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教科書を活用した指導のポイント集
～平成 30 年度全国学力・学習状況調査　中学校数学編～
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問題のタイトル部分（例：1　正の数と負の数とその計算)，及び，概要等の表組み部
分（問題番号，問題の概要，出題の趣旨の概要，学習指導要領の領域，評価の観点，問
題形式) は，国立教育政策研究所による「解説資料」からの引用です。



- 1 -

平成30年度　全国学力・学習状況調査について

平成 30年 4月に，中学校第 3学年の全生徒を対象とした標記の調査が，前年度に引き続き行われまし
た。数学に関する調査としては，これまでと同様，主として「知識」に関する「問題A」と，主として
「活用」に関する「問題B」で構成されています。これらの問題は，学習指導要領の領域や評価の観点を
明確にした形で出題されています。
「問題A」では，36題中「数学的な技能」を見る問題が 14題，「数量や図形などについての知識・理解 

(以下，「知識理解」という)」を見る問題が 22題で，後者の総問題数に占める比率が約 61%でした。こ
の比率については，昨年約 44%，一昨年約 47%ですので，今回は，知識理解を重視した形になっています。
知識理解を見る問題には，「必要性と意味の理解」，「概念の理解」，「性質の理解」，「関係の理解」のほか， 
単に「知識」を問う問題など様々で，出題の仕方を学ぶことができます。領域ごとにみますと，「数と式」 
領域では，過去の調査で正答率の低かった，数量の関係を不等式で表すこと (２1，平成 26年度 46.0%)
や，等式を目的に応じて変形すること (２4，平成 21年度 45.7%)を問う問題が出題されています。文
字式の計算技能はその後の学習の基盤となるものであることから，過去の問題例も活用して引き続き丁寧
な指導が必要です。また，方程式をつくるときに，着目する数量を問う問題 (34)は，過去の調査でも
正答率は低く (平成 21年度 36.3%)，指導方法に工夫が必要です。「図形」領域では，折り目の線と角の
二等分線の作図の関係を問う問題 (42)，回転移動した図形をかく問題 (43)が出題されています。こ
れらは，実際に操作を伴った学習を経験しておくことが求められます。また，過去の調査で正答率の低かっ
た，証明の必要性と意味を問う問題 (8，平成 21年度 29.7%，平成 27年度 26.4%)が出題されています。
演繹と帰納の意味を十分おさえておく必要があります。「関数」領域では，平均変化率算出の基盤となる
増加量を求める問題 (�1)が出題されました。過去の調査でも正答率は低く (平成 28年度 40.3%)，関数
については，グラフ，表，式を相互に関連付けて理解させることが求められます。最後に，「資料の活用」
領域では，最頻値や中央値の意味とそれを求める問題が出題されました (�1，2)。単に知識として代
表値を覚えるのではなく，具体的な資料からそれらを求め，その意味を考える指導が必要です。
一方，「問題B」では，総問題数 14題のうち，10題が「数学的な見方や考え方」を問う構成になっています。 

また，これまでと同様に出題の趣旨として，数学化すること，情報を活用すること，数学的に解釈・表現
すること，問題解決のための構想を立て実践すること，結果を評価し改善すること，他の事象との関係を
捉えること，複数の事象を統合すること，事象を多面的に見ることといった枠組みのもとで問題が作成さ
れています。問題形式には「選択式」「短答式」「記述式」の 3種類がありますが，「記述式」については， 
「理由の説明」(13，２2，52)「方法・手順の説明」(33)「事柄・事実の説明」(43)を求めています。
学習指導要領には，数学的活動の内容として「数学的な表現を用いて，根拠を明らかにし，筋道を立てて
説明し伝え合う活動」が示されていますが，記述式の問題で問われているこれらの内容は，これからの学
習指導の工夫改善に生かせるものです。
本冊子は，学力調査の各問題と啓林館教科書の記述内容・方法との関連についてまとめています。これ

をもとに，学力調査問題の出題趣旨と問題との関係や，学習指導要領の目標や内容に沿った適切な評価方
法を読み取ってください。また，教科書に沿った授業展開をすることによって，今求められている学力が
高められることを実感していただき，教員相互の授業展開の仕方を振り返ったり，各学校で抱える課題を
克服したりするためのきっかけとして，本冊子をご活用いただけると幸いです。

啓林館教科書編集委員会

参考文献
1)  『平成 30年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 中学校数学』国立教育政策研究所 教育課程研究セン
ター
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問題A　主として「知識」に関する問題

1　正の数と負の数とその計算
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

1

1
数直線上の点が表す負の整数の値を読
み取る

数直線上に示された負の整数を読み取
ることができる 数と式 技能 短答

2 絶対値が 6である数を書く 絶対値の意味を理解している 数と式 知・理 短答

3 2*(-52)を計算する 指数を含む正の数と負の数の計算がで
きる 数と式 技能 短答

4
ある日の最低気温がその前日の最低気
温からどれだけ高くなったかを求める
式を選ぶ

ある基準に対して反対の方向や性質を
もつ数量が正の数と負の数で表される
ことを理解している

数と式 知・理 選択

◎教科書との関連
1 1年 p.16 正の数・負の数「0より小さい数」問❺，問❻で，数直線上の点が表す数を答えたり，点を数直線上
に表したりする問題を示し，p.50「1章の基本のたしかめ」大問 2で，定着を図っています。

2 1年 p.22 正の数・負の数「絶対値と数の大小」練習問題①で，絶対値が 2以下の整数を答える問題を示しています。
3 1年 p.42 正の数・負の数「いろいろな計算」例 1，例 2で指数をふくむ式の計算の仕方を示し，問❷で練習し
ています。また，3年Math Naviブック p.8「同じ数の積」で，1年で学習した指数の計算を復習しています。

4 1年 p.17 正の数・負の数「正の数・負の数で量を表すこと」例 1，問❶で，ある量を正の数で表したとき，反
対の性質をもつ量を負の数で表す問題を示しています。また，p.53「数学展望台 (琵琶湖の水位)」で，実生活に
関わる水位の差を求めることから，正負の数の計算の意味について示しています。

◎誤答の例と指導のポイント
4 エ …  ある日の最低気温を基準として，(その前日の最低気温)-(ある日の最低気温)という式をつくったと考えら

れます。
    ある日の最低気温がその前日の最低気温より何度高いかを求める場合，基準にするのは，「その前日の最低
気温」であることを理解させ，負の数ではわかりにくい場合は，正の数で考えさせるよう工夫して指導しましょう。

▼ 1 年 p.16

15

10

5

16　1 章　正の数・負の数

どうすればいいかな

数直線上に，＋2を表す点を示しましょう。

また，－2を表す点を示すには，どうすればよいでしょうか。

数直線

次の数を，正の符号，負の符号をつけて表しなさい。

⑴　0より 18大きい数 ⑵　0より 36小さい数

⑶　0より
3
1 大きい数 ⑷　0より 0.8小さい数

次の数の中で，負の数をいいなさい。また，自然数をいいなさい。

　-3.2， 0，
3
2 ，-10，

6
5

- ， 0.2，-1，+9， 6，-0.1

1  0 より小さい数

0 1 2 3 4 5

　数直線では，0より大きい数は，0から右の方に表されます。

この数直線を，0から左の方にのばせば，0より小さい数も，

数直線上に表すことができます。

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

下の数直線上で，A，B，Cにあたる数をいいなさい。問 5

0 1 5-1-5

B CA

次の数を，下の数直線上に表しなさい。

　-3，
2
7 ，+4.5，-2.5

問 6

0 1 5-1-5

負の数は 0より
左にあるんだね

▼ 1 年 p.42

42　1章　正の数・負の数

20

15

10

5

5 いろいろな計算 加減と乗除の混じった式の計算に
ついて考えましょう。

同じ数の積
　いくつかの同じ数の積を，次のように表すこともあります。

　　　5 5 52# = ，　　5 5 5 53# # =

　2乗のことを平
へい

方
ほう

，3乗のことを立
りっ

方
ぽう

ともいいます。

　52を 5の　2
に

乗
じょう

，53を 5の　3乗　と読みます。

　また，52，53の右上の小さい数 2，3は，かけあわす数

5の個数を示したもので，これを　指
し

数
すう

　といいます。

　(-2)□が正の数になるのは，□がどんな数のときですか。

　また，負の数になるのは，□がどんな数のときですか。

次の計算をしなさい。
⑴　42 ⑵　33 ⑶　25

問 1

次の計算をしなさい。
⑴　(-3)3 ⑵　-53 ⑶　-1.52

⑷　 4 72
#- -] ]g g ⑸　 6 22 3

'- -] ]g g

問 2

例 1 (-2)4と-24

⑴　 2 2 2 2 24
# # #- = - - - -] ] ] ] ]g g g g g

 =16

⑵　 2 2 2 2 24
# # #- =-] g

 =-16

例 2 指数をふくむ計算

2 3 8 93 2
' '- - = -] ] ]g g g

 
9
8

=-

5×5×5＝53
3 個 指数

↓

m2…平方メートル
m3…立方メートル
だね

（－2）4と－24とは
違うんだね

9p.224

▼ 1 年 p.22

22　1 章　正の数・負の数

15

10

5 上の数直線を使って，-2より-3小さい数を

求めなさい。
問 7

下の数直線を使って，次の数を求めなさい。

⑴　-5より 3大きい数 　⑵　-3より 5大きい数

⑶　3より 6小さい数 　⑷　-1より 4小さい数

⑸　1より-4大きい数 　⑹　-1より-3大きい数

⑺　2より-3小さい数 　⑻　-4より-8小さい数

問 8

例 5 5より －4小さい数

5より-4小さい数は，5より 4大きい数である。

この数は，数直線で 5より右に 4進んだ点として

表され，9になる。

0 1 5-1 9

0 1 5-1-5

絶対値が 2以下の整数をすべていいなさい。

絶対値が 2以上 5以下の整数はいくつありますか。

次の に不等号を書き入れて，2数の大小を表しなさい。

⑴　-0.01 -0.1 ⑵　
2
1

-
3
1

-

次の数を，小さい方から順に並べなさい。

また，絶対値の小さい方から順に並べなさい。

　-0.5，　  0.2，　  -1.2，　  0，　  
5
3 ，　  

5
8

-

3  絶対値と数の大小

－4小さい
 

4大きい

▼ 1 年 p.53

20

15

5

10

章末の学習　53

琵琶湖の水位

　滋
し

賀
が

県にある琵
び

琶
わ

湖は，近
きん

畿
き

地方の人々にとって，たいせつな水源です。

国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所のホームページでは，毎日の

琵琶湖の水位のデータを掲
けい

載
さい

し，ときには節水のよびかけなどをしています。

　

　上のグラフは，2013年 9月の琵琶湖の水位のデータです。このグラフを

見ると，15 日から 16 日にかけて，大雨が降ったことが予想できます。

　実際，この 2日間に近畿地方では猛
もう

烈
れつ

な雨が降り，滋賀県，京都府，

福井県に大雨特別警報がはじめて出されました。琵琶湖の水位は-25cm

から 76cmまで上
じょう

昇
しょう

したそうです。

　このとき，水位が何 cm上昇したかは，

次の計算で求めることができます。

　　  76-(-25)=76+25=101 (cm)

　この 2日間で増えた水は，琵琶湖の

水を生活用水とする 1400万人が，

およそ半年間で使う量です。

　

　また，1994年の夏は日本各地で雨が少なく，1994年渇
かっ

水
すい

ともよばれて

います。この年の 8月 4日から 9日にかけての 6日間，琵琶湖の水位が

2 cmずつ低下しました。このとき，8月 9日から 6日前の 8月 3日の水位は，

　　　(―2)×(―6)=12 (cm)

という計算から，9日の水位よりも 12cm高いことがわかります。これは，

負の数と負の数の積が正の数になる実際の例とみることができます。

発行所 〒604�8577
京都市中京区烏丸通夷川上ル

ⓒ 京都新聞社 ��年
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も
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アトピー改善する化合物 �

囲碁・将棋� 暮らし��

放送プラザ� スポーツ���

アトピー性皮膚炎のマウスの症

状を改善する化合物を、京都大医

学研究科の椛島健治准教授や大塚

篤司研究員らのグループが発見し

た。米学会誌で�日発表する。

�������

南北改善へ開城団地再開 �

�ＮＩＳＡ口座�販促強化 �

自己免疫疾患発症を抑制 �

き
ょ
う
は
こ
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終
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す
と
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運
転
手

が
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し
た
。
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け
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ろ
う
か
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緊
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け
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外
国
人
観
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も
、
携
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を
持
た
な
い
お
年
寄
り

も
い
る
。
特
別
警
報
の
運
用
開
始
を
知
っ
て
は
い
て

も
、
初
め
て
「
数
十
年
に
一
度
の
レ
ベ
ル
」
と
の
非

常
事
態
の
知
ら
せ
に
接
し
て
多
く
の
人
が
戸
惑
い
、

想
定
外
の
社
会
的
影
響
に
直
面
し
た
の
で
は
な
い
か

▼
明
治
元
年
、
新
政
府
が
取
り
組
ん
だ
最
初
の
公
共

工
事
が
畿
内
大
水
害
の
復
旧
で
、
桂
川
、
宇
治
川
、

木
津
川
、
鴨
川
な
ど
の
改
修
を
指
示
し
て
い
る
。
地

形
的
に
京
滋
の
治
水
は
、
難
問
で
あ
り
続
け
て
い
る

▼
渡
月
橋
付
近
の
桂
川
は
逆
巻
く
濁
流
で
、
堤
防
に

打
ち
付
け
る
無
数
の
夏
草
は
、
何
か
が
食
い
ち
ぎ
っ

た
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
泥
に
ぬ
め
る
街
路
で
、
住
民

が
水
を
か
き
出
し
て
い
た
。
台
風
の
傷
跡
は
深
い
。

全
国
初
の
特
別
警
報

台
風
�
号
が
日
本
列
島

に
上
陸
し
た
�
日
、
重
大

な
災
害
の
危
険
が
著
し
く

高
ま
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ

る
「
特
別
警
報
」
が
、
８

月
�
日
の
運
用
開
始
後
、

全
国
で
初
め
て
京
都
府
と

滋
賀
県
な
ど
に
発
表
さ
れ

た
。
住
民
へ
の
周
知
義
務

が
課
さ
れ
た
市
町
村
は
、

携
帯
電
話
メ
ー
ル
や
防
災

行
政
無
線
な
ど
で
特
別
警

報
を
伝
え
た
。

京
都
地
方
気
象
台
に
よ

る
と
、
大
雨
特
別
警
報
が

午
前
５
時
５
分
に
京
都

府
と
滋
賀
県
、
福
井
県
に

発
表
さ
れ
た
。
目
安
の
一

つ
と
な
る
�
時
間
雨
量

は
、
３
府
県
の
広
域
に

わ
た
っ
て
数
十
年
に
１
度

と
い
う
雨
量
に
達
し
た
。

土
中
の
水
分
量
が
非
常

に
高
ま
り
、
あ
と
数
時
間

は
強
い
雨
が
降
り
続
く

と
予
想
さ
れ
た
こ
と
か
ら

発
表
を
決
断
し
た
と
い

う
。

�
時
間
雨
量
は
、
京
都

府
の
京
都
市
右
京
区
京
北

（
３
１
３
㍉
）
や
京
田
辺

市
（
２
７
６
・
５
㍉
）
な

ど
６
地
点
、
滋
賀
県
の
甲

賀
市
土
山
町
（
３
６
４
・

５
㍉
）
や
大
津
市
（
３
２

８
㍉
）
な
ど
７
地
点
で
観

測
史
上
最
高
を
記
録
し

た
。
い
ず
れ
も
９
月
の
平

均
月
間
降
水
量
を
大
幅
に

上
回
っ
た
。

特
別
警
報
の
発
表
は
、

市
町
村
に
住
民
へ
の
周
知

義
務
を
課
し
て
い
る
。

京
都
市
は
午
前
５
時
�

分
、
携
帯
電
話
に
配
信
す

る
緊
急
速
報
メ
ー
ル
で
２

階
以
上
へ
の
避
難
を
呼
び

掛
け
た
。
京
丹
後
市
は
、

発
表
か
ら
約
１
時
間
後
の

午
前
６
時
５
分
ご
ろ
に
防

災
行
政
無
線
で
市
内
全
世

帯
に
知
ら
せ
た
。
大
津
市

は
広
報
車
な
ど
で
呼
び
掛

け
、
彦
根
市
も
携
帯
電
話

の
緊
急
速
報
メ
ー
ル
で
速

報
し
た
。

特
別
警
報
は
大
雨
、
暴

風
、
高
潮
、
波
浪
、
大
津

波
な
ど
９
種
類
あ
る
。

（
辻
智
也
）
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渡月橋の欄干に激しく打ち付ける濁流��日午前６時５分�京都市右京区の桂川�

