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この本の構成と使い方

この教科書で学ぶみなさんへ

みんなで学ぼう編の構成と使い方

章の学習

　　　３章　方程式

　　　６章　空間図形

　　　７章　データの活用

　　　３章　一次関数

　　　７章　箱ひげ図とデータの活用

　　　３章　二次方程式

もっと練習しよう
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自分から学ぼう編の構成

学びのあしあと

算数をふりかえろう
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学びをいかそう
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1
「未来へひろがる数学」のご紹介

教科書の構成
主体的・対話的で深い学びの実現のためには，学校での学習と家庭など授業外での
学習の両方が大切です。
そのため，「未来へひろがる数学」では，　　　　　　　　　と　　　　　　　　　の
２部構成にしています。

授業中にみんなで取り組む必修部分

表の表紙から
はじまる
横開き構成

生徒が自分から取り組むオプション部分

裏の表紙から
はじまる
縦開き構成

章の学習

みんなで学ぼう 編 自分から学ぼう 編

みんなで学ぼう 編 自分から学ぼう 編

学習指導要領によって定められた，その学年で
学ぶ必修内容を網羅しています。章の学習に取
り組むことで，基礎・基本を確実に身につける
ことができます。

その章の学習が定着しているかどうかを確認す
ることができる問題を掲載しています。

章の学習の問と同程度の難易度の問題を掲載し
ています。授業中の補充問題や自学・自習用の
問題として扱うことができます。

この教科書での学びの記録を残すことができま
す。記録を残すことによって，自らの学びの評
価・改善につながります。

算数の学習内容のうち，特に苦手とする生徒が
多い内容を掲載しています。

基本的な問題から発展的な問題，過去の高校入
試問題までを掲載しています。これまでの学習
の総仕上げとして取り組むことができます。

学んだ数学を使って身のまわりの問題を解決す
る課題や，数学を発展，深化させる探究課題な
どを掲載しています。

もっと練習しよう

章末問題
（1年のみ）

学びのあしあと▶　ページ18

▶　ページ40

▶　ページ98

▶　ページ4

▶　ページ7

▶　ページ9

▶　ページ15

1年 1年

1



■問題を発見・解決し，深める
　力の育成
　利用の節や項などで，身のまわりの
　問題を発見・解決し，深めるまでの流れを
　４段階に分けてわかりやすく示しています。
　このステップをくり返し目にすることで，
　自分から問題を発見・解決し，深める
　力が身につきます。

■データの活用領域
　・1年7章「データの活用」では，統計的な問題解決の
　　PPDACサイクルを意識して学習に取り組めるように，
　　流れやページ構成を工夫しています。

　・2年7章「箱ひげ図とデータの活用」では，
　　箱ひげ図を問題解決に利用することを重視し，
　　導入課題を工夫しています。

　・データの活用領域では，３学年を通して，「批判的に考察する力」を
　　身につけられるような場面を随所に設けています。

3

▶　ページ31

▶　ページ56

▶　ページ82

▶　ページ63 ▶　ページ86

■数学を学ぶ意義や有用性の実感
　身のまわりの題材を取り上げているので，数学を学ぶ意義や有用性を感じながら，
　主体的に学べます。

■確かな学力の定着
　基礎・基本を大切にした例や，理解の定着を確認できる章末問題，
　学びを記録するしくみなどによって，確かな学力が身につきます。

■数学的な見方・考え方
　授業の中で，数学的な見方・考え方を働かせ，それをふり返るしくみを設けているので，
　これからの数学の学習や生活の役に立つ見方・考え方が自然と身につきます。

2

改訂のポイント

▶　ページ18

▶　ページ25

▶　ページ40

▶　ページ53

▶　ページ15

▶　ページ4

▶　ページ6
1年 1年1年 1年
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5

単元一覧

前
期

後
期

１
学
期

２
学
期

３
学
期

１章　正の数・負の数
　１節　正の数・負の数
　２節　正の数・負の数の計算
　３節　正の数・負の数の利用
２章　文字の式
　１節　文字を使った式
　２節　文字式の計算
３章　方程式
　１節　方程式
　２節　方程式の利用
４章　変化と対応
　１節　関数
　２節　比例
　３節　反比例
　４節　比例，反比例の利用
５章　平面図形
　１節　直線と図形
　２節　移動と作図
　３節　円とおうぎ形
６章　空間図形
　１節　立体と空間図形
　２節　立体の体積と表面積
７章　データの活用
　１節　ヒストグラムと相対度数
　２節　データにもとづく確率

