　１年では，小学校の内容になった代表値について，

学び直しができるようにしました。

　２年では，箱ひげ図のしくみを指導する場面で，

小６で学ぶことになったドットプロットと対応させて

説明しています。初学者に多くみられるのが，箱ひ

げ図の箱やひげが長いところには値が多く分布してお

り，短いところには少ししか分布していないと誤って

捉えることです。ドットプロットを箱ひげ図と併記す

ることで，このような誤りを防ぐように工夫しました。

　また，四分位数の求め方や箱ひげ図のかき方と

いった基礎的・基本的な内容についても，細かなス

テップで〈例〉〈問〉を設けることで，確実に習得で

きるようにしました。

　さらに，箱ひげ図のしくみを第１小節，四分位範

233
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用
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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。

5

5

10

15

20
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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
5

5

10

10

15

20

206

デザインベース 181225

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

0

10

5

15

20

11 13 15 17 19 21 (分)
0

10

5

15

20

11 13 15 17 19 21 (分)

(個) (個)

(分)11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

標本の大きさが10の場合 標本の大きさが30の場合
ア

ア

イ

イ

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

む
作
さく
為
い
に

　抽
ちゅう
出
しゅつ
して，標本の平均値を求めました。

ア　標本の大きさを10とした場合
イ　標本の大きさを30とした場合

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

けい
向
こう
を比べてみましょう。

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

問2

比べて考える
な見方・考え方大切

ヒストグラムの形，
山の数，位置，高さ
 範
はん
囲
い
，四分位範囲 

 など

話し合おう

ア　標本の大きさが10の場合 (分)

イ　標本の大きさが30の場合 (分)

　

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

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

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

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

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

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

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

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

WEB

15

10

5

15

10

5

20

▲ 1 年 p.233

▲ 2 年 p.171

▲３年 p.206

「資料の活用」から「データの活用」へ

「箱ひげ図」などが加わった「データの活用」領域の指導について，
不安を感じている先生もいらっしゃるのではないでしょうか。
令和３年度版『中学数学』の監修者である西仲則博 先生に，

「データの活用」領域の指導について解説していただきます。

●近畿大学 講師
　西仲則博 先生

統計的 リテラシー を
育成するために

学習内容の変更点

基礎的・基本的な知識及び技能の
確実な習得

身近な気象データを使った問題設定

統計的な
問題解決の方法

問　題
（Problem）

計　画
（Plan）

データ
（Data）

分　析
（Analysis）

結　論
（Conclusion）
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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

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

補充問題30
▶p.220

5

5

10

10

15

15

20

▲ 2 年 p.166
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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。

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

　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。

データの値が奇数個ある場合の四分位数の求め方例3

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

補充問題31
▶p.220

5 5

10

10

15

15

20

20

▲ 2 年 p.169
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▲ 1 年 p.224

▲ 1 年 p.232

▲ 1 年 p.231

▲ 1 年 p.231

▲ 1 年 p.258

　そこで，１年７章では「３月の平均気温は高くなっ

てきているか？」，２年６章では「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

た気象に関する問題を設定し，その問題を解決する

過程でヒストグラムや代表値，箱ひげ図などを学ん

でいける構成にしました。

　気象データは気象庁ウェブページから容易に得る

ことができるので，情報活用能力を育成するという

意味でも利用価値があります。教科書で取り上げて

いるのは特定の地域のデータですが，「自分たちの

住んでいる地域ではどうか調べてみたい」と発展さ

せていって欲しいという願いも込めています。

　また，「特定の地域を調べただけで地球温暖化が

進んでいるといえるか」と批判的に考察したり，「寒

い日は減少しているのか」といった新たな問題を見

いだしたりして，PPDAC サイクルを回していくこと

も可能です。

　地球温暖化や異常気象といった実社会の問題を数

学の問題として捉えるなどして，環境問題，SDGs と

いった現代的な諸課題へと学びを広げていくことを

期待しています。

　１年７章の扉では，高知市の３月の平均気温の変

化のようすを表した折れ線グラフから，「気温は高く

なってきているといえるか？」という問題について話

し合う場面を設定しています。

　本来，折れ線グラフは変化のようすを表すための

ものですが，このグラフは上下動が激しすぎて長期

的な変化を捉えることが困難です。そこで，20 世紀

を前半と後半の２つに分け，２つのデータの分布を

比較することで最初の問題を解決するという展開と

し，統計的問題解決の過程で度数分布表，ヒストグ

ラム，代表値などを活用しながら学んでいくようにし

ました。

　「データの活用」領域では，データを表やグラフに

整理するだけではなく，そこからデータの分布の傾

向を読み取り，比較し，批判的に考察し，判断する

ことまでが求められています。しかし，統計グラフを

的確に読み取り，読み取ったことを根拠として説明

することは，簡単ではありません。そこで，新しい

教科書では，統計グラフの読み取り方や，根拠を示

して説明することについて，そのプロセスを示しなが

ら，一層丁寧に扱うことを心がけました。

　次の図は，前述の「20 世紀前半」と「20 世紀後半」

に分けた３月の平均気温のデータの分布を，それぞ

れヒストグラムに表したものです。

　２つのヒストグラムを比較して話し合う場面では，

次の表を与えています。
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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
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0

8

6

4

2

(回)

0

8

6

4

2

(回)

(℃)7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 (℃)

0

50

40

30

20

10

(回)

0

50

40

30

20

10

(回)

(℃)4 8 12 16 (℃)4 8 12 16

0

5

10

15

20
(回)

(℃)6 7 8 9 10 11 12 13
0

5

10

15

20
(回)

(℃)6 7 8 9 10 11 12 13

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℃）
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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
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　この表の①～③の視点で比較すると，２つのヒス