台
風
�
号
に
よ
る
大
雨
で
道
路
が
冠
水
し
孤
立
状
態
に
な
っ
た
福
知
山
市
戸
田
地
区
�
�
日
午
後
１
時
�
分
�
ヘ
リ
か
ら
�

福
知
山
と
窑
鶴
に

災
害
救
助
法
適
用

京
都
府
は
�
日
、
台
風

�
号
で
大
き
な
被
害
が
出

た
福
知
山
市
と
窑
鶴
市
に

災
害
救
助
法
の
適
用
を
決

め
た
。

避
難
所
設
置
や
食
料
・

水
、
衣
類
の
提
供
な
ど
被

災
者
の
生
活
支
援
で
支
出

し
た
市
町
村
の
費
用
を
国

と
府
が
全
額
負
担
す
る
も

の
で
、
両
市
は
２
０
０
４

年
�
月
の
台
風
�
号
で
も

適
用
を
受
け
た
。

大
型
の
台
風
�
号
の
影
響
で
、
京
都
府
や
滋
賀
県
は
�
日
、
強
い
雨
と
風
で
大
き
な
被
害
に
見
窑
わ
れ
た
。
気
象
庁

は
両
府
県
と
福
井
県
に
大
雨
特
別
警
報
を
発
表
し
た
。
発
表
は
８
月
�
日
の
運
用
開
始
後
初
め
て
。
京
都
府
で
は
桂
川

や
由
良
川
の
氾
濫
で
�
万
７
千
世
帯
�
万
人
に
避
難
指
示
や
避
難
勧
告
が
出
さ
れ
た
。
栗
東
市
で
は
女
性
１
人
が
家
屋

倒
壊
で
亡
く
な
り
、
府
内
で
も
４
人
が
け
が
を
負
っ
た
ほ
か
、
浸
水
被
害
が
相
次
ぎ
、
道
路
の
通
行
止
め
や
鉄
道
の
運

転
見
合
わ
せ
な
ど
交
通
も
乱
れ
た
。

京
都
市
右
京
区
の
渡
月

橋
周
辺
の
桂
川
が
氾
濫

し
、
名
勝
・
嵐
山
が
浸
水

被
害
を
受
け
た
。
桂
川
と

鴨
川
が
合
流
す
る
伏
見
区

の
羽
束
師
橋
の
付
近
も
浸

水
し
、
山
田
啓
二
知
事
か

ら
派
遣
要
請
を
受
け
た
自

衛
隊
が
復
旧
作
業
に
あ
た

っ
た
。
由
良
川
は
福
知
山

市
の
大
江
支
所
近
く
な
ど

で
あ
ふ
れ
、
住
宅
や
道
路

が
冠
水
し
た
。

住
宅
の
浸
水
被
害
は
京

都
市
で
床
上
５
４
１
戸
、

床
下
１
２
８
５
戸
に
上

り
、
府
内
で
は
少
な
く
と

も
計
２
８
０
０
戸
に
達
し

た
。
府
や
京
都
市
は
氾
濫

地
帯
の
被
害
確
認
を
急
い

で
お
り
、
戸
数
は
さ
ら
に

増
え
る
と
み
ら
れ
る
。

避
難
指
示
は
京
都
市
で

�
万
９
千
世
帯
�
万
８
千

人
に
出
さ
れ
、
宇
治
市
で

も
２
万
６
千
世
帯
６
万
１

千
人
に
及
ん
だ
。
近
畿
２

府
４
県
の
避
難
指
示
・
避

難
勧
告
の
対
象
者
約
１
０

７
万
人
の
う
ち
、
府
内
が

７
割
近
く
を
占
め
た
。

府
な
ど
に
よ
る
と
、
京

都
市
中
京
区
で
自
転
車
の

女
性
が
突
風
で
転
倒
し
た

ほ
か
、
宮
津
市
で
土
砂
崩

れ
に
よ
り
女
性
の
下
半
身

が
土
砂
に
埋
ま
り
、
計
４

人
が
け
が
を
負
っ
た
。

名
神
高
速
道
路
や
京
都

縦
貫
自
動
車
道
、
府
道
の

約
�
路
線
は
土
砂
崩
れ

や
冠
水
、
雨
量
超
過
で
通

行
止
め
と
な
っ
た
。
Ｊ
Ｒ

東
海
道
線
は
早
朝
か
ら

米
原
�
高
槻
間
が
運
転

を
見
合
わ
せ
、
東
海
道
新

幹
線
は
京
都
�
米
原
間
な

ど
で
運
転
を
一
時
休
止
し

た
。府

災
害
対
策
本
部
の
ま

と
め
で
は
、
府
内
で
計
１

万
４
３
２
０
世
帯
が
停
電

し
、
午
後
５
時
現
在
で
７

市
町
約
２
１
０
０
世
帯
が

未
復
旧
。
亀
岡
市
で
は
浄

水
場
が
冠
水
で
使
用
不
能

に
な
り
、
約
１
万
戸
で
断

水
が
発
生
し
た
。

京
都
地
方
気
象
台
に
よ

る
と
、
�
日
午
後
６
時
ま

で
の
�
時
間
の
雨
量
は

綾
部
市
睦
寄
町
で
３
５
３

・
５
㍉
を
記
録
す
る
な

ど
府
内
６
カ
所
で
観
測

史
上
最
高
と
な
り
、
京
都

市
中
京
区
で
も
２
５
０
・

５
㍉
に
達
し
た
。
３
府
県

の
特
別
警
報
は
午
前
�

時
半
ま
で
に
解
除
さ
れ

た
。滋

賀
県
で
は
、
少
な
く

と
も
７
２
０
０
人
に
避
難

指
示
が
出
さ
れ
、
避
難
者

は
最
大
で
約
１
万
１
千
人

に
上
っ
た
。
栗
東
市
下
戸

山
で
は
、
山
の
斜
面
が
崩

落
し
て
家
屋
が
つ
ぶ
れ
、

住
人
の
佐
藤
由
紀
子
さ
ん

（
�
）
が
死
亡
し
た
。

各
地
の
警
察
な
ど
に
よ

る
と
、
滋
賀
、
兵
庫
、
三

重
、
福
井
、
福
島
、
岩
手

の
６
県
で
３
人
が
死
亡

し
、
５
人
が
行
方
不
明
と

な
っ
て
い
る
。
総
務
省
消

防
庁
に
よ
る
と
、
大
雨
や

突
風
で
�
人
が
重
軽
傷
を

負
っ
た
。

台
風
�
号
は
�
日
朝
に

愛
知
県
に
上
陸
し
て
日
本

列
島
を
縦
断
し
、
午
後
９

時
に
北
海
道
東
沖
で
温
帯

低
気
圧
に
変
わ
っ
た
。

（
高
橋
晴
久
）

シリア化学兵器

報
告
書

公
表
へ

米
英
仏
�
強
い
決
議
�

【
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
共
同
】

シ
リ
ア
の
化
学
兵
器
使
用

疑
惑
を
現
地
で
調
べ
た
国

連
調
査
団
が
、
首
都
ダ
マ

ス
カ
ス
郊
外
グ
ー
タ
で
８

月
�
日
、
神
経
ガ
ス
の
サ

リ
ン
使
用
を
確
認
し
た
こ

と
が
�
日
分
か
っ
た
。
国

連
は
�
日
調
査
報
告
書
を

公
表
す
る
。

（
４
面
に
関
連
記
事
）

米
政
府
は
使
用
を
断
定

す
る
独
自
報
告
書
を
既

に
発
表
し
て
い
る
が
、
中

立
的
立
場
に
あ
る
国
連

の
確
認
で
、
米
国
と
ロ
シ

ア
の
枠
組
み
合
意
に
基

づ
く
シ
リ
ア
化
学
兵
器
の

申
告
、
査
察
、
廃
棄
の
履

行
が
よ
り
強
く
求
め
ら
れ

る
。米

英
仏
の
外
相
と
フ
ラ

ン
ス
の
オ
ラ
ン
ド
大
統
領

は
�
日
、
パ
リ
で
会
談
し
、

米
ロ
合
意
を
具
体
化
す
る

国
連
安
全
保
障
理
事
会
の

「
強
力
な
決
議
」
を
早
急

に
採
択
す
る
必
要
性
で
一

致
し
た
。
ケ
リ
ー
米
国
務

長
官
は
記
者
会
見
で
、
ア

サ
ド
政
権
が
従
わ
な
け
れ

ば
「
報
い
を
受
け
る
」
と

警
告
し
た
。
オ
ラ
ン
ド
氏

に
よ
る
と
、
今
週
末
ま
で

に
決
議
案
の
採
決
が
行
わ

れ
る
見
通
し
。

Ａ
Ｐ
通
信
な
ど
に
よ
る

と
、国
連
報
告
書
は
「
（
現

場
で
採
取
し
た
試
料
か

ら
）
神
経
ガ
ス
の
サ
リ
ン

を
積
ん
だ
ロ
ケ
ッ
ト
弾

が
グ
ー
タ
で
使
わ
れ
た

の
は
明
ら
か
だ
」
と
指
摘

し
た
。

現
地
で
化
学
兵
器
使
用

の
有
無
を
調
べ
た
国
連
調

査
団
の
セ
ル
ス
ト
ロ
ー
ム

団
長
は
�
日
、
国
連
の
潘

基
文
（
バ
ン
キ
ム
ン
）
事

務
総
長
に
報
告
書
を
提
出

し
た
。

ア
サ
ド
政
権
側
と
反
体

制
派
の
ど
ち
ら
が
使
っ
た

か
に
つ
い
て
は
調
査
対
象

に
な
っ
て
い
な
い
。

シ
リ
ア
は
化
学
兵
器
禁

止
条
約
へ
の
加
盟
申
請
手

続
き
を
完
了
し
て
お
り
、

�
月
�
日
に
正
式
加
盟
す

る
。
条
約
上
は
そ
れ
か
ら

�
日
以
内
に
保
有
兵
器
を

申
告
す
れ
ば
い
い
が
、
米

ロ
は
今
週
末
ま
で
の
申
告

を
求
め
て
い
る
。
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⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂

⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂

⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂

� 第47264号 ２０１３年(平成�年)９月１７日　 火 曜 日 (日刊)

火曜日

９月�日

（明治25年３月17日第３種郵便物認可）� 第47264号 ２０１３年(平成�年)９月１７日　 火 曜 日 (日刊)

火曜日

９月�日

（明治25年３月17日第３種郵便物認可）

➡     Navi p.8～p.9いかそう

（琵琶湖河川事務所ホームページ） （2013年 9月 17日　京都新聞）
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２　文字式の計算とその利用
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

２

1

「1個 a kgの荷物 3個と 1個 b kgの荷
物 4個の全体の重さは 15 kg以上であ
る」という数量の関係を表した不等式
を書く

数量の大小関係を不等式に表すことが
できる 数と式 技能 短答

2 6a2b/3aを計算する 単項式どうしの除法の計算ができる 数と式 技能 短答

3
a=3，b=-4のときの式 a-2bの値を
求める

文字式に数を代入して式の値を求める
ことができる 数と式 技能 短答

4 等式S=2!ahを，aについて解く
具体的な場面で関係を表す式を，等式
の性質を用いて，目的に応じて変形す
ることできる

数と式 技能 短答

◎教科書との関連
1 1年 p.75 文字の式「大小関係を表す式」例 3，問❺で，文字を使って数量関係の大小を式に表す問題を示し，p.76
練習問題①，p.77「2章の基本のたしかめ」大問 7で，確認問題を示し，定着を図っています。

2 2年 p.23 式の計算「単項式の乗法，除法」例 3，問❸で，単項式の除法の問題を示し，p.24練習問題①，p.30「1
章の基本のたしかめ」大問 5で，学習の定着を図っています。

3 1年 p.64 文字の式「式の値」例 5，例 6，問❼で，文字が 2つの場合で，式の値を求める問題を示し，練習問題
②で確認しています。また，p.78「2章の章末問題」大問❺で確認問題を示し，定着を図っています。

4 2年 p.28-29 式の計算「等式の変形」で，等式を変形する問題を示しています。また，p.30「1章の基本のた
しかめ」大問 7，p.32「1章の章末問題」大問❼で，確認問題を示し，定着を図っています。

▼ 1 年 p.64

64　2 章　文字の式

20

例 6 －5a－6b の値

a=3，b=-2のとき，

　　　 a b5 6 5 3 6 2# #- - = - - -] ]g g

 =-15+12

 =-3

15

10

5

x=-2，y=6のとき，次の式の値を求めなさい。

⑴　2x+y ⑵　4x-3y ⑶　 x y
2
3

+

問 7

例 5 3x＋2y の値

x=5，y=4のとき，

　　　 x y3 2 3 5 2 4# #+ = +

 =15+8

 =23

x=-4のとき，次の式の値を求めなさい。

⑴　2x+10 ⑵　 x
2
1

1- +  ⑶　9-x

⑷　
x
4

-  ⑸　
x
2

 ⑹　-5x2

a=3，b=-4のとき，次の式の値を求めなさい。

⑴　5a+2b ⑵　a-3b

⑶　 a b2
4
1

- +  ⑷　 a b
6
5

2- -

3  式の値

　文字が 2つ以上ある場合でも，同じように式の値を求める

ことができます。

nの値が-3から 3の整数のとき，

2nと 2n+1の値をそれぞれ求め，

右の表に書き入れなさい。

n -3 -2 -1 0 1 2 3

2n

2n+1

15p.225

▼ 2 年 p.23

20

15

10

5

1節　式の計算　23

次の計算をしなさい。

⑴　(-7a)2 ⑵　 x x
3
1

3 2
#] g

⑶　-(4x)2 ⑷　 a a32
#-] g

問 2

次の計算をしなさい。

⑴　 ab a6 2'-] g  ⑵　 x x8 2
'

⑶　 y y32
' -x9-] ]g g ⑷　 a a5 102 2

' -] g

問 3

次の計算をしなさい。

⑴　 x x7
4
72

' -d n ⑵　 ab b
18
5

9
10

'- -d n

⑶　 x y x
5
1

5
12

'-  ⑷　 y y
3
2

2
32 2

'

問 4

　単項式の除法は，数の除法と同じように考えて計算します。

例 3 単項式の除法

⑴　 xy x8 4'

　 xy
x

8
4

=

　

　=2y

⑵　 a a6 22
'

　
a
a
2
6 2

=

　

　=3a

x
x y

4
8

1 1

2 1

#

# #
=
[ [
[ [ a

a a
2

6

1 1

3 1

#

# #
=
[ [
[ [

例 4 分数をふくむ式の除法

x x
x x

2
3

4
3

2
3

4
32

2

' '- =-

 
x

x2
3

3
42

#=-d n

 =-2x

2

x
x

2 3
3 4

1 1 1
# #

# #
=-

x

[ [ [

[ [ [
1 2

A÷B＝─
　

A
B

○÷─x3
4

○÷─3x
4

○×─4
3x

➡
➡

6p.168

7p.168

▼ 2 年 p.29

2 節　文字式の利用　29

25

20

15

10

5

　このように，はじめの等式①から，xを求める式②を

つくることを，はじめの等式を　xについて解く　といいます。

 上の①の等式を，yについて解きなさい。

また，前ページの で，ABの長さを 3mにした
ときの BCの長さを，この式を使って求めなさい。

問 3

次の等式を，〔　〕内の文字について解きなさい。

⑴　x+y=6 〔x〕 ⑵　2x-y=3 〔y〕

⑶　l=2rr 〔 r〕 ⑷　l=2(a+b) 〔b〕

問 4

　前ページの で，ABの長さを x m，BCの長さを y m

とすると，次の等式が成り立ちます。

　　　2x+y=10 　……①

　yの値を決めたとき，xの値を求める式は次のようになります。

　　　2x+y=10

　　　 2x=10-y

　　　 x
y

5
2

= - 　　   ……②

y を移項する

両辺を 2でわる

まず，左辺がaをふくむ項だけになるように変形してみます。

等式の変形

右の図のような 2つの半円と長方形を

組み合わせた形のトラックの周の長さ lは，

　　　l=2a+2rr

で求められます。半径 rと周の長さ lが

わかっているとき，aを求める式をつくりなさい。

2
題例

 l＝2a＋2<r

2a，lを移項して， －2a＝－l＋2<r

両辺を－2でわって，

a

r

a＝─－<rl
2

左辺と右辺を
入れかえてから，
aについて
解いてもいいよ

9p.168

円錐の側面積
➡ p.183

ひろがる数学

②の式は

x＝─
でもいいよ

10-y
2

▼ 1 年 p.75

25

20

15

10

5

2節　文字式の計算　75

　不等号には，2，1のほかに，F，Eがあります。

　2つの数 a，bについて，「aは b以上である」というのは，

a b2 か a=bということで，これを記号F，Eを使って，

　　　a bF 　または　b aE

と表します。

次の数量の関係を不等式に表しなさい。

⑴　4人で x円ずつ出すと，合計が 1000円以上になる。

⑵　a円の品物と b円の品物の両方を，1200円あれば

　　買うことができる。

問 5

例 4 で，次の式はどんなことを表していますか。
⑴　2a+b=5000 ⑵　a-b=700

⑶　a+2b>3500 ⑷　 a b3 7E

問 6

例 4 関係を表す式の意味

ある水族館の入館料は，おとな 1人が a円，

子ども 1人が b円である。このとき，不等式

　　　 a b2 3 8000E+

は，おとな 2人と子ども 3人の入館料の合計が，

8000円以下であることを表している。

　これまでは，数量の関係を式に表すことを考えてきました。

　ここからは，式が表す数量の関係を考えましょう。

例 3 ≧，≦を使って関係を表す

重さ 20 gのケースに，1個 55 gの卵を何個か

入れて，全体の重さを 350 g以下にしたい。

このとき，卵の個数を x個とすると，

この関係は次のように表される。

　　　 x55 20 503E+

「aが b以上」と
「bが a以下」とは
同じことだね

逆向きにみる

式から数量の関係を
考える

大
おお

分
いた

マリーンパレス水族館
「うみたまご」

25p.226
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3　方程式の解き方とその利用
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