前
期

後
期

１
学
期

２
学
期

３
学
期

１章　式の計算
　１節　式の計算
　２節　文字式の利用
２章　連立方程式
　１節　連立方程式
　２節　連立方程式の利用
３章　一次関数
　１節　一次関数とグラフ
　２節　一次関数と方程式
　３節　一次関数の利用
４章　図形の調べ方
　１節　平行と合同
　２節　証明
５章　図形の性質と証明
　１節　三角形
　２節　四角形
６章　場合の数と確率
　１節　場合の数と確率
７章　箱ひげ図とデータの活用
　１節　箱ひげ図

前
期

後
期

１
学
期

２
学
期

３
学
期

１章　式の展開と因数分解
　１節　式の展開と因数分解
　２節　式の計算の利用
２章　平方根
　１節　平方根
　２節　根号をふくむ式の計算
　３節　平方根の利用
３章　二次方程式
　１節　二次方程式
　２節　二次方程式の利用
４章　関数 y＝ax²
　１節　関数とグラフ
　２節　関数 y＝ax²の値の変化
　３節　いろいろな事象と関数
５章　図形と相似
　１節　図形と相似
　２節　平行線と線分の比
　３節　相似な図形の計量
　４節　相似の利用
６章　円の性質
　１節　円周角と中心角
　２節　円の性質の利用
７章　三平方の定理
　１節　直角三角形の３辺の関係
　２節　三平方の定理の利用
８章　標本調査とデータの活用
　１節　標本調査

1 年 2 年 3 年

※　　　　はこの冊子に収録しています。

■QRコンテンツ
　学びに役立つコンテンツを多数ご用意しています。

　・「章末問題」と「力をつけよう」の全ての
　　問題の考え方と詳しい解説

■キャリア教育
　社会や様々な職業に関連する題材を扱っています。

■他教科との連携
　・理科 … 雷

　・理科 … 光の反射

・立体の展開の様子を表すアニメーション

・データを入力すると，簡単にヒストグラムや
　箱ひげ図をかくことができる統計ツール

■プログラミング的思考の育成
　これまでに学んだ数学の内容とプログラミング
　的思考を融合した題材を取り上げています。

・社会 … 時差

・家庭 … クッキーのつくり方

4

▶　ページ41

▶　ページ72

▶　ページ38

▶　ページ48

▶　ページ90

▶　ページ19 ▶　ページ17

▶　ページ15

▶　ページ231年 1年1年 1年
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この本の構成と使い方

章で学んだことがらをしっかりと確認し，

いろいろな問題に取り組んで，学んだ

ことがらを身につけましょう。

学びをたしかめよう 学びを身につけよう問題をもっと練習したい

ときや，授業中に　　 が

早く終わったときなどに，

取り組んでみましょう。 

もっと練習しよう

みんなで学ぼう 編

問

自分から学ぼう 編

この本は，　　　　　　　　　　　　　　  と　　　　　　　　　　　　　 に分かれています。

この本を使って，数学のおもしろさを感  じながら，いっしょに学んでいきましょう。

自分から学ぼう 編みんなで学ぼう 編

章の学習
みんなで考えたり，話しあったり，問題に取り組んだりしながら，数学

の世界をひろげ，学んだことがらを利用していきましょう。

章末問題

学んだことがらを身のまわりで利用

したり，さらに深めたりすることが

できる題材に取り組みましょう。

これから学ぶ数学のことがらと

関連する算数で学んだことがら

を確認して，しっかりと準備を

しておきましょう。

自分自身の学びの記録を残して，

これからの学びにつなげましょう。

学びのあしあと
1 年生で学んだことがらの総仕上げと

して，この問題に取り組みましょう。

1年 1年1年 1年
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「自分から学ぼう編」に分かれていることを
わかりやすく説明しています。
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この教科書で学ぶみなさんへ
新しい生活がはじまって，どきどきわくわくしながら， 
これからの学校生活を思いえがいていることでしょう。
いろいろな経験が，みなさんをどんどん成長させていきます。
勉強に限らず，いろいろなことに積極的に取り組んで， 
充
じゅう