トグラムはどちらも単峰型で，山が最も高い階級は

同じ，山の高さもほぼ同じであることがわかります。

しかし，④，⑤の視点で比較すると，20 世紀前半

は山のピークより左側，20 世紀後半は右側に値が

多く分布しているという違いが明らかになります。

　このように，具体的な着眼点を示すことで，ヒス

トグラムの見方を習得できるようにしました。

　さらに，２つのデータを比較してわかったことを説

明する場面では，空欄を埋めて説明を完成させる問

題を設けています。

　これらの工夫は，仮説を立て，その仮説が正しい

かどうかをデータに基づいて判断し，説明するまで

のプロセスを丁寧に示すことで，生徒の思考力，判

断力，表現力等を基礎・基本から段階を追って身に

付けられるように配慮したものです。

　今回の改訂では，内容の変更だけでなく，考え

方や学び方への対応が必要とされています。授業で

は，すでに多くの先生がペア活動やグループ活動を

取り入れていますし，自分たちが出した答えについ

て，もう一度振り返り，検討するということも実践

されています。新しい教科書では，それらを後押し

する所を設けました。それが，〈問〉についている 

　　　　　　マークと，その問題文にある「○○と

判断できるでしょうか」「○○を選んだ理由について

話し合いましょう」といった記述です。

　従来の問いとは，少し変わっている所を利用して

いただき，生徒の豊かな発想をくみ取り，課題を追

求する姿勢を育んで頂ければ嬉しいです。

　各学年の巻末には，キャリア教育をテーマにした

コラム「数学を仕事に生かす」を設けています。１

年では，データアナリストとして活躍されている女性

を紹介しています。

 

　ほかにも，コラム「暮らしと数学」として， 1970

年の大阪万博の入場者数のデータを統計グラフで分

析する話（２年 p.194 ～ 195）や，統計グラフを批

判的に読み取る話（３年 p.218 ～ 219）を取り上げ

ています。

　キャリア教育や消費者教育といった側面からも，

教科書を活用していただければと思います。

　今回の教科書は，データを活用することを学びな

がら，知識及び技能を習得し，思考力，判断力，表

現力等を養うことができるように構成しました。

　統計的リテラシーは，社会の変化にも能動的に対

応するために必要不可欠な資質・能力です。この教

科書を使って，生徒が生き生きとした表情を浮かべ

ながら，統計的リテラシーを身に付けていってくれる

ことを期待してやみません。

データの分布の傾向を読み取り
判断すること

統計的な問題解決の過程の重視

2
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                    　　　   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。

章の扉
とびら
・節

章の扉   　  これから学ぶことのきっかけとなる場面です。
節  　  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。

  　  次の学習に進むための出発点となる問題です。

  
確かめよう

は，すでに学んだ問題が出発点となります。

 めあて  　  学習のめあてを示しています。

例1  　  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。

 問1  　  学習する内容をより理解するための問題です。
  次のようなマークがついているものもあります。
  考えよう     解決の方法などを自分なりに
         考える問題です。
  話し合おう    話し合いを通して解決したり，
　　         考えを高め合ったりする問題です。
  深めよう     学習の過程をふり返るなどして
　　        理解を深める問題です。
  説明できるかな？    方法や理由などを説明する問題です。

やってみよう   　  学んだことを活用して考える課題です。

まちがえやすい問題  　  まちがえたり誤解したりしやすい問題です。

次の課題      新たな問題に目を向けるための問いかけです。

学び合おう  　  自分で考え，みんなで話し合って理解を深めていく小節です。
     巻末の対話シートを使って話し合いましょう。 

基本の問題    その節で学んだ基本的な内容の問題です。

数学の
   　  学んだ内容に関連した興味深い話などです。

次の章を学ぶ前に

確かめ
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
示しているものもあります。

その場面で身につけたい
数学的な見方・考え方です。

な見方・考え方大切

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 

この本の使い方

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。

補充問題1
▶︎p.279

＊

＊

＊

＊

実社会とのつながり

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

分析するデータの中には，入力ミスによるまち
がった値

あたい
が混ざることがあります。また，上

のヒストグラムの右端
はし
に見られるような極

きょく
端
たん

にかけ離
はな
れた値は，入力ミスではなくても，分

析の参考になりにくい特
とく
殊
しゅ
な値と考えられます。

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

数学を
仕事に生かす

羽
は

山
やま

美
み

優
ゆう

さん（データアナリスト）

データから導き出す
問題解決の糸口

プロフィール

アナリストとは「分
ぶん
析
せき
する人」という意味。

大学では理工学部数学科でデータ分析について
学んだ。企

き
業
ぎょう
に勤め，データ分析業務に携

たずさ
わる。
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　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

1970年の
大阪万博の入場者数
▶p.194
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　近年，ユニバーサルデザイン（以下 UD）という