3
1

一元一次方程式 6x-3=9を解く際に
用いられている等式の性質を選ぶ

方程式を解く場面における等式の性質
の用い方について理解している 数と式 知・理 選択

2 比例式x:20=3:4を解く 簡単な比例式を解くことができる 数と式 技能 短答

◎教科書との関連
1 1年 p.83-85 方程式「等式の性質」で，等式の性質を利用して方程式を解く解き方を示し，p.87「自分のこと
ばで伝えよう」で，式の変形ができる理由を説明する活動を取り入れています。

 また，2年MathNaviブック p.9 「一次方程式の解き方」で，連立方程式の準備として復習しています。
2 1年 p.91-92 方程式「比と比例式」で比例式の解き方を示し，例 1，問❷では，比例式の性質を使って比例式
を解く問題を扱っています。

 p.101「3章の基本のたしかめ」大問 4，p.102「3章の章末問題」大問❹で，定着を図っています。
 また，3年MathNaviブック p.20「比例式」で，相似な図形の辺の長さを求める準備として復習しています。

▼ 1 年 p.84 ▼ 2 年 MathNavi ブック p.9

▼ 3 年 MathNavi ブック p.20▼ 1 年 p.87

▼ 1 年 p.92

20　5章　図形と相似

 5章の準備を
しよう！

5章　図形と相似

この章では，2年で学んだ図形の調べ方をもとにして， 
形が同じ図形の性質を調べたり，それを使って新しい
図形の性質を証明したりしていきます。
この章の学習内容とつながりの深いことがらについて
確認しましょう。

比例式

比例式の文字の値は，比例式の性質を
使って求めることができます。 比例式の性質

比例式の外側の項
こう

の積と
内側の項の積は等しい。
　a：b=c：d　ならば，　
　ad=bc

中学1年

次の比例式を解きましょう。

⑴　x：5＝4：10 　⑵　3：2＝x：6 ⑶　x：（x＋1）＝4：5

比例式の性質を使って，図形の辺の長さなどを求めていきましょう。

➡相似な図形（本冊 p.116）につながるよ

⑴　x：5=4：10

　　 10x=20

　　 x=2

⑶　x：(x+1)=4：5

　　 5x=4(x+1)

　　 5x=4x+4

　　 x=4

⑵　3：2=x：6

　　 2x=18

　　 x=9
a：b=c：d

ad

bc

25

20

15

10

5

84　3章　方程式

　等式については，次のことがいえます。

例 3 両辺から同じ数をひく

  x+13=8

x+13-13=8-13

　 x=-5

等式の性質

❶　等式の両辺に同じ数をたしても，等式が成り立つ。

　　　　A=B　ならば，　　A C B C+ = +

❷　等式の両辺から同じ数をひいても，等式が成り立つ。

　　　　A=B　ならば，　　A C B C- = -

❸　等式の両辺に同じ数をかけても，等式が成り立つ。

　　　　A=B　ならば，　　A C B C# #=

❹　等式の両辺を同じ数でわっても，等式が成り立つ。

　　　　A=B　ならば，　　A C B C' '=

左辺をxだけに
するために
両辺から 13をひく

x＋13－13

　　x

上の❹では，Cは 0ではありません。

　等式の性質を使って，方程式を解きましょう。

次の方程式を，等式の性質を使って解きなさい。

⑴　x-9=3 ⑵　x-8=-10 ⑶　x
2
1

2
1

- =

問 4

左辺をxだけに
するために
両辺に 5をたす

x－5＋5

　　x

例 2 両辺に同じ数をたす

  x-5=-1

x-5+5=-1+5

　 x=4

例 2 で，x=4は，方程式の解が 4であることを
示しています。
つまり，これで方程式を解いたことになります。

方程式をx＝○の
形にできれば
解が求められるね

25

20

15

10

5

1節　方程式　87

　方程式を解くには，移項することによって，文字の項を

一方の辺に，数の項を他方の辺に集めます。

例 2 移項して方程式を解く②

　 8x=5x-21

右辺の 5xを左辺に移項して，

　　　8x-5x=-21

　 3x=-21

　 x=-7

次の方程式を解きなさい。

⑴　10x=6x-8 ⑵　3x=5x-14

⑶　4x=50-6x ⑷　-8x=3-5x

問 2

次の方程式を解きなさい。

⑴　9x+2=4x+17 ⑵　5x-8=-17-4x

⑶　1-x=5x-2 ⑷　12x-3=7x-3

問 3

　方程式 8=3x+5を右のように解きました。

これについて，次のことを説明しましょう。

⑴　①の式から②の式への変形ができる理由

⑵　②の式から③の式への変形ができる理由

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

－2，3xを，それぞれ移項します。

方程式の解き方

次の方程式を解きなさい。

　　7x-2=6+3x1
題例

　 7x－3x＝ 6＋2
 4x＝ 8
 x＝ 2

移項

 8x＝ 5x－21

8x－5x＝－21

7x－2＝6＋3x

7x－3x＝6＋2
移項移項

文字の項も
移項することが
できるんだね27p.226

28p.226

92　3 章　方程式

20

15

10

5

次の比例式を解きなさい。

⑴　x：8=3：2 ⑵　3：4=x：5

問 1

比例式の性質
　比例式 a：4=c：5があるとき，両辺の

比の値は等しいので，右のような式の変形が

できます。

　この変形を見なおすと，次のようになって

います。

次の比例式を解きなさい。

⑴　3：12=x：36 ⑵　12：x=4：7

⑶　x：
2
1

4= ：
2
15

 ⑷　x：(x+4)=2：3

3  比と比例式

例 1 比例式の性質を使って比例式を解く

⑴　x：6=7：3

　 3x=42

　 x=14

⑵　5：x=2：3

　 2x=15

　 x
2
15

=

次の比例式を解きなさい。

⑴　x：21=3：7 ⑵　15：6=x：8

⑶　9：4=2：x ⑷　3：x=7：5

問 2

a : 4= c : 5

4
a

=
5
c

4
a × ×20=

5
c

20

5a=4c

比の値

×20

　このことは，どんな比例式でも成り立ちます。

比例式の性質

　比例式の外側の項の積と内側の項の積は等しい。
　　　a：b=c：d　ならば，　ad=bc

a：4=c：5 5a=4c

外側の項の積

内側の項の積

↓

↓

a：b＝c：d

ad

bc

31p.226

2章　連立方程式　9

一次方程式の解き方

割　合

％を使った割合の表し方を百分率といいます。
百分率で表された割合を小数で表すには，100でわればよいから，
　　81÷100=0.81

0.81を分数で表すと，
100
81

くらべる量 ＝もとにする量×割合 だから，a人の 81％の人数は，

　　a a
100
81

100
81

# = （人）

等式で，一方の辺の項
こう

を，符
ふ

号
ごう

を変えて，他方の辺に移すことを，
移項といいます。
　

中学1年

中学1年

方程式 6x－8＝4を解きましょう。

81％で表される割合を，分数で表しましょう。
また，a人の 81％の人数を表す式を書きましょう。

2つの文字をふくむ方程式から一次方程式を導き，それを解いていきましょう。

➡連立方程式の解き方（本冊 p.38）につながるよ

割合の問題を，方程式を利用して解いていきましょう。

➡割合の問題（本冊 p.49）につながるよ

x

x

x

x 4

6

6

2

6 8

4 8

12

=

=

=

=

-

+
移項 この移項は，等式の両辺に

同じ数をたしても等式が
成り立つという等式の性質が
もとになっているよ

小学5年
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領
の領域

評価の
観点

問題
形式

3
3

連立二元一次方程式 
 5x-2y=10

 3x-2y=2
 
を解く

簡単な連立二元一次方程式を解くこと
ができる 数と式 技能 短答

4
連立二元一次方程式をつくるために着
目する数量を選び，式で表す

着目する必要がある数量を見いだし，
その数量に着目し，連立二元一次方程
式をつくることができる

数と式 知・理 短答

◎教科書との関連
3 2年 p.38-45 連立方程式「連立方程式の解き方」で，連立方程式の解き方を示しています。
4 2年 p.46-51 連立方程式「連立方程式の利用」で，連立方程式を利用して，問題を解決することについて学習
しています。

4　対称な図形・作図の利用・回転移動
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

4 1
ひし形が線対称な図形か点対称な図形
か選ぶ

ひし形は，線対称な図形であり，点対
称な図形でもあることを理解している

図形 
(小学校 6年) 知・理 選択

◎教科書との関連
1 小学校 6年 p.20「多角形と対称」で，正方形やひし形などは線対称な図形であり，点対称な図形でもあることを
学習し，1年 p.150「ふりかえり」，1年MathNaviブック p.22-23で，線対称・点対称の復習をしています。

▼ 啓林館わくわく算数 6 年 p.20

▼ 2 年 p.48

▼ 1 年 p.150

▼ 1 年 MathNavi ブック p.23

20

多角形と対称3

　下の四角形で，次のことを調べて表にまとめ

ましょう。

　z　線対
た い

称
しょう

な四角形は

　　どれですか。

　　　また，線対称のとき，

　　対称の軸
じく

は何本

　　ありますか。

正方形 長方形

ひし形 平行四辺形

折って重なるか，
まわして
重なるか調べて
みると……

もどる

線対称 軸の数 点対称

正方形 ○ 4 ○

長方形

ひし形

平行四辺形

実際に
かいてみたら
わかります。

　x　点対称な四角形は

　　どれですか。

　　　また，点対称のとき，

　　対称の中心は

　　どこですか。

48　2章　連立方程式

25

20

15

10

5

おとな 1人の入園料をx円，中学生 1人の入園料を y円とすると，

②×2 2x＋4y＝1360 　……②́
②́ －① 3y＝420
　 y＝140
y＝140を①に代入して，
　 x＝400
　 （x，y）＝（400，140）
この解は問題にあっている。

おとな 1人の入園料 400円，中学生 1人の入園料 140円

……②
……①

)
2x＋y＝940
x＋2y＝680

 山下さんは，1個 130円のプリンと

1個 100円のゼリーをあわせて

10個買い，1120円払
はら

いました。

山下さんが買ったプリンとゼリーの

個数を，それぞれ求めなさい。

問 2

問題の中の数量の関係を調べると，次のようになります。

（おとな 2人の入園料）＋（中学生 1人の入園料）＝940（円）

（おとな 1人の入園料）＋（中学生 2人の入園料）＝680（円）

代金の問題

ある日本庭園の入園料は，

おとな 2人と中学生 1人で

940円，おとな 1人と

中学生 2人で 680円と

なります。

おとな 1人と中学生 1人の

入園料は，それぞれいくら

でしょうか。

1
題例

岡
おか

山
やま

後
こう

楽
らく

園
えん

（岡山県岡山市）

150　5章　平面図形

25

20

15

10

5

1 基本の作図 作図のしかたについて学び，
それを利用しましょう。

垂直二等分線

ひし形は線対称な図形で，
2本の対角線は，それぞれ
対称の軸になっています。

　上の から，ひし形の

1つの対角線は，もう 1つの

対角線の垂直二等分線になります。

　このことを使うと，線分ABの

垂直二等分線は，次のようにして

作図することができます。

線分の垂直二等分線の作図

❶　線分の両端の点A，Bを，
　　それぞれ中心として，

　　等しい半径の円をかき，

　　この 2円の交点を

　　P，Qとする。

❷　直線 PQをひく。

A B

P

Q

❶❶
❷

P

A B

Q
A B

A B

A B

　私たちは，これまで，定規，コンパス，ものさし，

分度器などを使って図をかいてきました。ここでは，

　・直線をひくための定規，

　・円をかいたり，線分の長さをうつしとったりする

　　ためのコンパス

だけを使った作図のしかたについて調べましょう。

これからは，作図といえば
定規とコンパスだけを
使うよ

5章　平面図形　23

線対称な図形

ひし形

辺の長さがすべて等しい
四角形をひし形といいます。
ひし形は，半径が等しい円を
2つかき，交わった点と円の
中心を直線でつなぐとかけます。

小学6年

小学4年

前ページの図あ，いで，2つに折ってぴったり重なる図形はどちらでしょうか。

右の 2つの点 Aと Bが向かいあう頂点となるような
ひし形を，コンパスと定規を使ってかきましょう。

図形を，1つの直線を折り目として，折り返して移すことを考えていきましょう。

➡対称移動（本冊 p.146）につながるよ

ひし形の性質を使って，いろいろな図形をかくことを考えていきましょう。

➡基本の作図（本冊 p.150）につながるよ

1本の直線を折り目にして折ったとき，折り目の両側がぴったり重なる図形は，
線対称，または，直線について対称　であるといいます。
また，その折り目にした直線を対称の軸

じく

といいます。
前ページの図で，線対称な図形はあです。
線対称な図形には，次のような性質があります。
 ・対応する 2つの点を結ぶ直線は，対称の軸と
　垂直に交わります。
 ・その交わる点から，対応する 2つの点までの
　長さは等しくなっています。

A B

A B

対称の軸

▼ 2 年 p.3920

15

10

5

1節　連立方程式　39

　前ページの連立方程式の解 (50，100)を，これからは，

　　　(x，y)=(50，100)

のように，xと yの区別をはっきりさせて書くことにします。

　連立方程式で，左辺どうし，右辺どうしを，それぞれたして，

文字を消去することができる場合もあります。

次の連立方程式を，加減法で解きなさい。

⑴　
x y6 22- =

x y6 5 2+ =-
*  　⑵　

x y

x y

3 2 19

5 2 21

- =

+ =
*  　⑶　

x y

x y

2

1

+ =

- =-+
*

問 2

次の連立方程式を，左辺どうし，右辺どうしを，

それぞれひいて解きなさい。

⑴　
x y

x y

5

3 3

+ =

- =-
*  　⑵　

x y

x y

2 1

4 3

- =-

- =-
*

問 1

(x，y)=(50，100)を，

　　　x=50，y=100　や　
x

y

50

100

=

=
)

のように書くこともあります。

　連立方程式を解くのに，左辺どうし，右辺どうしを，

それぞれ，たすかひくかして，1つの文字を消去する方法を

加
か

減
げん

法
ほう

　といいます。

例 1 2つの式をたして解くこと

　 x y

x y

2 7

5 14

+ =

- =
*  ……①

　　　 ……②

①と②の両辺をたすと，　7x=21

　 x=3

この値を，①の xに代入すると，　6+y=7

 y=1

よって，この連立方程式の解は，　(x，y)=(3，1)

等しいものと
等しいものを
たしたものは
等しいね

A ＝ B   
＋）  C ＝ D   

A＋C ＝ B＋D

　  2x+y=7 
+）  5x-y=14

7x     =21
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領
の領域

評価の
観点

問題
形式

4
2

£ABCを辺ABが辺ACに重なるよ
うに折った線を作図するための線を選
ぶ

折り目の線の作図と角の二等分線の関
係を理解している 図形 知・理 選択

3
長方形ABCDを，点Aを中心として
時計回りに 90ºだけ回転移動した図形
をかく

回転移動した図形をかくことができる 図形 技能 短答

◎教科書との関連
2 1年 p.151 平面図形「角の二等分線」で，角の二等分線の定義と，それを作図する方法や問題を示し，p.154練
習問題②で折り目となる線分を作図する問題を扱っています。
3 1年 p.145 平面図形「回転移動」で回転移動させた図のかき方や性質，問題を示し，p.228「くり返し練習」42で，
復習をしています。