実
じつ

した毎日を送ってください。
この本は，みなさんが楽しく数学を学ぶことができるように 
くふうされています。考えることや学ぶことの楽しさ， 
数学のおもしろさを感じながらいっしょに学んでいきましょう。
さあ，楽しい数学のはじまりです。

けいた
活発で，何事にも 
興味をもって取り組み 
ます。疑問に思った 
ことをそのままに 
しないで，解決しよう 
とする姿は，みんなを 
いつも感心させます。

かりん
自分の考えをしっかり 
もって，それをわかり 
やすく説明する姿は， 
みんなのあこがれです。
ノートのとり方も 
じょうずで，みんなが 
お手本にするほどです。

つむぎ
考えることが大好きで，ここぞと 
いうときに，たよりになる存在です。

保護者の方へ
入学したばかりの子どもたちは，これまで小学校で学んできた算数から数学という教科にかわり，戸惑いや不安を 
抱いているかもしれません。しかし，勉強のしかたは，算数のときと変わりません。
この教科書は，数学的な知識をしっかりと定着させるだけでなく，数学を活用して身のまわりの問題を解決していく 
内容も充実させています。
ぜひ，保護者の方も，この教科書を通じて，家庭・地域などでも子どもたちといっしょに数学の楽しさにふれ， 
考えることの楽しさを実感してみてください。

（この教科書では，QR コードを掲載しています。QR コードを読み取って見ることのできる情報は無料ですが， 
インターネット接続に必要な費用やパケット通信料などは，使用される方のご負担になります。通信環境をご確認の上， 
ご利用ください。）

1

ひろげよう

節とびら

みんなで学ぼう 編

例や例題などで学んだことがらを
確認する問題です。
同じような問題をもう少し解き 
たいときには，　　　　　を見て，

　　　　　　　　　  に取り組み

ましょう。

新しい節の学びがはじまる活動の場面です。

学んだことがらを理解するための
具体的な例です。
1つずつ，しっかりと理解して 
いきましょう。

新しい学びがはじまるきっかけと 
なる問題です。この問題から，
数学の世界をひろげていきましょう。

学んだことがらを， 
より深めるための 
問題です。

練習問題練習問題

これまでに学んだことがらを
使って解くことができる問題 
です。

には，その問題を解く
ときの考え方が書かれている 
ので，参考にしながら問題に 
取り組みましょう。 
ノートに示されている解答は， 
標準的な解答の書き方です。

例題
1

考え方

ア

ウ エ

オ カ

キ ク

ケ コ

サ シ
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タ チ
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ツ テ ト
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①書いている

②驚いている

③ひらめいた

④考えている

⑤観察している

⑥ポイント（左・右）

⑦普通（立・座・喜んでいる）

⑧なるほど

⑨困っている

p.200 問 10

p.00

もっと練習しよう
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3章 方程式
１日乗り放題のチケットを買った方がいい？