言葉を様々な場面で耳にします。もともとは建築用

語からスタートしたようですが，教育現場でもよく使

われています。以前の通常の学級では，障害のある

子どもや日本語が母語ではない子どもなど，特別な

教育的ニーズのある子どものために UD を取り入れ

ているといった印象もありました。しかし，現在では，

より多くの子どもたちに学びの機会を保障する工夫

と考える方がよいと思います。そして，その対象は，

授業づくり，教室の環境整備，学級の人間関係など

多岐にわたります。本稿では，印刷教材に視点を置

いて考えてみます。

　印刷教材は，学校で使っている教科書や問題集を

はじめ，市販されている参考書などの冊子化されて

一般向けに提供されているものから，学校の先生が

自分の教えている子どもの実態に合わせて作ったオ

リジナルのものまで形態は様々です。ただ，それら

の大きな共通点としては，学習者がその内容を視覚

的な情報として取り入れること，情報が保存されて

いて学習者が必要な場面で取り入れることなどが挙

げられます。したがって，学習場面でより多くの子ど

もたちが活用しやすくするための一定の工夫がある

とよいでしょう。

　現在発行されている教科書は，ほとんどがカラー

印刷されており，どの出版社も CUD にあたる工夫

が施されています。NPO 法人カラーユニバーサルデ

ザイン機構は，CUD のポイントとして次の 3 つを挙

げています。

ア．できるだけ多くの人に見分けやすい配色を選ぶ

イ．色を見分けにくい人にも情報が伝わるようにする

ウ．色の名前を用いたコミュニケーションを可能に 

　　する

　先生が作るオリジナルのプリントは白黒印刷のも

のが多いため，色に頼らないイやウの工夫が必要で

す。様々な情報の中から最も正確に認知する方法，

つまり無意識に反応するものが色なのか番号なのか

形なのかは人それぞれです。したがって，たとえカ

ラー印刷であっても，認知特性に応じてできるだけ

早く正確に情報を捉えることができるよう工夫されて

いると，その分授業がわかりやすくなります。

　フォントといえば，明朝体とゴシック体が基本です

が，デザイン性の高いものも増えています。その中で，

文字の形がわかりやすい，読みまちがえにくい，文

章全体を捉えやすいといったことをコンセプトに開発

されたフォントがあります。

　私のように書道が趣味の人は，筆文字による荘厳

な楷書や流麗な行書に惹かれますが，それは瞬時に

情報を取り入れることに向いているわけではありませ

ん。したがって，実際の板書ではいわゆる丸文字を

多用します。その方が後方に座っている子どもにも

文字の形が判別しやすいからです。

　活字は手書き以上に無機質な文字が整然と並んで

しまうため，人間の先入観によって無意識に読みま

ちがえてしまうこともあります。学習に必要な情報を

収集する段階でのつまずきはできる限り防ぐべきで

しょう。子どもたちを支える人たち（学校や塾の先生，

保護者，出版社の方々，NPO など支援団体といっ

たあらゆる関係者）が，今後工夫していくべき課題

の一つだと思います。

　UD とは，決して子どもたちを甘やかすために行

うものではなく，いかに本質的な学びを実現するか

考えることであり，より高い水準の学習や自律的な

学習を目指すものです。そのために研究されている

CUD や UD フォントには科学的な裏付けが多分に

含まれます。しかし，それだけでは子どもの学びや

すさを向上させるのに十分とは言えません。

　会議や研修会で見づらい資料しか用意されていな

いと，イライラしてしまい，内容そのものが頭に入っ

てこないことがよくあるのではないでしょうか。ビジ

ネスシーンであってもそのような状況があるわけです

から，子どもの学習場面では言うまでもありません。

図形やグラフ，活動に必要なデータなど参照するべ

きものが本文と離れたところにある（別のページに

あって，紙をめくる作業が伴うなど）と学びにくいこ

とは明らかです。また，図に書き込んだり計算した

りといった作業のスペースが十分確保されていない

と手間取ります。さらに，教科書のような冊子化さ

れたものに書き込もうとする場合，冊子を開いた時

の中央の丸みが邪魔になり，定規やコンパスがうま

く使えません。このような印刷教材が抱える構造上

の問題も，学びの障壁としては小さくありません。

　発達障害のある子どもには手指の巧緻性に課題の

ある場合もあり，作業が遅れたり，よく物を落とした

りしてしまいます。学習者の発達段階やその活動の

様子に対して想像力を働かせ，より学びやすい構造

の教材教具を作成することも，私たちの課題と言え

ます。

● CUD に配慮した配色にしました。

　また，必要に応じて文字を付記するなどして

　色以外の情報でも識別できるようにしました。

●読みやすい UDフォントを全面的に使用しました。

●ふり仮名には大きく見える UD ゴシック体を使用しました。

　また，漢字を読むことが困難な生徒への配慮として，

　ふり仮名を増やしました。

●１年７章では，p.227 に 

　 載 せ た デ ー タ を p.235 

　まで使います。そこで， 

　折込を使って，ページ 

　をめくらずにデータを 

　参照できるようにしま 

　した。
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三角形の相似条件を使って，いろいろなことがらを証明しよう。めあて