◎誤答の例と指導のポイント
2イ … 折り目の線についての理解ができていないと思われます。
    折り紙を折って開く作業を取り入れる等，具体的な作業を通して理解できるようにすることが大切です。

▼ 1 年 p.151

▼ 1 年 p.154

▼ 1 年 p.145

154　5 章　平面図形

20

15

10

5

3節 円とおうぎ形

　けいたさんは，先生から班が 5つの場合の
当番表をつくることを任されました。

円とおうぎ形の性質や計量について学びましょう。

班の当番表をつくろう

　けいたさんのつくった班が 5つの

場合の当番表は，どこがおかしい

のでしょうか。

　また，図 2に，正しい当番表を

かきましょう。

　けいたさんは，下の図 1のような当番表を
つくりましたが，少しおかしいようです。

これは班が 6つの
場合の当番表だよ

図 1 図 2

内側の円盤を
まわしてみると
……あれ？

ノートに正三角形をかいて，60° の大きさの角を作図しなさい。

また，それを利用して，30° や 15° の大きさの角を作図しなさい。

左の図のような正方形の折り紙ABCDで，

頂点 Cを辺ADの中点Mに重ねるように

折ります。

このときの折り目となる線分を作図しなさい。

1  基本の作図

基本の作図の利用

　基本の作図を利用して，いろいろな図形を作図しましょう。

どうすればいいかな

左の図で，線分 ABを

1辺とする正方形 ABCDを

作図するには，どうすれば

よいでしょうか。

　上の で，点A，Bを通る

線分ABの垂線を，それぞれ作図し，

ABと等しい長さの辺AD，BCを

とれば，正方形ABCDを作図する

ことができます。

A B

A DM

B C

問 5 上の の正方形ABCDを作図しなさい。

問 6 149ページの開会式会場の場所を，作図して見つけなさい。

A

D

B

20

15

10

5

1節　直線図形と移動　145

回転移動

　平面上で，図形を，1つの点 Oを

中心として，一定の角度だけまわして

移すことを回転移動　といいます。

　このとき，中心とした点 Oを

回転の中心　といいます。

O

例 2 回転移動

右の図で，△PQRは，△ABCを，

点 Oを回転の中心として，

時計の針の回転と同じ向きに

60° だけ回転移動したものである。

例 2 で，対応する点A，Pと回転の
中心 Oを結んだ線分 OA，OPの長さに

ついて，どんなことがいえますか。

問 4

　点対称移動では，対応する点と回転の中心は，

それぞれ 1つの直線上にあります。

　回転移動の中で，特に，180° の回転移動を

点
てん

対
たい

称
しょう

移
い

動
どう

　といいます。

例 2 で，△ABCを，点 Oを回転の中心として，
180° 回転移動した図をかきなさい。

問 5

　回転移動では，次のことがいえます。

　対応する点は，回転の中心からの距離が等しく，

回転の中心と結んでできた角の大きさはすべて等しい。

A

P

Q
R

O60°

C

B

A
Q

C
RO

B
P

O

42p.228

2節　基本の作図　151

20

15

10

5

角の二等分線

　右の図で，半直線 ORは，∠XOYの二等分線です。

　ひし形では，対角線は頂点に

できる角の二等分線になります。

　このことを使うと，∠XOYの

二等分線は，次のようにして

作図することができます。

ノートに△ABCをかいて，次の作図をしなさい。

⑴　辺 BCの垂直二等分線 ⑵　辺ABの中点
問 1

問 2 次の図で，∠XOYの二等分線を作図しなさい。

⑴　 　⑵　

　角を 2等分する半直線を，その角の　二等分線

といいます。

角の二等分線の作図
❶　点 Oを中心とする円を
　　かき，半直線 OX，OY

　　との交点を，それぞれ，

　　P，Qとする。

❷　2点 P，Qを，それぞれ
　　中心として，半径 OPの

　　円をかき，その交点の

　　1つを Rとする。

❸　半直線 ORをひく。

O Q

P R

X

Y

❶

❷

❷

❸

O YYO

X X

O

X

Y

R

P

Q

O
R

X

Y

こんな作図
でもいいよ

44p.229

45p.229
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5　空間図形
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

5

1
直方体において，与えられた面に平行
な辺を書く

空間における平面と直線との位置関係
(面と辺が平行であること)を理解して
いる

図形 知・理 短答

2
半円の直径を軸として回転させてでき
る立体の名称を書く

半円を，その直径を軸として回転させ
ると，球が構成されることを理解して
いる

図形 知・理 短答

3
与えられた円柱の見取図から，その円
柱の投影図を選ぶ

見取図，投影図から空間図形を読み取
ることができる 図形 技能 選択

4
底面の四角形が合同で高さが等しい四
角柱と四角錐の体積の関係について，
正しいものを選ぶ

四角錐の体積は，それと底面が合同で

高さが等しい四角柱の体積の 3!であ
ることを理解している

図形 知・理 選択

◎教科書との関連
1 1年 p.178 空間図形「直線と平面の位置関係」問❸で，直線と平面の位置関係を問う問題を示し，p.197「6章
の基本のたしかめ」大問 1で，確認問題を扱っています。

2 1年 p.181 空間図形「面を回転させてできる立体」ひろげようで，どんな立体ができるか想像させ，p.182問❷，
問❸で，回転体に関する問題を示しています。
3 1年 p.184 空間図形「立体の投影図」問❹，p.185問❺，問❻で，投影図が表す立体の名称を答える問題や立体
の見取図をかく問題を示し，p.197「6章の基本のたしかめ」大問 3で，確認問題を扱っています。

 また，p.186「数学展望台 (立体の見取図・展開図・投影図)」では，見取図，展開図，投影図の長所，短所にふれ，
さらに，p.199「千思万考 (真横から見た図をそえて表すと？)」でも立体についての学びを深めています。
4 1年 p.192-193 空間図形「角錐，円錐の体積」で，角錐や円錐の体積の求め方と問題を示しています。

◎誤答の例と指導のポイント

4ウ … 四角錐の体積は，底面が合同で高さが等しい四角柱の体積の 2!であると捉えたと考えられます。
    模型を用いたり実験したりして，四角錐の体積は，底面が合同で高さが等しい四角柱の体積の 3!である
ことを理解させることが必要です。

▼ 1 年 p.178

▼ 1 年 p.184

▼ 1 年 p.181

▼ 1 年 p.192

178　6章　空間図形

20

15

10

5

どんなことがわかるかな

右の図の立方体で，辺を直線，面を平面と

みたとき，直線 BCと平面 EFGHは，どんな

位置関係にあるでしょうか。また，直線 BCと

ほかの 5つの平面とはどうでしょうか。

直線と平面の位置関係

　直線 lと平面 Pが交わらないとき，直線 lと平面 Pは

平行　であるといいます。

右の図の三角柱で，次の関係にある直線をいいなさい。

⑴　平面ABC上にある直線

⑵　平面ABCと垂直に交わる直線

⑶　平面ABCと平行な直線

問 3

A D

B C

F G

HE

　直線 lが平面 Pと点Aで交わっていて，点Aを

通る平面 P上のすべての直線と垂直であるとき，

直線 lと平面 Pは　垂直　であるといいます。

　このとき，直線 lを平面 Pの　垂線　といいます。

l

P A

A

E

B C

D

F

　直線 lと平面Pが垂直であることを確かめるときには，

交点Aを通る平面 P上の 2つの直線と直線 lが，

それぞれ垂直であることを示します。

　直線 lと平面 Pの位置関係には，次の 3つの場合があります。

PP
A

l

l

l
A

B

交わる 平行である直線は平面上にある
P

分類整理する

184　6章　空間図形

20

15

10

5

　立体を表すのに，見取図や展開図のほかに，真正面から見た図と

真上から見た図を組にして表す方法があります。

　投影図をかくとき，実際に見える辺は実線　　　　で示し，

見えない辺は破線　　　　で示します。

立体の投影図

どうなるかな

直線 XYで垂直に交わっている 2平面 P，Qに

対して，右の図のような位置に三角柱があります。

平行光線を，平面 Pに垂直にあてると，

この立体の影
かげ

はどんな形になるでしょうか。

また，平行光線を，平面Qに垂直にあてると，

どうなるでしょうか。

　上の で，平面上にできた立体の影は，立体を

真正面から見た図と真上から見た図になっています。

　上の の三角柱の投影図は，右の図のように

表されます。

下の投影図は，直方体，三角錐，四角錐，円柱，円錐，

球のうち，どの立体を表していますか。

⑴　 ⑵　

問 4

　真正面から見た図を　立
りつ

面
めん

図
ず

　といい，

真上から見た図を　平
へい

面
めん

図
ず

　といいます。

　また，立面図と平面図をあわせて，

投
とう

影
えい

図
ず

　といいます。

P

X Y

Q

X Y

（
立
面
図
）

（
平
面
図
）

X Y X Y

20

15

10

5

1節　立体と空間図形　181

3 立体のいろいろな見方 立体をいろいろな見方で
とらえましょう。

どうなるかな

百人一首の札や 10円硬
こう

貨
か

を，

右の写真のようにたくさん

積み重ねると，どんな立体が

できるでしょうか。

どうなるかな

下の⑴～⑶の図形を，それぞれ直線 lのまわりに

1回転させると，どんな立体ができるでしょうか。

⑴  長方形 ⑵  直角三角形 ⑶  半円

面を平行に動かしてできる立体

面を回転させてできる立体

　角柱や円柱は，1つの

多角形や円を，その面に

垂直な方向に，一定の

距離だけ平行に動かして

できる立体とみることが

できます。

l l l

三角柱は，どんな図形を，どのように

動かしてできる立体とみることが

できますか。

問 1

l

いろいろな見方

平行に動かして
できる立体とみる

192　6章　空間図形

20

15

10

5

どんなことがわかるかな

右の図のような，底面が合同で，高さの

等しい円柱と円錐の容器があります。

円柱の容器には，円錐の容器の何
なん

杯
ばい

分の

水がはいるでしょうか。

角錐，円錐の体積

　下の写真のように実験してみると，円柱には，底面が合同で，

高さの等しい円錐の 3杯分の水がはいることがわかります。

　このことから，上の円錐の体積は，円柱の体積の
3
1 である

といえます。

　同じように，角錐の体積も，底面が合同で，高さの等しい

角柱の体積の
3
1 になります。

角錐，円錐の体積

　角錐，円錐の底面積を S，高さを h，体積をVとすると，

　　　V Sh
3
1

=

　特に，円錐では，

底面の円の半径を rと

すると，

　　　V r h
3
1 2r=

SS

h

r

h

　角錐と円錐の体積について，次の公式が成り立ちます。

1杯目 2杯目 3杯目
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6　平面図形の基本的な性質
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

6
1 三角形の外角を表す式を選ぶ 三角形の外角とそれと隣り合わない 2

つの内角の和の関係を理解している 図形 知・理 選択

2
五角形の 1つの頂点を動かし，角の大
きさを 90ºに変えたときの内角の和の
変化として正しいものを選ぶ

多角形の内角の和の性質を理解してい
る 図形 知・理 選択

◎教科書との関連
1　 2年 p.96-98 図形の調べ方「三角形の内角と外角」で，三角形の内角と外角の性質について示しています。
 また，3年MathNaviブック p.24「三角形の内角と外角の性質」で，その復習をしています。
2　 2年 p.98-99 図形の調べ方「多角形の内角の和」で，多角形の内角の和を求める方法を示しています。

◎誤答の例と指導のポイント
2ア … ¡Pが小さくなったことから，五角形の内角の和も小さくなると捉えていると思われます。
    五角形や六角形について，内角の和を帰納的に調べて，きまりを見出す活動を取り入れ，n角形の内角の
和が 180º*(n-2)になることの意味を捉えることができるようにすることが大切です。

▼ 2 年 p.97 ▼ 2 年 p.99

20

15

10

5

1節　平行と合同　97

　△ABC で，辺 BCを延長した直線上の

点をDとします。このとき，∠A+∠B と

等しい角はどれですか。

　また，その理由を説明しましょう。

　辺ACを延長してできる∠BCEも，頂点 Cに

おける外角です。

　頂点A，Bにおける外角も，同じように考えることができます。

　△ABC の辺 BC を延長した直線上の点を D

とします。このとき，∠ACDのような，1つの

辺を延長し，そのとなりの辺との間にできる角を，

頂点 Cにおける　外
がい

角
かく

　といいます。

　外角に対して，△ABC の 3つの角∠A，∠B，∠Cを

内
ない

角
かく

　といいます。

A

B C D

A

B C

E

D
内角 内角 外角

外角

内
角

三角形の内角・外角の性質

❶　三角形の 3つの内角の和は 180°である。
❷　三角形の 1つの外角は，そのとなりにない
　　2つの内角の和に等しい。

△ABCで，頂点Aにおける

外角を，右の図に示しなさい。
問 1 A

B C

1節　平行と合同　99

20

15

10

5

　n角形は， 1つの頂点からひいた対角線に

よって，(n-2)個の三角形に分けられます。

　したがって，n角形の内角の和は，

次の式で表すことができます。

多角形の内角の和

n角形の内角の和は，180°×(n-2)である。

n-21

2

3

この教科書では，多角形という場合，右の図のようなへこみの
あるものは考えないことにします。

十角形の内角の和は何度ですか。

また，正十角形の 1つの内角の大きさは何度ですか。
問 4

内角の和が次のようになる多角形は何角形ですか。

⑴　900° ⑵　1800°
問 5

　かりんさんは，n角形の内角の和を，右の図のように考えて，

　　 n180 360#c c-

という式で表しました。

　かりんさんの考え方を説明しましょう。
O

内角の和は，
　辺の数
で決まるね

辺の数 三角形の数 内角の和
3 1 180°×1
4 2 180°×2
5 3 180°×3
6 4 180°×4
7 180°×
8 180°×
9 180°×
⋮ ⋮ ⋮

多角形に，1つの頂点から対角線を
ひき，右の表の にあてはまる数
を調べて書き入れなさい。

問 3

27p.172
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7　三角形の合同条件・平行四辺形の性質
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

7
1

£ABCと£DEFが合同であるための
条件として，正しいものを選ぶ

 2つの三角形が合同であるために必要
な辺や角の相等関係について理解して
いる

図形 知・理 選択

2
長方形で成り立ち，ひし形でも成り立
つことを選ぶ

長方形やひし形が平行四辺形の特別な
形であることを理解している 図形 知・理 選択

◎教科書との関連
1　 2年 p.104-105 図形の調べ方「三角形の合同条件」ひろげようで，合同な三角形をかく方法を考えることから
スタートして三角形の合同条件をまとめ，p.115「4章の基本のたしかめ」大問 2で，2つの三角形が合同である
ための辺や角の相当関係についての問題を扱っています。

  また，3年MathNaviブック p.21「三角形の合同条件」で，合同な三角形の組を見つけることにより合同条件を
確認できるようにしています。
2　 2年 p.140-141　図形の性質と証明「長方形，ひし形，正方形」で，長方形やひし形，正方形の性質についてま
とめています。

▼ 2 年 p.105 ▼ 3 年 MathNavi ブック p.21

20

15

10

5

1節　平行と合同　105

下の図の三角形を，合同な三角形の組に分けなさい。

また，そのとき使った合同条件をいいなさい。
問 4

右の図で，線分ABと CDが，

　　AE=DE，　　CE=BE

となるように，点 Eで交わっています。

この図で，合同な三角形の組を，

記号≡を使って表しなさい。

また，そのとき使った合同条件をいいなさい。

問 5

　これまでに調べたことから，次のことがいえます。

三角形の合同条件

　2つの三角形は，次の各場合に合同である。
❶　3組の辺　が，それぞれ等しい
　　とき

　　　a=a'，b=b'，c=c'

❷　2組の辺とその間の角　が，
　　それぞれ等しいとき

　　
　a=a'，c=c'，
　∠B=∠B'

❸　1組の辺とその両
りょう

端
たん

の角　が，
　　それぞれ等しいとき

　　
　a=a'，
　∠B=∠B'，∠C=∠C'

B

A

C
a

B

A

C
a

c

A’

B’
a’

c’

C’

A’

B’
a’

C’

B

A A’

C
a

c b

B’
a’

c’ b’

C’

A
D

C
B

E

3cm

4cm

3cm

3cm

4cm

4cm
3cm

3cm
3cm

4cm

2cm

3cm
2cm

70° 70°

50°
50°

40° 50°

70°

40°
㋐ ㋑ ㋒

㋓

㋔ ㋕ ㋖

31p.172

32p.173

5章　図形と相似　21

三角形の合同条件

平行四辺形の性質

中学2年

中学2年

三角形が相似になる条件を考えていきましょう。

➡三角形の相似条件（本冊 p.120）につながるよ

平行四辺形の性質などをもとにして，平行線と線分の比について調べていきましょう。

➡平行線と線分の比（本冊 p.127）につながるよ

fABCDで，AB＝ 10cm，BC＝ 15cm，∠B＝ 65°のとき，
CDの長さと，∠Dの大きさを求めましょう。

平行四辺形の向かいあう辺は等しいので，
　　CD=10cm

平行四辺形の向かいあう角は等しいので，
　　∠D=65°

右の図の三角形を，

合同な三角形の組に

分けましょう。

また，そのとき

使った合同条件を

いいましょう。

上の三角形では，㋐と㋒，㋑と㋔，㋓と㋕が，それぞれ合同になります。
そのとき使った合同条件は，次のようになります。
㋐と㋒ 　3組の辺が，それぞれ等しい。
㋑と㋔　 1組の辺とその両