けいたさんとかりんさんのグループは，	

校外学習で，A駅から B駅まで電車で	

行き，B駅がある町の中の決められた	

エリア内で，バスを使って見学をして	

まわることになりました。どんな場所を	

まわろうかと，計画を立てています。

1

あの場所にも 
行ってみたいな

この場所に
行こうよ

移動に使う電車やバスについて	

調べていると，次のことが	

わかりました。

・電車の料金は片道 240円	

である。

・バスは，距
きょ

離
り

にかかわらず，	

1回乗るごとに 180円かかる。

・電車とバスが１日乗り放題に	

なるチケットが 1200円で	

販
はん

売
ばい

されている。

2

けいたさんは，バスに何回乗った

ときに，1日乗り放題チケットと	

同じ金額になるのかを考えることに	

しました。

3

乗り放題の 
チケットを 
買った方が 
いいのかな

方程式節1

けいたさんは，次のような図をかいて考えることにしました。

説明しよう

1回ずつバスの料金を払
はら

う場合と，電車とバスの	

1日乗り放題チケットを買う場合の金額が同じに	

なるのは，バスに何回乗るときでしょうか。

上の線分図を利用して説明しましょう。

4

電車の料金の合計バスの料金の合計

1日乗り放題チケットの代金
バスの料金の 
合計は…

かりんさんは，文字式を利用して考えることにしました。

バスに乗る回数を x回とすると，金額の関係は，

(x回分の
バスの料金)+(往復の電車の料金) = (1日乗り放題

チケットの代金)
となるので，

等式

が成り立ちます。

5

上の図で求めたバスに乗る回数が， 

この等式を成り立たせるxの値のはずだね
このxの値は，どのように 

求めたらいいのかな？

等式を成り立たせる文字の値を求めることについて学びましょう。
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問 1 	 次の比例式を解きなさい。
⑴	 x：8 = 3：2	 ⑵	 3：4 = x：5

	比例式の性質について学びましょう。
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。

 a：4＝c：5
 a

4 ＝
c
5

a
4 ×4×5＝

c
5 ×4×5

 5a＝4c

比の値

×4×5

a：4 = c：5 5a = 4c

外側の項の積

内側の項の積このことは，どんな比例式でも成り立ちます。

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
ad

a：b＝c：d
bc

比例式の性質

比例式の性質を使って比例式を解く
例 1

⑴	 x：6 = 7：3
	 	 	 3x = 42
	 	 	 	 x = 14

⑵	 x：(x+4) = 2：3
    3x = 2(x+4)
    3x = 2x+8
	 	 	 	 x = 8

問 2 	 次の比例式を解きなさい。
⑴	 x：21 = 3：7	 ⑵	 15：6 = x：8⑶	 9：4 = 2：x	 ⑷	 (x+2)：x = 5：3

p.244	 6

比例式を，比の値が等しいことを使って，これまでに学んだ方程式になおして解いた。

練習問題

3 比と比例式
1 	 次の比例式を解きなさい。

⑴	 3：12 = x：36	 	 	 	 ⑵	 12：x = 4：7⑶	 x： 1
2 = 4： 15

2 	 	 	 	 ⑷	 x：3 = (x+3)：4

話しあおう
かりんさんの疑問についてどう思いますか。

2

自分の年齢の３倍や２倍が 先生の年齢になるのは何年後かな？
先生の手紙に書かれていることだけで，求めることができるかな？

先生の誕生日に，クラスのみんなからお祝いのことばを伝えました。
次の日，先生から手紙をもらいました。

1

クラスのみなさんへ

みなさんからのお祝いのことば，とてもうれしかったです。13歳
さい

のみなさんは，これからどんどん成長して，	あっという間に，みなさんの年
ねん

齢
れい

の 3倍が先生の年齢になり，	またしばらくすると，みなさんの年齢の 2倍が先生の年齢になります。
みなさんが成長した姿が楽しみです。これからもいっしょに，楽しい学校生活を送りましょう。

先生より

何年後かな？
利用場面

方程式を利用して，いろいろな問題を解決しましょう。

節 方程式の利用2
5

10

15

20

5

10

の構成と使い方

問 1

例 1

5

10

15

1年 1年1年 1年

8

キャラクターを登場させて，
生徒が楽しく主体的に学習
できるようにしています。
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例 1

5

10

15

1年 1年1年 1年

9

「みんなで学ぼう編」の
構成と使い方がわかる
ようになっています。
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25 ページ

25 ページ

関連することがらが，
に

あることを示しています。
積極的に取り組んでみましょう。

これまでに学んだ関連 
することがらが書かれて 
います。身について 
いないことがらがあれば，
復習しておきましょう。

本文の学習の 
ポイントなどが 
まとめられて 
います。

自分から学ぼう編 00〜00

もし，こうだったら，
どうなるのかな？

前に出てきた
この考え方を
使ってみようかな
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ツ テ ト
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■株式会社 新興出版社啓林館さま　キャラクター最終データ 2018.6.6　蔦澤あや子