5 相似の証明

2 つの三角形が相似であることの証明例1

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

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

右の図で，
　　;ABC];BCD
であることを証明しなさい。

証明

問1

問2

;ABDと;ACBにおいて
仮定から　~ABD=~C…… 1

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

16cm

15cm
20cm

12cm

9cmA

C

B

D

16cm

15cm
20cm

12cm

9cmA

C

B

D

B C

A

BD

A

D

A

C

O

B

D
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OC：OD=2：3

特別支援教育，ユニバーサルデザインに配慮した教科書紙面の具体例

178

2年６章　190322

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

確率のとりうる値の範
はん
囲
い
について考えよう。

　　で，アの箱から赤玉が出る確率は　，つまり0です。

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

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

めあて

0

7
7

7

問1

2 確率の性質

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

あたい
は，次の範囲にある。

　　0≤p≤1

白玉が 7個 赤玉が 7個赤玉が4個と
白玉が 3個

ウイア

(3)は，赤玉でも
白玉でも青玉でも
いいんだね。

5
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▲ 3 年 p.133

▲ 1 年 p.182
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3 垂線の作図

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

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

たい
称
しょう
の軸
じく
とする線対称な図形です。

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

線対称な図形の性質に着目して，垂線を作図する	
方法について考えよう。

めあて

直線上にない点を通る垂線の作図の手順例1

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

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

3  直線PQをひく。

BA
l

Q

P

BA
l

Q

P P

A
l

1 21 2

3
1

Q

BA

P

M

10

5

20

15

10
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令和 3 年度版

●横浜市立洋光台
　第一中学校 主幹教諭
　下村　治 先生

子どもたちが 学習しやすい
印刷教材をつくる
～ユニバーサルデザインという視点～

カラーユニバーサルデザイン（CUD）

UD フォント

構造上の学びやすさ

デザイン-1年 7章折込 190314

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

	 データの分布1 節

表2　高知市の 3月の平均気温
　　（20世紀前半，低い順）

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

表3　高知市の 3月の平均気温
　　（20世紀後半，低い順）

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

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

あたい
です。

　また，最
さい
頻
ひん
値
ち
は，前ページの例１，

問２で求めた値です。

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

「高
こう
知
ち
市の3月の平均気温は，20世紀の前半より後半の方が

高かった」と主張するとき，あなたならその根
こん
拠
きょ
として

表5の平均値，中央値，最頻値のどれを使いますか。

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

問3

問4

上の考え方で，20世紀前半のデータの平均値を求めてみましょう。

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

　　　　=9.44

この計算で求めた9.44℃を
平均値とします。

！注意	すべての階級の度数の合計のことを総度数といいます。

472

50

表 5　代表値
20世紀
前半

20世紀
後半

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

表 6　高知市の 3月の平均気温（20世紀前半）

階級(℃) 階級値
(℃)

度数
(回) (階級値)*(度数)

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

話し合おう

根拠を明らかにする
な見方・考え方大切

数値とことばで
説明する
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右の表7を使って，20世紀
後半のデータの平均値を
求めなさい。

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

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

はば
を設けてあれば，例２の方法でも，

本来の平均値に近い値を得ることができます。

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

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

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

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

問5

問6

問7

表 7　高知市の 3月の平均気温（20世紀後半）

階級(℃) 階級値
(℃)

度数
(回) (階級値)*(度数)

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

表 8　高知市の 3月の平均気温（20世紀前半）

階級(℃) 階級値
(℃)

度数
(回) (階級値)*(度数)

以上 未満
0 〜10
10 〜 20
合計 50

考えよう

深めよう

コンピュータの活用
▶p.269
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▲ 2 年 p.178

▲ 1 年 p.227，234 〜 235
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新版教科書の

ココ も見て

小節末の [次の課題 ]では，次に何を学ぶかを提示しています。「数と式」領

域では特に，本時と次時の学びのつながりを重視し，既に学んだ知識及び技

能や見方・考え方を問題解決の場面で活用したり，新たな問題を見いだそうと

したりする資質・能力を育成できるようにしました。

２年１章や３年１章で文字を使った証明（説明）を学習する場面では，帰納的

に考えて数の性質などを予想し，予想した性質を「～は…になる。」という形

で表現する活動を設けました。

また，証明を記述する場面では，先に証明の方針を立て，結論を導くためには

どのような式変形をすればよいのか見通しをもてるように工夫しました。

授業や家庭での自主学習で使える無料のデジタルコンテンツです。
アニメーションやシミュレーション，練習問題などを豊富に用意しています。
https://www.nichibun-g.co.jp/2021dc/csug/

  教科書 QR コンテンツの例
新学習指導要領では，数学的活動として，統合的・発展的に考察することを重

視しています。教科書では，解決の過程や結果を振り返るなどして統合的・発

展的に考察することができるようにしました。

学びの関連付けの重視

文字を使った証明

教科書QRコンテンツ

統合的・発展的に考察する活動

「数と式」領域の特色

3 年1章
「式の展開と因数分解」
p.13-14

（単項式）×（多項式）の学
習の後に，「（多項式）×（多
項式）は，どのように計算
すればよいかな」と疑問を
抱かせることで，次の学習
への意欲を持たせます。

また， （多項式）×（多項
式）の計算は，前時までに
学んだ（単項式）×（多項式）
の計算に帰着させて考えれ
ばよいことを意識できるよ
うにしています。

3 年1章
「式の展開と因数分解」
p.34

証明の方針と□埋め形式
の証明の記述を対比しなが
ら，結論を導くために必要
な事柄を結論から逆向きに
考えたり，具体的な式変形
の過程を見通したりするこ
とができるようにしていま
す。

1年　
かっこを省いた式の計算

正の数と負の数の計算がで
きるようになるためのフラッ
シュカード形式の練習問題
です。

2年 2章
「連立方程式」
p.45

加減法と代入法は，どちら
も文字を１つ消去して１元１
次方程式に帰着させている
ことに気づくことができるよ
うにしています。
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式
の
展
開
と
因
数
分
解

１
章

(多項式)/(単項式)例2

(多項式)/(係数が分数の単項式)例3

　x =　　だから，

　xの逆数は　　だね。

2
3

2x
3

2
3

3
2x

（1） 　 (9a2+15a)/3a 
=(9a2+15a)*　1

3a

=　 +　 

=3a+5

（2） 　 (6x3-8x2+2x)/2x

=(6x3-8x2+2x)*　 

=　　-　 +　

=3x2-4x+1

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

9a2

3a
15a
3a

1
2x

6x3

2x
8x2

2x

2x

2x

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

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

（5） (8x3+4x2-16x)/4x （6） (b2-2ab+b)/b

問2

　 (2x2+8xy)/　x2
3

=(2x2+8xy)*　3
2x

=　　　 +　　　

=3x+12y

2x2*3

2x

8xy*3

2x

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

問3
1

2

3

4
補充問題１
▶︎p.234

　　 ＋　　 

3 a
9a2

3a
1 1

5 1
15a

3a
1 1

次の課題　(多項式 )* (多項式 )は，どのように計算すればよいかな。

同じように考える
な見方・考え方大切

 (9a2+15a)/3

=(9a2+15a)*
1

3

　　 -　　 ＋　　 
6x3

2x
1 1

8x2

2x
1 1

2x

2x
1 1

1 14x3x2
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　(a+b)(c+d)の計算は，c+d=Mとして，c+dを１つの
文字とみると，多項式と単項式の乗法になって，
分配法則を使って計算できます。
　(a+b)(c+d)
=(a+b) M