りょう

端
たん

の角が，それぞれ等しい。
㋓と㋕　 2組の辺とその間の角が，それぞれ等しい。

15cm

10cm

A D

B

65°
C

3cm
3cm

3cm 3cm

3cm

3cm

4cm
50°

50°
50°

50°

30°

30°

4cm

2cm

2cm

2cm

2cm

㋐ ㋑ ㋒

㋓ ㋔
㋕

▼ 2 年 p.140−141

140　5章　図形の性質と証明

20

15

10

5

3 長方形，ひし形，正方形 平行四辺形の特別なものに
ついて調べましょう。

　これまでに調べたことから，長方形，ひし形，正方形

は，すべて平行四辺形です。つまり，これらの四角形は，

平行四辺形の性質をもっていることになります。

　例えば，長方形の対角線は，それぞれの中点で

交わります。

　長方形，ひし形，正方形は，次のように定義されます。

　上の定義から，長方形は，

　　　2組の向かいあう角が，それぞれ等しい四角形

です。したがって，長方形は，平行四辺形の特別なもの

であるといえます。

　長方形やひし形の対角線については，さらに，

次のことがいえます。

�　長方形の対角線の長さは等しい。

イ　ひし形の対角線は垂直に交わる。

　　4つの角がすべて等しい四角形を，長方形という。

　　4つの辺がすべて等しい四角形を，ひし形という。

　　4つの辺がすべて等しく，4つの角がすべて等しい

　四角形を，正方形という。

上の�，イを証明しなさい。問 1

正方形の対角線については，どんなことがいえますか。問 2

　ひし形は平行四辺形であるといえますか。

　また，正方形は平行四辺形であるといえますか。

平行四辺形
長方形

平行四辺形
長方形 ひし形

正
方
形

A

O

O

A D

B C

C

B D

いろいろな見方

平行四辺形の特別な
ものとみる

15

10

5

2 節　四角形　141

　これまでに調べたことをまとめると，次のようになります。

四角形の対角線の性質

❶　長方形の対角線は，長さが等しい。
❷　ひし形の対角線は，垂直に交わる。
❸　正方形の対角線は，長さが等しく，垂直に交わる。

　平行四辺形の辺や角にどのような条件が加わると，

長方形やひし形になるか調べましょう。

ABCD6 は，2つの対角線AC，BDにどんな
関係があるとき，長方形やひし形になりますか。

問 3

　上の で調べたことから，次のような関係があることが

わかります。

どうなるかな

次の⑴～⑶のような6ABCDは，それぞれ，
どんな四角形でしょうか。

⑴　∠A＝∠Bである6ABCD
⑵　AB＝BCである6ABCD

⑶　∠A＝∠B，AB＝BCである6ABCD

A D

B C

A D

B C

A D

B C

A D

B C

A

DB

C

AB=
BC

AB=
BC

平行四辺形 正方形

長方形

ひし形

∠A=∠
B

∠A=∠
B

∠A＝∠Bのときには
∠A，∠Bの大きさは
決まるね

逆向きにみる

長方形，ひし形，
正方形になる条件を
考える

問題をつくり変える
➡ p.192～p.193

ひろがる数学
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8　証明の必要性と意味
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

8 対頂角は等しいことの証明について正
しい記述を選ぶ 証明の必要性と意味を理解している 図形 知・理 選択

◎教科書との関連
　　 2年 p.92 図形の調べ方「角と平行線」で，対頂角の性質についてまとめています。また，p.96で証明の一般性
について，p.107-110「証明とそのしくみ」で，証明の必要性と意味について示しています。

◎誤答の例と指導のポイント
ア … 証明の一般性についての理解が不十分と考えられます。
    「証明」は，
 ・そのことがらが例外なく成り立つこと
 ・図は，特定の図ではなく，すべての図の代表である
 ことを明確にし，証明の必要性と意味について理解を深められるよう指導することが大切です。

▼ 2 年 p.92 ▼ 2 年 p.108

20

15

10

5

92　4章　図形の調べ方

1 角と平行線 直線が交わってできる角に
ついて調べましょう。

　∠bと∠dも対頂角です。

　上で調べたことから，次のことがいえます。

　∠b=70° のとき，∠aと∠cの大きさは，どちらも

180°-70° となり，∠a=∠cがいえます。

　また，

　　∠a=180°-∠b，　∠c=180°-∠b

だから，∠a=∠cの関係は，∠bがどんな

大きさの角であっても成り立ちます。

　2つの直線が交わってできる 4つの角のうち，

右の図の∠aと∠cのように向かいあっている角を，

対
たい

頂
ちょう

角
かく

　といいます。

どんなことがわかるかな

左の直線に交わる直線をひき，

交点のまわりにできる角の

大きさを測ってみましょう。

m

l

a

c
b d

右の図のように，3直線が 1点で

交わっています。

このとき，∠a，∠b，∠c，∠dの

大きさを求めなさい。

問 1

m

l

a

70°
c

d

対頂角の性質

対頂角は等しい。

a

b c
d40°

80°

24p.171

108　4章　図形の調べ方

10

5

1 証明とそのしくみ 図形の性質を明らかにするしくみ
を学びましょう。

　前ページでかいた四角形ABCDでは，

　　AB=AD，BC=DCのとき，∠ABC=∠ADC　……⑴

が成り立ちます。

　このことは，どのように説明できるでしょうか。

　このように，これまでに学習した図形の性質を使って，

∠ABC=∠ADCを導くと，辺の長さをどのように変えても，

上の⑴のことがらがいつでも成り立つことが説明できます。

　かりんさんのいうように，△ABC≡△ADCとなるのはなぜでしょうか。

　また，∠ABC=∠ADCとなる理由もいいましょう。

上の図で，角の大きさを測ったら，　
　∠ABC＝∠ADC
だったけど，辺の長さを
変えると，角の大きさも
変わって，測りなおさないと
いけないね

実際に測らなくても，
対角線ACをひくと，
　AB＝AD，BC＝DC
だから，
　△ABC≡△ADC
になるよね。そこから，
　∠ABC＝∠ADC
がいえるよ

A

B D

C

A

B D

C

かりんけいた

A

B D

C

　上の⑴のことがらが成り立つことについて，けいたさんと

かりんさんが，次のような会話をしています。
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9　比例定数の意味・変域・反比例のグラフ
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

9

1
比例y=5xについて，正しい記述を選
ぶ

比例y=axにおける比例定数 aの意味
を理解している 関数 知・理 選択

2
比例のグラフから，xの変域に対応す
るyの変域を求める

与えられた比例のグラフから，xの変
域に対応するyの変域を求めることが
できる

関数 技能 短答

3 反比例のグラフから表を選ぶ 反比例について，グラフと表を関連付
けて理解している 関数 知・理 選択

◎教科書との関連
1 1年 p.110-112 変化と対応「比例の式」で，比例の関係y=axのxとyの関係について示しています。
 また，2年MathNaviブック p.12「比例の式，性質」で，一次関数の準備として比例の性質を復習しています。
2 1年 p.108 変化と対応「変域」で，変域について示しています。また，p.119「比例のグラフ」例題 1，問❺で，
変域に制限がある場合のグラフのかき方や読み方，式の表し方について，具体的な問題を通して理解を深め，練
習問題①で，定着を図っています。
3 1年 p.124-127 変化と対応「反比例のグラフ」で，反比例のグラフの性質やかき方について示しています。

⓾　座標
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

⓾ 点 (-2，3)の位置を座標平面上に示す 座標平面上に点の位置を示すことがで
きる 関数 知・理 短答

◎教科書との関連
  1年 p.114-115 変化と対応「座標」で，座標平面上に点の座標をかき入れたり，座標を読み取ったりする問題
を扱っています。

▼ 1 年 p.111

▼ 1 年 p.114 ▼ 1 年 p.115

▼ 1 年 p.126

▼ 1 年 p.119
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例 1 変数が負の値をとるとき

2節　比　例　111

　前ページの表からわかるように，比例の関係 y=axでは，

次のことがいえます。

ア　xの値が 2倍，3倍，4倍，……になると，

　　yの値も 2倍，3倍，4倍，……になる。

イ　対応する xと yの値の商
x
y は一定で，

　　比例定数 aに等しい。

　　つまり，xと yの関係は，
x
y

a= とも

　　表される。

水そうに毎分 5Lの割合で水を

入れるとき，ある時刻を基準に

して，x分後に水の量が yL

増えるとすると，

　　　y=5x

この式で，x=-3のとき，

yの値は，

　　　y 5 3 15#= - =-] g

これは，

　　　-3分後に水の量が-15L増える，

つまり，

　　　3分前は 15L水が少ない

ことを表している。

　ともなって変わる変数 x，yは，負の値をとることが

あります。このときも，y=axの関係があれば，

yは xに比例するといいます。

基準

時刻
0分

-3分増える量
5×(-3) (L)

x … -4 -3 -2 -1 0 1 …

y … -20 -15 -10 -5 0 5 …

x 1 2 3 4 5

y 3 6 9 12 15

2倍 2倍
3倍

2倍 2倍
3倍

範囲をひろげる

負の数にまで変数の
範囲をひろげる

114　4章　変化と対応

25

20

15

10

5

2 座　標 平面上の点の位置を表す方法を
考えましょう。

横の数直線を x軸
じく

縦の数直線を y軸

両方をあわせて 座
ざ

標
ひょう

軸
じく

座標軸が交わる点 Oを 原
げん

点
てん

　点Aを表す数の組 (3，4)を点Aの　座標

といい，3を　x座標，4を　y座標　といいます。

どうすればいいかな

右の図は，イベントホール

の座席案内図です。

色をつけた座席の位置は，

どのように表すことが

できるでしょうか。

7①
②
③
④

列
8 9

7 8 9

7 8 9

7 8 9

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

4 5 6

4 5 6

4 6

4 5 6

⑤ 7 8 91 2 3 4 5 6

5

幕
まく

張
はり

イベントホール
（千葉県千葉市）

　上の のような座席は，3列 5番のように，何列の

何番目かを表す数の組で，位置を表すことができます。

　同じようにして，平面上の点の位置を表しましょう。

　右の図のように，点 O
オー

で垂直に交わる 2つの

数直線を考えます。このとき，

といいます。

　原点 Oは，2つの数直線の 0を表す点です。

　上のように座標軸を決めると，x，yの値の組，

例えば，

　　　x=3，　y=4

に対応して，右の図の点Aが決まります。

この点をA(3，4)と表します。

-4-3-2-1 1O

1

-1
-2
-3
-4

2
3
4

2 3 4
x

y

原点

y軸

x軸

-4-3-2-1 1O

1

-1
-2
-3
-4

2
3
4

2 3 4
x

y

4
3

A(3，4)

15

10

5

2節　比　例　115

例 1 点の座標

右の図で，

　点Aの座標は，(-1，3)

　点 Bの座標は，(-3，-2)

　点 Cの座標は，(4，-3)

また，　原点 Oの座標は，(0，0)

座標が次のような点を，下の図にかき入れなさい。

A(3，5) B(-4，6) C(-8，-7)

D(7，1) E(4，0) F(-2，-3)

問 1

下の図で，点 G，H，I，J，K，Lの座標をいいなさい。問 2

  G( ， )

 H( ， )

 I ( ， )

 J ( ， )

 K( ， )

 L( ， )

-1 O

-3
-2

3

3
4 x

y

A

B
C

-3

O

L
J

K

H

I

x

y

-5

5

-5

5

G

C→K→F→H→D→
G→L→A→I→B→F
の順に結んでみよう

126　4章　変化と対応

15

10

5

　反比例の関係 y
x
a

= で，比例定数 aが負の数の場合の

グラフについて，y
x
6

=- を例にとって考えましょう。

x … -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 …

y … 1 1.2 1.5 2 3 6 × -6 -3 -2 -1.5 -1.2 -1 …

どうなるかな

上の表のxとyの値の組を

座標とする点を，左の図に

かき入れましょう。

また，xの値をさらに細かく

とっていくと，どうなる

でしょうか。

O-5

-5

5

5

y

x

　反比例の関係 y
x
6

=- のグラフは

右のようになります。

O-5

-5

5

5

y

x

範囲をひろげる

　これまでに調べたことから，反比例の関係 y
x
a

= のグラフは，

座標軸とは交わらない 2つの曲線であることがわかります。

y
x
12

=- のグラフをかきなさい。問 3 41p.228

20

15

10

5

2 節　比　例　119

　比例の関係 y=axで，変域に制限がある場合のグラフに

ついて考えましょう。

18Lはいる容器に，毎分 2Lの割合で水を入れます。

水を入れる時間 x分と，その間にはいる水の量 yLの

関係を，式とグラフに表しなさい。

問 5

次の関数のグラフをかきなさい。

⑴　y x
2
5

=  ⑵　y x x3 4E E=- -] g

下の⑴～⑷のグラフは，それぞれ，

右の直線のどれですか。

⑴　y x
2
3

=  ⑵　y x4=-

⑶　y x
5
2

=  ⑷　y x
3
1

=-

3  比例のグラフ

変域に制限がある場合のグラフ

駅から 12km離
はな

れた公園まで，毎時 4kmの速さで歩きます。

歩く時間 x時間と，その間に進む道のり y kmの関係を式に

表しなさい。また，そのグラフをかきなさい。

1
題例

xと yの関係を式に表すと，
　　　y＝4x
公園に着くまでにかかる時間は 3時間だから，
xの変域は，　　0≦x≦3
したがって，この関係は，
　　　y＝4x（0≦x≦3）
と表される。
このグラフは，図の直線の実線部分になる。

y

x
-5

-5

5

5

①

②

③④

⑤

O

y

x
O 53

5

10

12
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�　一次関数の増加量・グラフ
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

�
1

一次関数 y=2x+7について，xの値
が 1から 4まで増加したときの yの増
加量を求める

一次関数y=ax+bについて，xの値
の増加に伴うyの増加量を求めること
ができる

関数 技能 短答

2
一次関数y=-2x+6が表すグラフを
選ぶ

一次関数y=ax+bについて，aとbの
値とグラフの特徴を関連付けて理解し
ている

関数 知・理 選択

◎教科書との関連
1 2年 p.61 一次関数「一次関数の値の変化」ひろげよう，問❶で，xの値が変化したときのyの増加量について
示しています。

 また，3年MathNaviブック p.17「変化の割合」で，一次関数の変化の割合を復習しています。
2 2年 p.68 一次関数「一次関数のグラフのかき方」で，一次関数のグラフのかき方を示し，p.69「一次関数の式
を求めること」問❶で，グラフから式を求める問題を扱っています。また，p.170「くり返し練習」⑳で，定着を図っ
ています。

◎誤答の例と指導のポイント
1 2 … xの増加量が 1のときのyの増加量と混同していると考えられます。
    表やグラフをかいて，x，yの値の変化の様子を調べる活動を取り入れましょう。