①書いている

②驚いている

③ひらめいた

④考えている

⑤観察している

⑥ポイント（左・右）

⑦普通（立・座・喜んでいる）

⑧なるほど

⑨困っている

これらのマークがついている
問題では，定規，コンパス，
分度器を用意しましょう。

このマークがついている 
問題では，電

でん
卓
たく

を使っても 
かまいません。

数学ライブラリー

その章で学んだことがらにまつわるお話です。
学んだことがらとどんな関係があるのかを考えながら 
読みましょう。また，興味をもった内容があれば， 
くわしく調べたり，実際にやってみたりしましょう。

いろいろな場面で役立つ数学的な見方・考え方を身につけよう

その場面ではたらかせたいろいろな数学的な
見方・考え方の 1つが書かれています。
これらの数学的な見方・考え方を，いろいろな 
場面で活用してみましょう。

自分から問題を生み出す力を身につけよう

みなさん自身から，問題をひろげたり，深めたりする 
視点を示しています。 
このマークがないところでも，どんどん問題をひろげたり，
深めたりしていきましょう。
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■株式会社 新興出版社啓林館さま　キャラクター最終データ 2018.6.6　蔦澤あや子

①書いている

②驚いている

③ひらめいた

④考えている

⑤観察している

⑥ポイント（左・右）

⑦普通（立・座・喜んでいる）

⑧なるほど

⑨困っている

自分から学ぼう 編

学習の役に立つ情報や参考になる情報を見ることができます。
QRコードをタブレット PCやスマートフォンのアプリで読みとりましょう。

※QRコード読みとり対応機器以外で使うときには，下記の URLにアクセスしてください。
	 https://k-qr.com/1m1

※この情報は，すべての生徒が一律に学習する必要はありません。

ふりかえり
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話しあおう説明しよう

話しあおう

説明しよう

まとめよう

まとめよう
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①書いている

②驚いている

③ひらめいた

④考えている

⑤観察している

⑥ポイント（左・右）

⑦普通（立・座・喜んでいる）

⑧なるほど

⑨困っている
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①書いている

②驚いている

③ひらめいた

④考えている

⑤観察している

⑥ポイント（左・右）

⑦普通（立・座・喜んでいる）

⑧なるほど

⑨困っている

「話
す」と

き

表現する力を身につけよう

・	 ・　　　　　　　		は，

学んだことを表現することで，理解を深めたり，学びをひろげたりする活動です。

考えたことやわかったことなどを，ほかの人に伝えることで， 
理解を深めます。

みんなで話しあうことで，理解を深めたり，自分ひとりでは 
気づかなかった考えに出会ったりすることができ，学びがひろがります。

これまでに学んできたいくつかの内容をふり返ったり，くらべたりする 
ことで，学びを深めます。

説明したり，意見を述べたりするときには，

説明や意見を聞くときには，

自分の考えを整理して，
具体的にわかりやすく
伝えましょう。

自分の考えとくらべながら聞きましょう。

疑問に思ったことがあれば，説明や 
意見を聞いたあとに質問しましょう。

たいせつだと感じたことや 
気づいたことを書きとめましょう。

自信をもって，大きな
声で，はっきりと話し
ましょう。

伝えたい人の方を見て
話しましょう。

聞いたことや話しあったことをまとめ， 
ほかの人がまとめたものとくらべたり， 
意見や感想を聞いたりしましょう。

意見を聞いたり，話しあったりした 
ことで，自分の考えが変わったとき 
には，書きとめておきましょう。

「聞
く」と

き

5

10

15

1年 1年1年 1年

10

QRコードを読み取ると，
QRコンテンツの目次を
見ることができます。
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関連することがらが，
に

あることを示しています。
積極的に取り組んでみましょう。

これまでに学んだ関連 
することがらが書かれて 
います。身について 
いないことがらがあれば，
復習しておきましょう。

本文の学習の 
ポイントなどが 
まとめられて 
います。

自分から学ぼう編 00〜00

もし，こうだったら，
どうなるのかな？

前に出てきた
この考え方を
使ってみようかな
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①書いている