=aM+bM

=a(c+d)+b(c+d)

=ac+ad+bc+bd

！注意	 (a+b)*(c+d)を(a+b)(c+d)とかきます。

縦，横の長さがそれぞれa+b，c+dの
長方形があります。この長方形の面積を，
いろいろな式で表しましょう。

多
た
項
こう
式
しき
と多項式の乗法について考え，

計算ができるようになろう。

	

めあて

c+d

a+b
a

b

c d

　単項式と多項式，または多項式と多項式の積の形でかかれた式を，
単項式の和の形にかき表すことを，もとの式を展

てん
開
かい
するといいます。

(a+ b) (c+ d)= ac+ ad+ bc+ bd
③ ④②①

●③

●① ●②

●④

(a+b)(c+d)を，a+bをMとして展開しなさい。

　(a+b)(c+d)の展開は，次のように計算できます。

問1

c+dをMとする。
かっこをはずす。
Mをc+dにもどす。
かっこをはずす。

式の展開2

(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd

積の形　　　　　　和の形
展開

知っていることを 

使えるようにする

な見方・考え方大切

c+dを1つの文字と
みる

10

15

20

20

15

10

5

5
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［証明の方針］

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。

	 文字式の活用3 節

　について，いくつかの場合を調べて
いつも成り立つ性質を予想し，予想した
性質を「 は，……になる。」という形で
表しましょう。
また，予想したことがいつも成り立つことを
証明するための方針を立てましょう。

数の性質を予想して，それがいつも成り立つことを証明しよう。

次の陸
りく
さんのノートには，陸さんが予想した性質と，

その性質がいつも成り立つことの証明がかかれています。
をうめて，証明を完成しましょう。

［陸さんのノート］

見通しをもとう1

めあて

考えよう2

数の性質を見いだし証明しよう1 学び合おう

(予想した性質 )

連続する2つの偶数の積に1をたした数は，
ある整数を2乗した数になる。

(証明 )

nを整数とすると，連続する2つの偶数は2n，

2n+ と表される。

      2n(2n+ )+1=

  　=( )2

は整数だから，連続する2つの偶数の
積に1をたした数は，ある整数を2乗した数になる。

 2 * 4 + 1 = 

 4 * 6 + 1 = 

 6 * 8 + 1 = 

  *  + 1 = 

  *  + 1 = 

・偶数は 2*(整数 )と
　表せる。
・連続する 2つの
　偶数の大きい方は，
　小さい方に 2を
　たした数である。
・「連続する 2つの
　偶数の積に 1を
　たした数」を式に
　表し，その式を
　(ある整数 )2 の形に
　変形すればよい。