▼ 3 年 MathNavi ブック p.17

4章　関数 y=ax2　17

比例の式を求めること

変化の割合

中学1年

中学2年

2乗に比例する関数の式を求めていきましょう。

➡関数 y=ax 2の式を求めること（本冊 p.89）につながるよ

2乗に比例する関数について，変化の割合を求めていきましょう。

➡関数 y=ax 2の変化の割合（本冊 p.102）につながるよ

yはxに比例し，x＝3のときy＝－18です。
xとyの関係を式に表しましょう。

一次関数y＝3x＋1で，xの値が 1から 5まで変わるときの変化の割合を
求めましょう。また，xの増加量が 1のときのyの増加量を求めましょう。

yは xに比例するので，比例定数を aとすると，y=ax

x=3のとき y=-18だから， 
　　-18=a×3　
　　  a=-6

したがって，y=-6x

xの値が 1から 5まで変わるとき，
　　xの増加量は，5-1=4

　　yの増加量は，16-4=12

だから，変化の割合は，  
4
12

3= となります。

一次関数 y=ax+bでは，変化の割合は一定で，aに等しくなります。
したがって，関数 y=3x+1で，xの増加量が 1のときの yの増加量は 3です。

変化の割合＝───────
yの増加量
xの増加量

x 1 5

y 4 16

一次関数の式は
どのようにして
求めたかな？

▼ 2 年 p.69

20

15

10

5

1節　一次関数とグラフ　69

4 一次関数の式を求めること
一次関数のグラフ
から，その関数の式を
求めましょう。

　一次関数のグラフは，関数の式から切片と傾きを読んで，

かくことができました。ここでは，一次関数のグラフから，

その関数の式を求めましょう。

どうすればいいかな

右の図は，ある一次関数の

グラフです。このグラフから

関数の式を求めるには，

どうすればよいでしょうか。

右の直線①，②，③は，

それぞれ，ある一次関数の

グラフです。

これらの関数の式を

求めなさい。

問 1

　上の の直線は，点 (0，-1)を通るから，切片は-1

です。また，この直線では，右へ 2進むと上へ 3進むから，

傾きは
2
3 です。

　したがって，この直線は，一次関数 y x
2
3

1= -

のグラフです。

　このように，一次関数のグラフから，傾き aと切片 bを

読みとることができれば，その関数の式 y=ax+bを

求めることができます。

x

y

O-4

-4

4

4

O
-1 2

3
x

y

x

y

O-4

-4

4

4

①②

③

傾きと切片がわかるとき

逆向きにみる

グラフから式を
求める

20p.170

▼ 2 年 p.61

20
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10

5

1節　一次関数とグラフ　61

一次関数 y=2x+1で，xの値が 5から 9

まで変わるとき，yの増加量は，xの増加量

の何倍になりますか。

問 1

どんなことがわかるかな

一次関数y＝2x＋1で，対応するx，yの値を求めると，

次の表のようになります。

　y=2x+1で，xの値が 1から 4まで変わるとき，

　　　xの増加量は，4-1=3

　　　yの増加量は，9-3=6

となり，yの増加量は，xの増加量の 2倍になって

います。

　一次関数 y=2x+1では，変化の割合は，つねに 2です。

このことは，xの値が，1から 4や，5から 9まで変わる場合

だけでなく，ほかの場合でも同じです。

　また，この値 2は，xの増加量が 1のときの yの増加量です。

2 一次関数の値の変化
一次関数で，xの値の変化に
ともなってyの値はどのように
変化するかを調べましょう。

xの値が変化したときのyの増加量を調べて， に

あてはまる数を書き入れましょう。

x … -3 -2 -1 0 1 2 3 4 …

y … -5 -3 -1 1 3 5 7 9 …

2 31

　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。
　　　

変化の割合=
yの増加量

　　　　　　　　　xの増加量

x

y

1

3

4

9

3

6

3
6

=2

x

y

5 9

▼ 2 年 p.68

68　3章　一次関数

10

5

例 2 一次関数のグラフのかき方

　一次関数 y=ax+bのグラフは，切片 bで y軸との交点を

決め，その点を通る傾き aの直線をひいてかくことができます。

一次関数のグラフのかき方

⑴　y=3x-4のグラフ

　　切片は-4，傾きは 3

⑵　 y x
2
3

1=- + のグラフ

　　切片は 1，傾きは
2
3

-

1

x x

y y

O

-4

3

O

1 2

-3

O

y

x

-5

-5

5

5

次の一次関数のグラフを

かきなさい。

⑴　y=x-3

⑵　y=-3x+1

⑶　y x
3
2

3= -

⑷　y=-3x-4

⑸　y x
3
1

2=- +

問 4

傾き－─の直線では，

右へ 2進むと，
下へ 3進むんだね

3
2

19p.170
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�　一次関数の利用
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

� 歩いた道のりと，残りの道のりの関係
について，正しい記述を選ぶ 一次関数の意味を理解している 関数 知・理 選択

◎教科書との関連
　 2年 p.60 一次関数「一次関数」練習問題②で， 

 yがxの一次関数であるかどうか調べる問題を
取り上げ，p.86「3章の基本のたしかめ」大問
1で，定着を図っています。

�　二元一次方程式と一次関数のグラフの関係
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

�
グラフから，連立二元一次方程式の解
を座標とする点について，正しい記述
を選ぶ

連立二元一次方程式の解を座標とする
点は，座標平面上の 2直線の交点であ
ることを理解している

関数 知・理 選択

◎教科書との関連
　 2年 p.78-79 一次関数「連立方程式とグラフ」で，2直線の交点の座標は，連立方程式とみたときの解と一致
することを示しています。

▼ 2 年 p.60

25

20

15

10

5

60　3 章　一次関数

yが xの関数で，次の式で表されるとき，一次関数で

あるものはどれですか。

①　y=-8x+3 ②　y
x
12

=-  ③　y x
2
3

2= -] g

次のうち，yが xの一次関数であるものはどれですか。

⑴　300gある小麦粉から，x g使ったときの残り y g

⑵　10kmの道のりを，時速 xkmで歩いたときに

　　かかる時間 y時間

⑶　時速 4kmで x時間歩いたときの道のり y km

⑷　縦の長さが x cm，横の長さが 4cmの長方形の

　　周の長さ y cm

⑸　半径 x cmの球の表面積 y cm2

1  一次関数

雷さまはどこ？

　雷
かみなり

や花火の音は，光を見てしばらくしてから

聞こえてきます。このようなことから，空気中

を音が伝わるのには，時間がかかることが

わかります。

　空気中を伝わる音の速さは，気温 0℃のとき

秒速 331mで，気温が 1℃上がるごとに秒速

0.6mずつ速くなることが知られています。

　つまり，気温 x ℃のときの音の速さを秒速

y mとすると，xと yの関係は，

　　　y=0.6x+331

となり，yは xの一次関数になります。

　雷が鳴ったときの気温が 15℃なら，音の速さは秒速 340mで，

雷
らい

光
こう

を見てから 10秒後にゴロゴロと聞こえたら，雷からは 3.4km

しか離
はな

れていないことになります。

▼ 2 年 p.78−79

78　3章　一次関数

20
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10

5

2 連立方程式とグラフ  2直線の交点と連立方程式の解の
関係について調べましょう。

どんなことがわかるかな

2つの方程式

　　　x＋y＝7，　　2x＋y＝10
のグラフをかき，2直線の交点の座標を読みとりましょう。

また，2つの方程式を連立方程式とみて解きましょう。

どんなことがわかるでしょうか。

　2つの方程式

　　　x+y=7 ……①

　　　2x+y=10 ……②

を，それぞれグラフに表すと，

右の図の直線 l，mになります。

　l，mの交点 P(3，4)は，l上にも，

m上にもあるので，

　　　(x，y)= (3，4)

は，①と②の両方を成り立たせます。

　つまり，交点 Pの座標 (3，4)は，①，②を連立方程式と

みたときの解を表しています。

　したがって，2直線の交点の座標は，その 2直線を表す 2つの

式を連立方程式とみて解くことで求めることができます。

連立方程式の解とグラフ

　連立方程式　
ax by c+ =

a x b y c+ =l l l
*

 
 　……①

 　……②
の解は，直線①，②の交点の座標と一致する。

交点の座標を
計算で求める
ことができるね

y

x
O

P(3, 4)

m

l

5

10

5

20

15

10

5

2節　一次関数と方程式　79

次の連立方程式を，グラフを使って

解きなさい。

　　 x y2 2+ =

x y2 2+ =-
*

また，計算で求めた解と一致する

ことを確かめなさい。

問 1

右の図で，2直線 l，m

の交点 Pの座標を

求めなさい。

問 2

O

-4

-4 4

4

y

x

2直線の式を求め，

それらを連立方程式と

みて解きます。

2直線の交点の座標の求め方

右の図で，2直線 l，m

の交点 Pの座標を

求めなさい。

1
題例

直線 l，mの式は，それぞれ，

　　y＝－2x＋3 　……①
　　y＝x＋1 　……②
①と②を連立方程式とみて解くと，

　　

だから，　　　　　　　　 

yl

x

m

O

P

4

4

（x， y）（　　， 　　）＝ 3
2

3
5

（　　， 　　）P 3
2

3
5

x

yl

m O

P

-4

-4

4

4

交点の座標

連立方程式の解
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�　最頻値の意味・中央値の求め方
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

�
1

生徒 35人の靴をサイズごとに調べ，最
頻値が 25.5 cmだったことについて，必
ずいえる記述を選ぶ

最頻値は，資料の中で最も多く出てく
る値であることを理解している 資料の活用 知・理 選択

2 反復横とびの記録の中央値を求める 与えられた資料から中央値を求めるこ
とができる 資料の活用 技能 短答

◎教科書との関連
1-2 1年 p.210 資料の活用「最頻値」で，最頻値について，p.209「中央値」で，中央値の求め方を示し，p.221
「7章の基本のたしかめ」大問 2で，定着を図っています。

 また，3年MathNaviブック p.33「代表値」でも最頻値，中央値を取り上げています。

▼ 1 年 p.209▼ 1 年 p.210

▼ 3 年 MathNavi ブック p.33

210　7章　資料の活用
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20

15

10

5

　くつや帽
ぼう

子
し

などの製造業者は，なるべく多くの人に適するように，

製品のサイズを決めて，製造する個数を調節する必要があります。

そのようなとき，たくさんの人を対象にした調査をおこない，

もっとも多く現れる値を代表値として判断することがあります。

ある中学校の陸上部員 15人の 50ｍ走の記録（秒）は，

次のようでした。

この 15人の記録の中央値と平均値を求めなさい。

　　7.2，7.8，7.4，8.2，7.7，8.1，7.0，7.5，

　　7.3，8.3，7.9，7.0，7.4，8.1，7.1

問 3

あるクラスで，大なわとびを 20回おこなったところ，

跳
と

んだ回数は，次のようになりました。

この 20回の記録の最頻値を求めなさい。

　　15，11，14，17，20，8，11，6，14，8，

　　10，12，16，18，14，10，14，8，6，14

問 4

どうなるかな

ある中学校の 1年生男子 24人の運動ぐつの

サイズ（cm）を調べると，次のようでした。

　　25，24，24，25，26，26，27，25，

　　24，25，24，23，25，25，26，25，

　　26，25，25，26，24，23，25，26
どのサイズの生徒がいちばん多いでしょうか。

最頻値

サイズ（cm）

23  Ｔ
24

　資料の値の中で，もっとも多く現れる値を　最
さい

頻
ひん

値
ち

，

または，モード　といいます。

　水泳の記録のように細かく計測すると，同じ値が少なくなる

場合があります。そうした資料では，次のページのように，

度数分布表に整理して最頻値を考えます。

8章　標本調査　33

割　合

割合 ＝くらべる量 ÷もとにする量 ，くらべる量 ＝もとにする量 ×割合
だから，

⑴　60÷150=0.4

⑵　3000×(1-0.2)=2400（円）

小学5年

割合について，次のことを考えましょう。

⑴　ある公園の面積は 150m2で，芝生のはえている部分の面積は 60m2です。
　　公園の面積に対する芝生のはえている部分の面積の割合を求めましょう。

⑵　3000円の品物を，20％引きで買ったときの代金を求めましょう。

割合をもとにして全体の性質を推測することを考えていきましょう。

➡標本調査の活用（本冊 p.202）につながるよ

代表値
中学1年

資料の整理のしかたを，集団から一部を取り出して調べる調査に活用していきましょう。

➡標本調査の活用（本冊 p.202）につながるよ

あるクラスで，大なわとびを 21回おこなったところ，跳
と

んだ回数は，次のように

なりました。この 21回の記録の平均値，中央値，最
さい

頻
ひん

値
ち

を，それぞれ求めましょう。

　　15，11，14，17，20，8，11，6，14，8，18，
　　10，12，16，18，14，10，14，8，6，14

上の資料では，平均値 12.6回，中央値 14回，最頻値 14回 となります。

平均値＝資料の個々の値の合計÷資料の個数
中央値…資料の値を大きさの順に並べたとき，　その中央の値
最頻値…資料の値の中で，もっとも多く現れる値

1節　資料の傾向を調べよう　209

20
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5

　中央値は，資料全体の半分がこの値を下まわり，

半分がこの値を上まわる値と考えることができます。

　資料の値全体を 1つの値で代表させ，これを基準にして，

ものごとを考えたり判断したりすることがあります。

　このようなとき，資料の値全体を代表する値を　代表値　といいます。

　資料の値を大きさの順に並べたとき，その中央の値を 

中央値，または，メジアン　といいます。

　平均値は，資料の値全体をならした値で，よく用いられる代表値です。

このほかにも，資料全体のようすや目的によって，次に見るような値が

代表値として使われます。

　資料の個数が奇
き

数
すう

の場合は，まん中の値が中央値です。

　資料の個数が偶
ぐう

数
すう

の場合は，中央に並ぶ 2つの値の平均を

とって中央値とします。

　B選手の 53.44秒という記録は，ほかの記録と

1秒以上もかけ離
はな

れた値です。このような値が

あると，平均値はその影
えい

響
きょう

を受けますが，

中央値はその影響を受けません。

　右の表は，前ページの表 1の記録を，大きさの

順に並べかえたものです。A選手の記録では，

　　　⑩　　　⑪
　　 . .

.
2

55 81 55 93
55 87

+
= （秒）

が中央値になります。

中央値

自由形の記録（秒）
A選手 B選手

① 54.48 53.44
② 54.67 54.47
③ 54.91 54.74
④ 55.23 54.98
⑤ 55.23 55.11
⑥ 55.47 55.35
⑦ 55.61 55.57
⑧ 55.72 55.71
⑨ 55.72 55.84
⑩ 55.81 56.22
⑪ 55.93 56.22
⑫ 55.93 56.36
⑬ 55.99 56.36
⑭ 56.12 56.41
⑮ 56.28 56.47
⑯ 56.33 56.67
⑰ 56.45 56.73
⑱ 56.88 56.73
⑲ 56.95 56.93
⑳ 57.26 57.37

B選手の記録の中央値を求めなさい。問 2
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�　確率の意味と求め方
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

�
1

 1枚の硬貨を多数回投げたときの表が
出る相対度数の変化の様子について，
正しい記述を選ぶ

多数回の試行の結果から得られる確率
の意味を理解している 資料の活用 知・理 選択

2
大小 2つのさいころを同時に投げると
き，和が 8になる確率を求める

表などを利用して，確率を求めること
ができる 資料の活用 技能 短答

◎教科書との関連
1 2年 p.148-151 確率「起こりやすさと確率」で，硬貨を投げた回数が多くなると相対度数が 0.5に近い値にな
ることを，実験を通して示しています。
2 2年 p.160 確率「いろいろな確率」例題 3で，2つのさいころを同時に投げたときの確率の求め方を示し，p.161
問❻で確認問題を扱っています。また，p.174「くり返し練習」38で，定着を図っています。

◎誤答の例と指導のポイント
1 エ … 多数回の試行で，相対度数が一定の値に近づくことを理解していないと考えられます。
    硬貨を投げる等の活動を取り入れ，実感をともなって理解できるようにしましょう。

▼ 2 年 p.160▼ 2 年 p.151

20

15

10

5

1節　確率の意味　151

前ページの表で，アの起こる確率をいいなさい。問 1

　前ページのグラフから，次のような傾
けい

向
こう

が読みとれます。

　身のまわりにあるものを使って，起こりやすさの違いを考えましょう。

　この 0.5は，�のことがらの起こりやすさの程度を表していると

考えられます。

　確率ということばを使うと，2枚の硬貨を投げるとき，

1枚は表で 1枚は裏である確率は 0.5であるといえます。

投げた回数が少ないうちは，�の出た相対度数のばらつきは

大きいが，回数が多くなると，そのばらつきは小さくなる。

投げた回数が多くなるにつれて，�の出た相対度数は，0.5に

近い値になる。

　あることがらの起こりやすさの程度を表す数を，

そのことがらの起こる　確
かく

率
りつ

　といいます。

　下の表は，実験の結果です。表，横，裏になることの起こりやすさに

ついて，確率ということばを使って説明しましょう。

回数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

表 14 30 58 73 79 91 98 112 122 138

横 29 51 77 112 140 176 220 245 280 303

裏 57 119 165 215 281 333 382 443 498 559

ペットボトルのキャップを使って

ペットボトルのキャップを投げると，

右の図のいずれかの状態になります。

それぞれの起こりやすさを予想し，

実験して確かめましょう。

実験

表　　　　横　　　   裏

160　6章　確　率

25

20

15

10

5

2つのさいころを A，Bで表すと，

目の出かたは，右の表のように，

　　6×6＝36（通り）

の場合があります。

これらの起こり方は，同様に

確からしいといえます。

この表で，同じ目が出る場合は，

のところです。

2つのさいころを投げたときの確率

2つのさいころを同時に投げるとき，

次の確率を求めなさい。

⑴　同じ目が出る確率

⑵　違った目が出る確率

3
題例

(1，1) (1，2) (1，3) (1，4) (1，5) (1，6)

(2，1) (2，2) (2，3) (2，4) (2，5) (2，6)