対話シート 1▶︎p.281

p.32のチャレンジの答　♵ 2  

いくつかの場合から 

予想する

な見方・考え方大切

具体的な数で考える

根
こん
拠
きょ
を明らかにする

な見方・考え方大切

目的に合うように
式を変形する

25

20

20

15

15
10

10 5

5

45

連
立
方
程
式

２
章

文字に多
た
項
こう
式
しき
を代入するときは，

(　　)をつけて代入しよう。

次の連立方程式を解きましょう。

　　
x=y-7 …… 1

4x+5y=8 …… 2

次の連立方程式を，代入法で解きなさい。

（1） 
y=2x+1

3x+2y=9
 （2）　

-3x+5y=14

x=2y-5

（3） 
y=2x+3

y=x+1
 （4）　

x=-2y+5

y=3x-8

次の連立方程式のいろいろな解き方を考えましょう。
それらの解き方に共通するのは，どんなことですか。

（1） 
-3x+4y=-15

x-3y=0
 （2）　

2y=3x+14

x-2y=-10

　加減法と代入法は，どちらも，連立方程式を解くときに，
2つの方程式から文字を1つ消去して解く方法です。

解答例

問3

問4

係数が1以外の文字に式を代入する場合の解き方例1

連立方程式
x-y=15

x=4y-3
を，代入法で解きなさい。問2

深めよう

1 を 2 に代入すると
 4 (y-7)+5y =8

 4y-28+5y =8

 9y =36

 y =4

y=4を 1 に代入すると
 x =4-7

  =-3

x=y-7 …… 1

4x+5y=8 …… 2

答　
x=-3

y=4

次の課題　連立方程式　　　　　　 　　を解くには，まずどうすればよいかな。
5x+2y=12
2x+3 (x-y)=7

4 x +5y=8
　　x=y-7

4( y-7 )+5y=8

補充問題10
▶︎p.215

関連づけてまとめる
な見方・考え方大切

加減法と代入法に
共通している考え方を
まとめる

10

5

20

20

15

15

10

5

内容資料説明資料20200108→ 20200122

一人一人の資質・能力を育成するためのさらなる工夫

ＩＣＴ機器などの活用 コンテンツ一覧
（全学年）

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

コンテンツの例

145144

3 年５章　190329

相
似
な
図
形

5
章

A

Q

P

R

S

D

B C

A

FE

D

B C
10cm

4cm

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

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

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

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

めあて

問1

中点連結定理4 中点連結定理を使う証明例1

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

対角線ACをひく。
;ABCにおいて BP = PA， BQ =QC

中点連結定理より PQ : AC， PQ =　AC…… 1

同じように，;DACで SR : AC， SR =　AC…… 2

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

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

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

証明

1

2

1

2

問2

問3

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

B C

M N

A

やってみよう

B C

D F

A

E
10cm

7cm 9cm

A

NM

B C

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

ならば
　MN=　BC1

2

定理　中点連結定理
A

NM

B C

WEB

図形の関係に着目する
な見方・考え方大切

平行四辺形になる
条件から考える

条件を変えて考える
な見方・考え方大切

AC=BDを条件に
加える

深めよう

5

5

10

10

15

15

20
20

3 年 p.145

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

教科書ＱＲコンテンツ

WEB

中点連結定理に関するシミュレーション
（3年 p.145）

箱ひげ図に関するシミュレーション
（2年 p.194）

根号のついた数に関する練習問題
（3年 p.45）

1 次関数に関するアニメーション
（2年 p.86）

※スマートフォンでは快適に動作しない場合があります。

30
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長方形

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


新版教科書の

ココ も見て 「図形」領域の特色

すべての領域を通して，言葉，図，式，グラフなどを相互に関連付ける活動を

重視しています。「図形」領域では，数学的な読解力を育成するために，図と

式を関連付けて考え方を読み取ったり，証明を読んで新たな性質を見いだした

りする活動を設けました。

日常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場面を設けました。

数学的な読解力の育成

図形の性質などを具体的な場面で活用すること

2年４章
「図形の性質と合同」
p.109

図と式を関連付けて個々の
求め方を読み取ったり，そ
れぞれの求め方に共通する
考え方を統合的に考察した
りする活動を設けています。

2年 5章
「三角形と四角形」
p.151
上の段が水平に動く道具箱
の原理を，平行四辺形にな
る条件と関連付けて考察す
る活動を設けています。

角の二等分線，線分の垂直二等分線，垂線の作図の学習では，それらの作図

ができる理由を，図形の対称性に着目して考えることができるようにしました。

  教科書 QR コンテンツの例

作図の方法を理解するための手立て

1年 5章
「平面図形」
p.170

「円は，1つの点から一定の
距離にある点の集まり」で
あることを確認し，コンパ
スで線分の長さをうつしと
ることの理解を深めてから，
作図の学習ができるように
しています。

1年 5章
「平面図形」　
p.180

基本的な作図の方法につい
いての理解を深めるために，
かかれた図形の特徴を考察
し，対称な図形を作図して
いることを意識できるように
しています。

3 年
中点連結定理

どんな四角形でも各辺の中
点を結んでできる四角形は
平行四辺形であることを，
操作活動を通して学べるシ
ミュレーションです。

180

1年 5 章 190314

2 垂直二等分線の作図

右の図のように，半径が等しい2つの円を
交わるようにかき，2つの円の中心と交点を
結んでできる四角形を作図しましょう。
どんな四角形がかけますか。
また，その四角形の対角線は，どんな
交わり方をしますか。

　　のようにしてかいた四角形は，
4つの辺の長さが等しいのでひし形です。
　小学校で学んだように，ひし形は，
2本の対角線の両方を対

たい
称
しょう
の軸

じく
とする

線対称な図形です。

ひし形の性質に着目して，線分の垂直二等分線を作図する
方法を考えよう。

めあて

線分の垂直二等分線の作図の手順例1

線分ABの垂直二等分線を作図しましょう。
1  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，その交点をC，Dとする。
2  直線CDをひく。

　 例1の方法は，線分ABの中点を求めるときにも使えます。 
線分CDは，ひし形CADBの対角線です。

BA

C

D

BA

C

D

1111
2

どこにひし形が
かくれているかな。

20

15

10

5

20

15

10

5

109

図
形
の
性
質
と
合
同

４
章

n角形の内角の和を求めるときに，
どの な見方・考え方大切 が役に立ちましたか。

多角形について，次の問いに答えなさい。
（1） 十角形の内角の和を求めなさい。
（2） 内角の和が1800'である多角形は何角形ですか。

真
ま
央
お
さんと和也さんは，それぞれ陸さんとは

ちがう方法でn角形の内角の和を求めました。
次の図は，３人が考えた図です。

（1）  真央さんと和也さんの考え方でn角形の内角の和を表した式を，
次のア～カの中から1つずつ選びなさい。

ア　180'*(n-2)　　　　　 イ　180'*(n-1) 

ウ　180'*(n-1)-180'　　 エ　180'*n-180'

オ　180'*(n-1)-360'　　 カ　180'*n-360'

（2） ３人の考え方に共通しているのは，どんなことですか。

ふり返ろう4

問1

深めよう5

真央さんと和也さんの図をもとに，
n角形の内角の和の求め方を
説明してみよう。

 和也さん 真央さん 陸さん

ほかの方法を考える
な見方・考え方大切

三角形のつくり方を
考える

関連づけてまとめる
な見方・考え方大切

共通する考え方

補充問題21
▶︎ p.218

5

5

10

10

15

15

151

三
角
形
と
四
角
形

5
章

右の図は，上の箱を真横から見た状態を
表したものです。
上の段と下の段をつないでいる棒を
とめているネジの位置をA，B，C，Dと
します。ADがいつもBCと平行になるには，
AB，BC，CD，DAの長さがどのように
なっていればよいですか。