(3，1) (3，2) (3，3) (3，4) (3，5) (3，6)

(4，1) (4，2) (4，3) (4，4) (4，5) (4，6)

(5，1) (5，2) (5，3) (5，4) (5，5) (5，6)

(6，1) (6，2) (6，3) (6，4) (6，5) (6，6)

A
B

2つのさいころを区別すると，目の出かたは 36通り
⑴　同じ目が出る場合は 6通り

　　だから，同じ目が出る確率は，　　

⑵　違った目が出る場合は 30通り

　　だから，違った目が出る確率は，　

6
36─＝─16

30
36─＝─56

Aの起こらない確率=1-p

　上の 例 題 3 で，

だから，違った目が出る確率は，次の式で求めることもできます。

　　　（違った目が出る確率）=1-（同じ目が出る確率）

　一
いっ

般
ぱん

に，ことがらAの起こる確率を pとすると，次のことが

いえます。

違った目が出る
場合の数( ) 起こるすべての

場合の数( ) 同じ目が出る
場合の数( )= -
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問題B　主として「活用」に関する問題

1　不確定な事象の数学的な解釈と判断 （アンケート）
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

1

1
全校生徒 300人に対する上位 4曲を回
答した生徒数の割合を求める

与えられた情報から必要な情報を選択
し，的確に処理することができる

資料の活用
(数量関係
小学校 5年)

技能 短答

2
放送計画で，1日目がA，2日目がBに
なる確率を求める

与えられた情報を分類整理し，不確定
な事象の起こりやすさの傾向を捉える
ことができる

資料の活用 技能 短答

3
全校よりも 1年生の回答用紙によるく
じ引きの方が曲Fが選ばれやすいこと
の理由を確率を用いて説明する

不確定な事象の起こりやすさの傾向を
捉え，判断の理由を説明することがで
きる

資料の活用 考え方 記述

◎教科書との関連
1 小学校 5年 p.171「割合を求める」で割合の求め方を，p.174-175「百分率」で百分率について学習しています。
 また，1年MathNaviブック p.31「割合」，さらに，3年MathNaviブック p.33「割合」でも取り上げ，くり返
し復習できるようにしています。
2 2年 p.157-163 確率「いろいろな確率」で，樹形図や表を使って確率を求める問題を示し，p.165「6章の章末
問題」大問❷，❸で定着を図っています。
3 2年 p.162-163 確率「身のまわりへひろげよう (くじ引きはさきにひく方が有利？)」で，くじをひく順番によっ
てあたりやすさに違いがあるかを考える題材を取り上げています。

▼ 1 年 MathNavi ブック p.31 ▼ 2 年 p.157

7章　資料の活用　31

割　合

いろいろなグラフ

グラフには，棒グラフ（㋐），
折れ線グラフ（㋑），
帯グラフ，円グラフ（㋒）
などがあります。
⑴　国別の人口の多い少ないを表すには，棒グラフがよく使われます。
⑵　全体と部分の割合，部分と部分の割合をくらべるには，円グラフや
　　帯グラフがよく使われます。
⑶　年ごとの変化のようすを表すには，折れ線グラフがよく使われます。

小学5年

小学5年小学4年小学3年

みさきさんの学校の中庭は 500m2で，そのうちの 200m2が花だんになって
います。中庭を 1としたときの花だんの割合を求めましょう。

次のことがらを表すには，どんなグラフがよく使われるでしょうか。

⑴　世界のいくつかの国の人口の比
ひ

較
かく

⑵　日本の輸出品の種類別の割合
⑶　ある市の人口の年ごとの変化

割合を使って資料をくらべることを考えていきましょう。

➡相対度数（本冊 p.206）につながるよ

目的にあった表やグラフを使って，資料を整理していきましょう。

➡調べたことをまとめ，発表しよう（本冊 p.218）につながるよ

ある量をもとにして，くらべる量がもとにする量の
何倍にあたるかを表した数を，割合といいます。
割合=くらべる量 ÷ もとにする量  だから，
　　　　200÷500=0.4 0.4

もとにする量は中庭，
くらべる量は花だんだね

㋐ ㋑ ㋒

15

10

5

2節　場合の数と確率　157

　あることがらの起こる確率を求めるために，場合の数を，

もれや重なりがないように求めることを考えましょう。

　考えられるすべての場合を順序よく整理して

数え上げるのに，右のような図がよく用いられます。

　 問 1 では，右のような表や，下のような
図で求めることもできます。

A，B，C，D，E，Fの 6人から 2人の委員を選ぶとき，

その選び方は何通りありますか。
問 2

サッカーの試合で，A，B，C，Dの 4チームが，それぞれ

1回ずつ対戦するとき，全部で何試合になりますか。
問 1

2 いろいろな確率 いろいろなことがらの場合の数を
考えて，確率を求めましょう。

どうなるかな

昼食時に校内放送で A，B，Cの 3曲を流します。

この 3曲の曲順には，どんな場合があるでしょうか。
1曲目 2曲目 3曲目

A B C

　このような図を　樹
じゅ

形
けい

図
ず

　といいます。

　樹形図から，上の の曲順は，全部で 6通りで

あることがわかります。

A

1曲目
B

2曲目
C

3曲目

C B

B
A C

C A

C
A B

B A

A B C D

A B C D

A ○ ○ ○
B ○ ○
C ○
D
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◎誤答の例と指導のポイント

2 WFZ … 4日間で 4曲流す順番が 24通りあることは捉えられていますが，1日目にA，2日目にBになる場合を 1通

りと捉えて確率を求めたと考えられます。
    もれや重複のないように，表や樹形図をきちんとかく習慣をつけるよう促しましょう。

▼ 2 年 p.162-163

162　6章　確　率

25
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　5本のうち，あたりが 2本はいっている
くじがあります。
　このくじを，A，Bの 2人がこの順に
1本ずつひくとき，2人のあたりやすさに
違いがあるでしょうか。
　ただし，ひいたくじは，もとに
もどさないことにします。

　商店街やスーパーマーケットなどで，

くじ引きがおこなわれていることが

あります。

　くじ引きでは，さきにひくか，あとで

ひくかによって，あたりやすさに違いが

あるでしょうか。

　確率を利用して，次の問題を考えましょう。

　A，Bのくじのひき方を，樹形図をつくって考えます。

　次のページの図は，5本のくじのうち，あたりを①，②，

はずれを3，4，5と区別し，A，Bが，この順に 1本ずつ

くじをひく場合を示した樹形図の一部です。

次のページの樹形図を，残りの部分をかいて完成させ

ましょう。
1

樹形図から，A，Bがこの順に 1本ずつくじをひく

場合の数は，何通りになるでしょうか。
2

樹形図の中で，Aがあたりをひく場合を表している

ところに印をつけましょう。

Aがあたりをひく場合の数は，何通りになるでしょうか。

3

生
活

身のまわりへひろげよう くじ引きはさきにひく方が有利？

20

15

10

5

2 節　場合の数と確率　163

　A，Bのあたりやすさを，確率を求めて

くらべましょう。

　 5 からわかったことは，あたりの本数が異なる
くじでも変わらないでしょうか。

2 と 3 で調べたことから，Aがあたりを
ひく確率を求めましょう。

また，同じようにして，Bがあたりをひく

確率を求めましょう。

4

BA

3
4
5

① ②

A，Bがあたりをひく確率から，2人の

あたりやすさについて，どんなことが

いえるでしょうか。

5

はじめの問題で，こんどは，

5本のうち，あたりが 3本

はいっているくじを考えます。

このくじの場合には，2人の

あたりやすさに違いがある

でしょうか。

6

　はじめの問題で，くじをひく人数を，A，B，

Cの 3人に増やし，3人がこの順に 1本ずつ

ひく場合を考えます。

　3人のあたりやすさに違いがあるでしょうか。

　ただし，ひいたくじは，もとにもどさない

ことにします。

上の樹形図を
利用できないかな？ 条件がえをする

どちらのくじを
ひこうかな？
➡ p.194～p.195

ひろがる数学
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２　構想を立てて説明し，問題解決の過程を振り返って考えること （3つの計算）
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

２

1
はじめの数が 10のときの計算結果を求
める

問題場面における考察の対象を明確に
捉えることができる 数と式 技能 短答

2
はじめの数としてどんな整数を入れて
計算しても，計算結果はいつでも 4の
倍数になる説明を完成する

事柄が成り立つ理由を，構想を立てて
説明することができる 数と式 考え方 記述

3
計算の順番を入れ替えたものを選択し，
その計算結果が何の倍数になるかを求
める

 3つの計算の順番を入れ替えたときの
計算結果を数学的に表現することがで
きる

数と式 考え方 短答

◎教科書との関連
1-2 1年MathNaviブック p.12-13 「数あてマジック」で，文字式を使って数あてマジックのしくみを考えた
り，2年p.25-28 式の計算「文字式の利用」で，計算のきまりについて考察したりしています。また，2年p.30「1
章の基本のたしかめ」大問 6，p.32「1章の章末問題」大問❾で定着を図り，p.33「千思万考 (数字の順番を逆に
する数)」で，12+9=21のように，9をたすと数字の順番が逆になる数について，文字式を利用して説明する学
習をしています。
3 2年 p.26 式の計算「文字式の利用」問❶で，文字式を使って説明する問題を示し，p.27「自分の考えをまとめ
よう」で，条件を変えた場合の結果を予想し，その予想が正しいことを説明する活動を取り入れています。さらに，
p.182「ひろがる数学 (連続する 10個の自然数の和)」で，自然数の和の性質を見い出し，それが正しいことを説
明する活動を取り入れています。

    条件を変えて問題をつくり，その結果がどうなるか予想を立てたり，さらに予想を説明させたりして，見
通しを立てて考える活動を取り入れていきましょう。

▼ 1 年 MathNavi ブック p.12-13

12　2章　文字の式

どんな数でもかまいません
はじめに整数を1つ思いうかべてください

その数に5をたしてください
その答えを2倍してください
その答えから4をひいてください
その答えを2でわってください
その答えからはじめに思った数をひいてください

近くのお店のイベントで，
マジックショーがありました。

思った数は別々なのに
どうしてみんな
同じ数になったのだろう？
文字式を使って
考えられないかな？

どんな数になりましたか？
みんなでいっせいに
答えてください

どんな数でもかまいません
はじめに整数を1つ思いうかべてください

その数に5をたしてください
その答えを2倍してください
その答えから4をひいてください
その答えを2でわってください
その答えからはじめに思った数をひいてください

近くのお店のイベントで，
マジックショーがありました。

思った数は別々なのに
どうしてみんな
同じ数になったのだろう？
文字式を使って
考えられないかな？

どんな数になりましたか？
みんなでいっせいに
答えてください

2章　文字の式　13

文字式を使って調べる

　はじめに思いうかべた整数は，人によって違
ちが

うので，文字を使って
nとすると，このマジックでは，次のような計算をしていることに
なります。

　

　nがなくなることから，はじめに思いうかべる数がどんな数でも，
その結果はいつでも 3になることがわかります。

私がつくった数あてマジック

文字式を使ってしくみを考えると，どんな計算をしているか
ということと，はじめに思いうかべた数 nがなくなることが
とてもわかりやすかったです。そして，自分で数あてマジックを
つくるときにも，文字を使うと考えやすかったです。
次は，もう少し複雑な数あてマジックをつくってみたいです。

数あてマジックのしくみ

はじめに整数を 1つ思いうかべてください。 n
その数に 5をたしてください。 n＋5
その答えを 2倍してください。 （n＋5）×2＝2n＋10
その答えから 4をひいてください。 2n＋10－4＝2n＋6
その答えを 2でわってください。 （2n＋6）÷2＝n＋3
その答えからはじめに思った数をひいてください。 n＋3－n＝3

はじめに整数を 1つ思いうかべてください。 m
その整数とその整数より 1大きい数をたして
ください。 m＋（m＋1）＝2m＋1
その答えに 9をたしてください。 2m＋1＋9＝2m＋10
その答えを 2でわってください。 （2m＋10）÷2＝m＋5
その答えからはじめに思った数をひいてください。 m＋5－m＝5
その数は 5ですね。
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▼ 2 年 p.27▼ 2 年 p.25

10

5

2節 文字式の利用

　次の手順で，いろいろな 2けたの数について計算してみましょう。

文字式を利用して，いろいろな問題を解決しましょう。

どんな数になるかな？

　上で求めた計算結果には，どんなきまりがあるでしょうか。

3 9

9＋ 3
31 2

例

そのきまりは，
どんな2けたの数でも
いえるのかな？

文字を使うと
そのきまりが
説明できるのかな？

計算の手順
①　好きな 2けたの数を思いうかべる。
②　思いうかべた数の十の位の数と一の位の
　　数を入れかえる。

③　①と②の数をたす。

＋ ＋ ＋

2節　文字式の利用　25
25

20

15

10

5

2節　文字式の利用　27

　偶数は，2でわり切れる数だから，

2×整数 と表すことができます。

つまり，mを整数とすると，2mと

表されます。

　また，奇数は，偶数より 1大きい数

と考えて，nを整数とすると，2n+1

と表されます。

〈予　想〉
2けたの正の整数と，その数の十の位の数と
一の位の数を入れかえてできる数との差は，
いつも の倍数になる。

〈説　明〉
もとの数の十の位の数をa，一の位の数をbとすると，
この数は，……

偶数と奇数

［偶数］

－4＝2×（－2）
－2＝2×（－1）
　0＝2×     0
　2＝2×     1

2   m
…

…
［奇数］

－3＝2×（－2）＋1
－1＝2×（－1）＋1
　1＝2×     0　＋1
　3＝2×     1　＋1

2   n
…

…

　＋1

 　前ページの 例 題 1 で，和を差にかえると，どんなこと
がいえるでしょうか。

　また，その理由を，文字式を使って説明しましょう。

どんなことがわかるかな

2つの整数について，その和が

偶
ぐう

数
すう

になるか，奇
き

数
すう

になるか，

いろいろな場合を調べましょう。

　上の で調べたことを，文字式を使って説明するために，

まずは，偶数と奇数を文字を使って表しましょう。

条件がえをする

和の部分を差にかえて
考える

64－46＝18
81－18＝63
21－12＝9 
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3　事象の数学的な解釈と問題解決の方法 （ダイヤグラム）
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

3

1
列車の運行のようすが直線で表されて
いることの前提となっている事柄を選
ぶ

事象を理想化・単純化することで表さ
れた直線のグラフを，事象に即して解
釈することができる

関数 考え方 選択

2
グラフから，列車のすれ違いが起こる
地点のA駅からの道のりを求める

グラフから必要な情報を読み取り，事
象を数学的に解釈することができる 関数 考え方 短答

3

A駅からの道のりが 6 kmの地点にお
いて，列車アが通ってから列車エが通
るまでの時間をグラフから求める方法
を説明する

事象を数学的に解釈し，問題解決の方
法を数学的に説明することができる 関数 考え方 記述

◎教科書との関連
1-3 2年 p.82 一次関数「一次関数の利用」で，グラフに表された関係から，いろいろな様子を読み取る問題を
示し，p.88「3章の章末問題」大問❽で，確認問題を扱っています。また，p.85「数学展望台 (列車のダイヤグラム)」
では山陽新幹線のダイヤグラムのコラムを掲載し，p.89「千思万考 (効率よく移動するには？)」で，身の回りの問
題を，グラフを利用して解決する課題を取り上げています。

▼ 2 年 p.85▼ 2 年 p.82

▼ 2 年 p.89

15

10

5

3節　一次関数の利用　85

列車のダイヤグラム

　列車の運行計画は，ふつう，下のような図で示されます。

　実際に走っている列車は，駅での発着や減速，加速をくり返して

いますが，これを一定の速さで走っていると考えると，発駅からの

列車の進んだ道のりは，時刻の一次関数とみることができます。

　つまり，横
よこ

軸
じく

に時刻，縦軸に道のりをとると，グラフは直線に

なります。このようなグラフを，「ダイヤグラム」といいます。

　上の図は，山陽新幹線のダイヤグラムの一部です。

　これを見ると，広島発 6時 00分の上り列車は，岡
おか

山
やま

，相
あい

生
おい

間で，

2本の下り列車とすれちがうことがわかります。

　日本ではじめて鉄道が開通したのは，明治 5年（1872年）のこと

です。このとき，列車の運行計画は，イギリス人の技師ページが，

たった 1人で担当していました。

　日本では知られていなかった

ダイヤグラムを使って運行計画

を立てていたページは，当時の

人々をたいへんおどろかせた

そうです。

▲新大阪

　新神戸

　西明石

　姫　路

　相　生

　新倉敷

　福　山
　新尾道
　三　原

　東広島

6 7 8 9

　岡　山

　広　島

11
0A 540A

11
2A 724A

2A

727A

46
2A

72
2A10

6A

46
0A

10
2A

100A

601A
541A

729A
543A

545A 735A
95A

547A
491A

737A
97A 549A

10
4A

723A

725A 601A

2714A

731A

721A

11
0A

11
2A

46
4A

54
0A

541A

543A
729A

54
2A

726A

11
4A

11
6A

730A

54
4A

8A 11
8A

10
A

551A

99A

11
8A8A

54
4A726

A

549A
735A97A491A

547A
733A95A

545A

6A

11
6A

46
6A

11
4A

4A72
4A54

2A

2A

71
16

A

61
50

A

1A

12
A 734A

54
6A

2767A

732A

6A728A
4A 96
02

A
71

52
A

9443A

71
52

A  9
60

2A

553A5A
3A1A

99A493A551A

9445A
9597A

9443A

495A7495A

2597A

9441A

2783A

720A

462A

61
50

A

山陽新幹線列車ダイヤ

10
8A

10
8A

鉄道開業当時をかいた錦
にしき

絵
え

※ダイヤイメージ図。現在の運行とは異なります。

82　3章　一次関数

15

10

5

　グラフに表された関係から，いろいろなようすを読みとることを，

次の場面で考えましょう。

　池田さんは，自分の家を出発して，途
と

中
ちゅう

にある店で買い物を
してから，おじさんの家まで行きました。

　そのときのようすを，
出発してから x分後に，
自分の家から y kmの
地点にいるとしてグラフに
表すと，右の図のように
なりました。

6030

1

O

2

3

4

5

6

90
x

y

上の場面で，池田さんが，自分の家を出発してから

70分後には，自分の家から何 kmの地点にいましたか。
問 2

上の場面で，池田さんが，店を出てからおじさんの

家に着くまでの xと yの関係を表す式を求めなさい。
問 1

　上の場面で，グラフから，

どんなことがわかるでしょうか。
自分の家からおじさんの家
までの道のり km

おじさんの家に着いた時間 出発して　　分後
自分の家から店までの道のり km

店に着くまでの歩く速さ 分速　　　　km

ほかにどんな
ことがわかる
かな

章末の学習　89➡     Navi p.14～p.15いかそう

15

20

10

5

下の図は，A町と C町を往復するバスの運行のようすを，横
よこ

軸
じく

に時刻，

縦軸に道のりをとって示したグラフです。

この図で，例えば，8時ちょうどに C町を出発したバスは，8時 10分に

B町を通り，8時 30分にA町に着くことを示しています。

B町に住む山田さんは，家を出発して，

A町では 40分，C町では 30分かかる

用事の両方を済ませて，B町の家に

もどろうとしています。また，B町の

バス停と山田さんの家の間の移動には，

片道で 10分かかり，どちらの用事を

さきに済ませてもよいものとします。

6時 50分に家を出発したとき，山田さんがいちばん早く家に

もどれるのは何時何分でしょうか。
1.

山田さんが，12時までには家にもどっていなければならないとき，

何時何分までに家を出発しなければならないでしょうか。
2.

同じ速さのバスの便が 1本追加されると，山田さんは，9時に家を

出発して，12時までに家にもどることができます。そのようなバスの

便は，A町，C町のどちらから，何時何分に出発する便でしょうか。

ただし，同じ方向に向かう便の間
かん

隔
かく

は，20分はあけるものとします。

3.

C町

B町

A町

7時 8時 9時 10時 11時 12時

効率よく移動するには？
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4　証明を振り返り，発展的に考えること （四角形の対角線）
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

4

1
証明されたことから，新たにわかるこ
とを選ぶ

証明を振り返り，証明した事柄を基に
して，新たな性質を見いだすことがで
きる

図形 考え方 選択

2
平行四辺形ABCDの外側に 2つの点E，
Fを取っても，四角形EBFDは平行四
辺形となることの証明を完成する

発展的に考え，条件を変えた場合につ
いて，証明の一部を書き表すことがで
きる

図形 考え方 短答

3
平行四辺形ABCDを正方形ABCDに
変えたときの四角形EBFDがどのよう
な四角形になるかを説明する

付加された条件の下で，新たな事柄を
見いだし，説明することができる 図形 考え方 記述

◎教科書との関連
1-3 2年 p.26 式と計算「文字式の利用」問❶，p.122 図形の性質と証明「二等辺三角形」ひろげよう，p.139
「平行四辺形になる条件」ひろげようで，証明したことの他に見出すことができる性質を考える問題を扱っていま
す。また，p.146「千思万考 (線分の長さの関係は？)」で，条件を変えた場合について考察しています。

    証明をふり返って考えさせたり，新たな条件を付加するとどんなことがわかるかを考えさせたりする活動
を取り入れるとよいでしょう。

▼ 2 年 p.26

▼ 2 年 p.139

▼ 2 年 p.122

▼ 2 年 p.146

25

20

15

10

5

122　5章　図形の性質と証明

　このように，証明されたことがらのうち，基本になるものを

定
てい

理
り

　といいます。

右の図の三角形は，同じ印を

つけた辺の長さが等しい

二等辺三角形です。

わかっていない内角の大きさを

求めなさい。

問 2
A

B

C

D

E F

70° 70°

⑴ ⑵

どんなことがわかるかな

前ページでは，△ABD≡△ACDから，

∠B＝∠Cであることを証明しました。

ほかにどんなことがわかるでしょうか。

　△ABD≡△ACDから，次のことを導くことが

できます。

　　 BD=CD 　……①

　　	 ∠ADB=∠ADC 　……②

　さらに，②と，∠ADB+∠ADC=180° から，

　　 2∠ADB=180°

　したがって，  　∠ADB=90°

　つまり， AD⊥BC 　……③

　上の①，③をまとめて，次のようにいえます。

　これまでに調べた二等辺三角形の性質は，今後，図形の性質を

証明するときの根
こん

拠
きょ

としてよく使われます。

二等辺三角形の頂角の二等分線

　二等辺三角形の頂角の二等分線は，底辺を垂直に

2等分する。

A

B D C

①から，点 Dは
底辺 BCの中点と
わかるね

33p.173

146　5章　図形の性質と証明

20

15

10

5

線分の長さの関係は？

6 OA=OB=OCの三
さん

角
かく

錐
すい

OABCがあります。

頂点 Oから，底面ABCに垂線 OHをひくとき，

　　AH=BH=CH

であることを証明しなさい。

右の図のように，∠A=90° の直角二等辺三角形ABCと

点Aを通る直線 lがあります。

点 B，Cから，直線 lに，それぞれ，

垂線 BD，CEをひいたときについて

考えます。

こんどは，右の図のように，点Aを通る直線 lが，

△ABCの内部を通るときについて考えます。

上の場合と同じように，点 B，Cから，

直線 lに，それぞれ，垂線 BD，CEを

ひきます。

△ABD≡△CAEであることを証明しましょう。1.

BD+CE=DEであることを証明しましょう。2.

3つの線分 BD，CE，DEの長さの間には，

どんな関係があるでしょうか。

4.

A

B C

E

Dl

O

A

B

C

H

A

B C

l

点D，Eを図にかき入れましょう。3.

7 左の図の五角形と面積の等しい

三角形をかきなさい。

26　1章　式の計算

25

20

15

10

5

11の倍数とは，11×整数で表される数です。

2けたの整数の問題

2けたの正の整数と，その数の十の位の数と一の位の数を

入れかえてできる数との和は，11の倍数になります。

その理由を，文字式を使って説明しなさい。

1
題例

もとの数の十の位の数を a，一の位の数を bとすると，
この数は，10a＋bと表される。
また，十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数は，
10b＋aとなる。
このとき，この 2数の和は，
　　（10a＋b）＋（10b＋a）＝11a＋11b
　 ＝11（a＋b）
a＋bは整数だから，11（a＋b）は 11の倍数である。
したがって，2けたの正の整数と，その数の十の位の
数と一の位の数を入れかえてできる数との和は，
11の倍数である。

11の倍数である
ことを示すから，
11（a＋b）の
形にするんだね

1 文字式の利用 文字式を利用して，問題を
解決しましょう。

　2けたの正の整数は，

　　　24 20 4 10 2 4#= + = +

　　　63 60 3 10 6 3#= + = +

　　　85 80 5 10 8 5#= + = +

のように，

　　　10#（十の位の数）+（一の位の数）

となるので，十の位の数を a，一の位の数を bとすると，

　　　10a+b

と表されます。

24＝10×2＋4
63＝10×6＋3
85＝10×8＋5
　　　 10a＋b

 例 題 1 で考えた 2数の和について，11の倍数である

ことのほかに，どんなことがわかりますか。
問 1

25

20

15

10

5

2節　四角形　139

ABCD6 の辺AD，BCの中点を，それぞれ，
M，Nとします。

このとき，四角形ANCMは平行四辺形である

ことを証明しなさい。

問 5

どうなるかな

6ABCDの対角線AC上に，AP＝CQ

となる点 PとQをとります。

また，対角線 BD上にも，BR＝DS
となる点 Rと Sをとります。

このとき，四角形 PRQSは，どんな

四角形になるでしょうか。

A

P

R
Q

S

D

B C

　上の で，四角形 PRQSは平行四辺形になることが

予想されます。

　平行四辺形の対角線の性質と仮定から，四角形 PRQSの

対角線について，どんなことがいえるかを考えて，これを

証明しましょう。

A M D

B N C

6ABCDの対角線の交点を Oとする。
平行四辺形の対角線は，それぞれの中点で
交わるので，
　 　　OA＝OC ……①
　 　　OB＝OD ……②
①と AP＝CQから，
　 　　OP＝OQ ……③
②と BR＝DSから，
　 　　OR＝OS ……④
③，④から，対角線が，それぞれの中点で
交わるので，四角形 PRQSは平行四辺形
である。

A

P

R
Q

S

D

B

O

C
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5　数学的な結果の事象に即した解釈 （バスツアー）
問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領

の領域
評価の
観点

問題
形式

5
1

S社の団体料金が通常料金の何%引き
になっているかを求める式を書く

与えられた情報から必要な情報を選択
し，的確に処理することができる

数量関係
(小学校 5年) 技能 短答

2

通常料金を aとしたときの団体料金の
10人分が通常料金の何人分にあたるか
を求める計算からわかることを選び，そ
の理由を説明する

里奈さんの計算を解釈し，数学的な表
現を用いて説明することができる 数と式 考え方 記述

◎教科書との関連
1-2 小学校 5年 p.171「割合を求める」，p.174-175「百分率」で割合や百分率を学習しています。
 また，1年MathNaviブック p.31「割合」，3年MathNaviブック p.33「割合」でも取り上げ，くり返し復習でき
るようにしています。

  1年 p.61 文字の式「文字式の表し方」例 6，問❾で，割合を文字式に表す問題を示し，例 7，問❿，問⓫で，式
の表す意味を問う問題を扱っています。

  2年 p.12-14 式の計算「式の計算（世界一周道路をつくろう）」で，世界一周道路と赤道との差の求め方を話し
合う場面を設定しています。さらに，p.25-28「文字式の利用」，p.182「ひろがる数学（連続する 10個の自然数
の和）」で，文字式を使っていろいろな問題を解決し，結果を解釈する活動を取り入れています。

▼ 1 年 p.61 ▼ 2 年 p.25

25

20

15

10

5

1節　文字を使った式　61

　これまでは，数量を文字式に表すことを考えてきました。

　ここからは，文字式が書かれているとき，それがどんな

数量を表しているかについて考えましょう。

例 6 割　合

ある公園の面積は am2で，その 13％は池である。

割合 13％を分数で表すと
100
13 だから，

この公園の池の面積は，次のように表される。

　　　a a
100
13

100
13

# = （m2）

13%を小数で表すと，0.13になるので， 例 6 は

　　　 . .a a0 13 0 13# = （m2）
と表すこともできます。

am2

13％ 100％

次の数量を表す式を書きなさい。

⑴　am2の土地の 47％の面積

⑵　b円の品物を，3割引きで買ったときの代金

問 9

例 7 式の意味

ある博物館の入館料は，おとな 1人が

a円，子ども 1人が b円である。

このとき，

　　　2a+3b（円）

は，おとな 2人と子ども 3人の

入館料の合計を表している。

1割は 1─10

例 7 で，次の式は何を表していますか。

⑴　a+2b（円） ⑵　a-b（円）

問10

家を出てから，分速 60mで x分間歩き，さらに，

分速 80mで y分間歩いて駅に着きました。

このとき，次の式は何を表していますか。

⑴　x+y（分） ⑵　60x+80y（m）

問11

逆向きにみる

式から数量を考える

川
かわ

越
ごえ

歴史博物館（埼
さい

玉
たま

県川越市）

13p.224

10

5

2節 文字式の利用

　次の手順で，いろいろな 2けたの数について計算してみましょう。

文字式を利用して，いろいろな問題を解決しましょう。

どんな数になるかな？

　上で求めた計算結果には，どんなきまりがあるでしょうか。

3 9

9＋ 3
31 2

例

そのきまりは，
どんな2けたの数でも
いえるのかな？

文字を使うと
そのきまりが
説明できるのかな？

計算の手順
①　好きな 2けたの数を思いうかべる。
②　思いうかべた数の十の位の数と一の位の
　　数を入れかえる。

③　①と②の数をたす。

＋ ＋ ＋

2節　文字式の利用　25▼ 2 年 p.12-14

5

1章

1節

式の計算
式の計算

　けいたさんとかりんさんは，友だちと世界一周旅行について
話しています。

　赤道のまわりに，地表から 1m離
はな

してつくった世界一周道路と
赤道の長さの差を考えてみましょう。

世界一周道路をつくろう

赤道から離して道路を
つくると，その長さは
赤道より長くなるよね？

車に乗って世界を
一周してみたいな

例えば，地表から1m
離れていたら，赤道よりも
どれぐらい長くなるのかな？

赤道のまわりに世界を
一周できるような
道路があれば可能だね

みんなで話しあってみよう

　世界一周道路と赤道の長さの差は，次のどれと

同じぐらいでしょうか。

①　バドミントンのコート（ダブルス）
　　の横

よこ

幅
はば

（約 6 m）
②　大

おお

通
どおり

（札
さっ

幌
ぽろ

市）の横幅
　　（約 100 m）

③　瀬
せ

戸
と

大橋（海
かい

峡
きょう

部）の長さ
　　（約 9.4 km）

④　東北新幹線　東京-新青森間の
　　営業距

きょ

離
り

（約 700 km）

地球の赤道の半径は
約 6378000mだよ

⑤　月の半径
　　（約 1700 km） 計算して求める

ことができるかも
しれない

12　1章　式の計算

10

5

1章

1節

式の計算
式の計算

　けいたさんとかりんさんは，友だちと世界一周旅行について
話しています。

　赤道のまわりに，地表から 1m離
はな

してつくった世界一周道路と
赤道の長さの差を考えてみましょう。

世界一周道路をつくろう

赤道から離して道路を
つくると，その長さは
赤道より長くなるよね？

車に乗って世界を
一周してみたいな

例えば，地表から1m
離れていたら，赤道よりも
どれぐらい長くなるのかな？

赤道のまわりに世界を
一周できるような
道路があれば可能だね

みんなで話しあってみよう

　世界一周道路と赤道の長さの差は，次のどれと

同じぐらいでしょうか。

①　バドミントンのコート（ダブルス）
　　の横

よこ

幅
はば

（約 6 m）
②　大

おお

通
どおり

（札
さっ

幌
ぽろ

市）の横幅
　　（約 100 m）

③　瀬
せ

戸
と

大橋（海
かい

峡
きょう

部）の長さ
　　（約 9.4 km）

④　東北新幹線　東京-新青森間の
　　営業距

きょ

離
り

（約 700 km）

地球の赤道の半径は
約 6378000mだよ

⑤　月の半径
　　（約 1700 km） 計算して求める

ことができるかも
しれない

1節　式の計算　13

20

15

10

5

　けいたさんは，地球の半径を 6378000mとして，
次のように求めました。

文字式の計算について，さらに進めましょう。

世界一周道路と赤道の長さの差を考えましょう。

　これを見ていたかりんさんは，1年生のときに学んだ文字を使って，
次のように求めました。

赤道の長さは，　2<×6378000（m）
一周道路の長さは，　2<×（6378000＋1）（m）
その差は，
　　2<×（6378000＋1）－2<×6378000
　＝12756002<－12756000<
　＝2<
　　　　　　　　　　　　約 6m

地球の半径を rmとすると，
赤道の長さは，　2<×r（m）
一周道路の長さは，　2<×（r＋1）（m）
その差は，
　　2<×（r＋1）－2<×r

　＝2<r＋2<－2<r

　＝2<
　　　　　　　　　　　　約 6m

たった 6m
なんだ ！

半径には
関係ないんだね

計算が
たいへんだ ！

文字の部分が
消えたよ ！

14　1章　式の計算