ある条件を満たす四角形が平行四辺形であるかどうかを調べよう。

AD:BC，AB=DCが成り立つとき，四角形ABCDは
必ず平行四辺形になるといってよいですか。
次の図にかいて調べなさい。

めあて

問1

平行四辺形になる条件の活用3

　右の箱は，上の段の部分が
いつも水平になるように
つくられています。

数学の問題にしよう

身近なことがら

どうしていつも
水平になるんだろう。

図形の性質を使って
確
かく
認
にん
できないかな。

A

B C

真
ま
央
お
さん陸

りく
さん

A

B C

D

5

5

10

10

15

15

20

25

170

1年 5章 190314

3

円は線
せん
対
たい
称
しょう
な図形といえますか。

また，点対称な図形といえますか。

	円の性質について調べよう。

　ある 1点から一定の距
きょ
離
り
のところに点をたくさんかくと，

円になります。
　円は，1つの点から一定の距離にある点の集まりです。

確かめよう

めあて

円

　円周の一部分を弧
こ
といいます。円周上の2点をA，

Bとするとき，円周のAからBまでの部分をABと
表し，「弧AB」と読みます。
 また，円周上の2点を結ぶ線分を弦

げん
といいます。

A，Bを両
りょう
端
たん
とする弦を弦ABといいます。

　中心が点Oである円を円Oと表します。
　円Oの周上であれば，どこに点Pをとっても，
2点O，P間の距離は一定です。

　1つの円で，最も長い弦は，その円の直径です。

！注意		右上の図で，点Pをふくむ弧をAPBと表すことで，
ふくまない弧と区別する場合があります。

弦AB

弧AB
A

B

P

O

P

O

O OO

15

10

5

15

10

5
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新版教科書の

ココ も見て 「関数」領域の特色

「関数」領域の章の扉では，「伴って変わる２つの数量の

関係を学ぶ」という章の学びの本質をつかむことを重視

しています。そこで，生徒にとって身近でわかりやすい具

体的な場面から関数関係にある２つの数量を見いだし，

その関係を捉える活動の場面を設けました。

この学びの本質をつかむことを重視する立場から，「関

数」領域の章の扉では，すべての学年で，易しい数値を

扱うよう配慮しました。

身近な話題と易しい数値での導入

1年４章
「比例と反比例」
p.124

１年４章の扉では，「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」という話から導入し，身のまわりの
さまざまな関数に着目させることで，本章
の学びの本質をつかませます。

「関数」領域では，具体的な事象の関数関係を捉えるために，その事象と表，式，

グラフを関連付けて考えることを重視しました。

  教科書 QR コンテンツの例

1年 4章
「比例と反比例」
p.154

表を縦に見たり，横に見た
りする表の見方を改めて示
すことで，多面的な考察が
できるようにしています。

具体的な事象と表，式，グラフの関連付け

日常生活で関数を活用するために必要な思考力，判断力，表現力等や，生活に

生かそうとする態度を養うために，身近な場面から問題を見いだし解決する数学

的活動を充実させました。

関数の活用

2年 3章
「１次関数」
p.90

２つの冷蔵庫のどちらを買
う方が得かを，使用年数と
総費用の関数関係に着目し
て，総費用で比べる活動を
設けています。

154

1年 4 章 190314

x … 4 …

y … 100 …

 比例と反比例の活用

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

めあて

海水の量と塩の量の関係例1

比例と反比例の活用1

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

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

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

解答例

別解

問1

4 節

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

x=4のときy=100だから
　　　　　　100 =a*4

　　　　　　　a =25

したがって　　 y =25x

x=20のとき　y =25*20

 =500

 答　約500g

数量の関係に着目する
な見方・考え方大切

表を縦に見てxとyの
対応関係を調べる

ほかの方法を考える
な見方・考え方大切

表を横に見てxとyの
変化の関係を調べる

5倍

海水(L) 4 20

塩　(g) 100 500

5倍

入
いり
浜
はま
式
しき
塩
えん
田
でん
での潮

しお
まき（兵

ひょう
庫
ご
県赤

あこう
穂市）

5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

90

2年 3章　190322

値段 年間の電気代

商品A 12万円 14000円

商品B 15万円 9000円

4 総費用で比べよう

和
かず
也
や
さんの家では，冷蔵庫の買いかえを

検討しています。現在使っているものと
同じ大きさの冷蔵庫について調べた結果，
右の表の商品Aと商品Bが候補に
残りました。
数学の問題にしよう

冷蔵庫の値段と毎年かかる電気代を合計した総費用で
商品Aと商品Bを比べて，安い方を買うことにします。
どのような場合に，どちらの総費用が安くなるでしょうか。

（1） 商品Aと商品Bを値段で比べると，安いのは
 商品Aです。しかし，年間の電気代で比べると，
 安いのは商品Bです。
 以上のことから，どのようなことが予想できますか。
（2） について調べるには，どのような方法が
 考えられますか。

商品の総費用が安いのはどちらか，比べる方法を考えよう。

身近なことがら

見通しをもとう1

めあて

学び合おう

商品の値段は買うときに1回だけ払
はら
うお金で，

年間の電気代は毎年払うお金だね。
商品Aと商品Bのどちらが得かを比べるには，
どのように考えればいいかな。

和
かず
也
や
さん

数量の関係に着目する
な見方・考え方大切

使用年数と総費用

対話シート 2▶p.243

5

5
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10

15

15

20

25
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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

伊能忠敬がつくった地図▶
忠敬が
弟

どんな関係があるのかな？

陸
りく

わかるのかな。

124

1年　反比例のグラフ③

比例定数が変わるとグラフがどのように変わ
るかを捉えるためのシミュレーションです。

2年　三角形の辺上を動く点と三角形の面積

点Ｐが動いた時の△ＡＢＰの面積の変化の様子
を，動的に捉えることができるアニメーションです。
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新版教科書の

ココ も見て

　　㋐の方法で求める場合，まず，各階
級の相対度数を計算し，わり切れない場
合は四捨五入して近似値で表します。そ
の近似値を合計すると，丸め誤差が積み
重なり，本来の累積相対度数との誤差が
大きくなる場合があります。
　㋑の方法で求める場合，四捨五入によ
る誤差は最小限となります。
　今回の学習指導要領の改訂では「近
似値と誤差」が３年へ移行していること
を考慮し，㋑の求め方で指導するように
しました。

　　累積相対度数の求め方には次の２通りが考えられます。
　㋐　各階級の相対度数を求めてから，当該の階級までの相対度数を合計する。
　㋑　当該の階級までの累積度数を求めてから，総度数でわる。
　１年 p.240で㋑の方法を採用しているのはなぜですか？

Q

A

1 年 7章では，過去のデータから起こりやすさの傾向を予測し，判断できるよ

うにするために，相対度数を確率とみなす活動を設けました。

確率の考えの活用

1年 7章
「データの活用」
p.252

目的地までの２つのルート
のどちらで行くかを決めるた
めに，実際に何分かかるか
データを集め，集めたデー
タを基にして，より短時間
で行けそうなルートを選ぶ
という問題を扱っています。

「データの活用」領域の特色

２年６章では，社会科（地理）などで学ぶヒートアイランド現象や地球

温暖化と関連があり，ニュースでもよく取り上げられる身近な話題として，

「年ごとの猛暑日の日数」のデータを取り上げました。

データに含まれる値の個数や分布の特徴について，学習材として扱いや

すいように配慮しています。

  教科書 QR コンテンツの例

身近で扱いやすいデータ

165

デ
ー
タ
の
分
布
と
確
率

6
章

　次の図の　　の部分は，表2のデータの最小値，最大値と
四分位数を数直線に対応させて，データの分布を長方形と
線分を使って表したものです。

 この図の長方形を箱，線分をひげといいます。
 箱ひげ図の箱の区間には，中央値の前後の
約25％ずつ，合わせて約50％の値がふくまれます。
 箱ひげ図では，データの分布をおおまかに
表します。

次の図は，163ページの表1と同じ期間に，福
ふく
岡
おか
で猛
もう
暑
しょ
日
び
が

年間何日あったかを表した箱ひげ図です。この図から，
最小値，最大値，四分位数を読み取りなさい。

問1の福岡の箱ひげ図は，左のひげより右のひげの方が
長くなっています。このことから，「猛暑日が 3日以下の
年より，10日以上の年の方が多い」といってよいでしょうか。

問1

問2

考えよう

 このような，長方形とその両
りょう
端
たん
からのびる線分で

データの分布を表した図を箱
はこ
ひげ図

ず
といいます。

(日)0 3 14 21.57.5 31
↑
最小値

↑
中央値

（第２四分位数）

四分位数

↑
第３四分位数

↑
第１四分位数

↑
最大値

４つの区間にふくまれる値の個数が等しい

3 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 20 21 22 23 26 31
267

約50％
約25％ 約25％ 約25％ 約25％

ひげひげ 箱

福岡

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

5
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10
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1520
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2年６章　190322

0

5

10

15

20

25

30

35

(日)

(年)

年ごとの猛暑日の日数（大阪）

1958

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。

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

5

5

10

10

15
15

1年　キャップを投げたときの表向きの相対度数

1000 回投げる実験を３セットまで，10000 回
投げる実験を３セットまで，それぞれシミュレー
ションして折れ線グラフに表すことができるコ
ンテンツです。

2年 6章　「データの分布と確率」　p.165

四分位数の意味と箱ひげ図のしくみを理解しやすいよ
う，１つのデータに含まれる値の個数は20 個とし，ドッ
トプロットと箱ひげ図を対応させた図を示しています。

2年 6章
「データの分布と確率」　p.172

多数のデータの分布を比べやすいという箱ひ
げ図のよさを実感することができるデータを選
んで教材としています。

2年　多数のデータの分布の比較

ヒストグラムと箱ひげ図を対比させて見る
ことができるコンテンツです。それぞれの
グラフのよさについて考察できます。
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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

　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

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。
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10

10

15

15

20
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　表 1　通学時間
　　　（C中学校）

階級(分) 度数
(人)

以上 未満
0 〜 5 20
5 〜 10 18
10 〜 15 25
15 〜 20 35
20 〜 25 22
25 〜 30 20
合計 140

右の表1は，C中学校の1年生の通学時間を整理した
度数分布表です。C中学校の1年生である美

み
和
わ
さんの

通学時間は14分です。美和さんの通学時間は，
中央値より短いですか，それとも長いですか。

最小の階級からある階級までの，度数の合計や相対度数の
合計に着目して，データの分布について調べよう。

 下の表2は，上の表1をもとに，相対度数，累積度数，
累積相対度数をそれぞれ求めたものです。

めあて

累積度数と累積相対度数例1

10分以上15分未満の階級までの累積度数と累積相対度数は，
それぞれ次のようにして求めます。
（累積度数）
最小の階級から10分以上
15分未満の階級までの度数の
合計を求めます。
　 20+18+25=63
よって，累積度数は63人です。

（累積相対度数）
累積相対度数は，累積度数を
総度数でわると求められます。
　 　　=0.45
よって，累積相対度数は0.45です。

63

140

累積度数と累積相対度数6

 最小の階級からある階級までの，
度数の合計のことを累

るい
積
せき
度
ど
数
すう
といい，

相対度数の合計のことを累
るい
積
せき
相
そう
対
たい
度
ど
数
すう
といいます。

表 2　通学時間（C中学校）

階級(分) 度数
(人) 相対度数

累積度数
(人)

累積
相対度数

以上 未満
0 〜 5 20 0.14 20 0.14
5 〜 10 18 0.13 38 0.27
10 〜 15 25 0.18 63 0.45
15 〜 20 35 0.25 98 0.70
20 〜 25 22 0.16 120 0.86
25 〜 30 20 0.14 140 1.00
合計 140 1.00
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