②驚いている

③ひらめいた

④考えている

⑤観察している

⑥ポイント（左・右）

⑦普通（立・座・喜んでいる）

⑧なるほど

⑨困っている

これらのマークがついている
問題では，定規，コンパス，
分度器を用意しましょう。

このマークがついている 
問題では，電

でん
卓
たく

を使っても 
かまいません。

数学ライブラリー

その章で学んだことがらにまつわるお話です。
学んだことがらとどんな関係があるのかを考えながら 
読みましょう。また，興味をもった内容があれば， 
くわしく調べたり，実際にやってみたりしましょう。

いろいろな場面で役立つ数学的な見方・考え方を身につけよう

その場面ではたらかせたいろいろな数学的な
見方・考え方の 1つが書かれています。
これらの数学的な見方・考え方を，いろいろな 
場面で活用してみましょう。

自分から問題を生み出す力を身につけよう

みなさん自身から，問題をひろげたり，深めたりする 
視点を示しています。 
このマークがないところでも，どんどん問題をひろげたり，
深めたりしていきましょう。
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①書いている

②驚いている

③ひらめいた

④考えている

⑤観察している

⑥ポイント（左・右）

⑦普通（立・座・喜んでいる）

⑧なるほど

⑨困っている

自分から学ぼう 編

学習の役に立つ情報や参考になる情報を見ることができます。
QRコードをタブレット PCやスマートフォンのアプリで読みとりましょう。

※QRコード読みとり対応機器以外で使うときには，下記の URLにアクセスしてください。
	 https://k-qr.com/1m1

※この情報は，すべての生徒が一律に学習する必要はありません。
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①書いている

②驚いている

③ひらめいた

④考えている

⑤観察している

⑥ポイント（左・右）

⑦普通（立・座・喜んでいる）

⑧なるほど

⑨困っている
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①書いている

②驚いている

③ひらめいた

④考えている

⑤観察している

⑥ポイント（左・右）

⑦普通（立・座・喜んでいる）

⑧なるほど

⑨困っている

「話
す」と

き

表現する力を身につけよう

・	 ・　　　　　　　		は，

学んだことを表現することで，理解を深めたり，学びをひろげたりする活動です。

考えたことやわかったことなどを，ほかの人に伝えることで， 
理解を深めます。

みんなで話しあうことで，理解を深めたり，自分ひとりでは 
気づかなかった考えに出会ったりすることができ，学びがひろがります。

これまでに学んできたいくつかの内容をふり返ったり，くらべたりする 
ことで，学びを深めます。

説明したり，意見を述べたりするときには，

説明や意見を聞くときには，

自分の考えを整理して，
具体的にわかりやすく
伝えましょう。

自分の考えとくらべながら聞きましょう。

疑問に思ったことがあれば，説明や 
意見を聞いたあとに質問しましょう。

たいせつだと感じたことや 
気づいたことを書きとめましょう。

自信をもって，大きな
声で，はっきりと話し
ましょう。

伝えたい人の方を見て
話しましょう。

聞いたことや話しあったことをまとめ， 
ほかの人がまとめたものとくらべたり， 
意見や感想を聞いたりしましょう。

意見を聞いたり，話しあったりした 
ことで，自分の考えが変わったとき 
には，書きとめておきましょう。

「聞
く」と

き

5
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11

話しあいをするときの
注意点を示しています。
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4

［ 3章 方程式 ］では…

利用場面

場面の状況を整理し，
問題を設定しよう

見通しを立てて，
問題を解決しよう

問題をひろげたり，
深めたりしてみよう

ステップ1

ステップ2

ステップ3

疑問などを解決したり，ひろげたり，深めたりする力を身につけよう

身のまわりの問題を，数学を活用して解決するときの考え方が，次のように	

示されています。

何かの疑問や解決したい問題に出会ったとき，この考え方を参考にしてみましょう。

解決の手がかりが見つかったり，新しい発見ができたりするかもしれません。

けいたさんは，先生の現在の年齢が 
わからないと，考えることができないと思い，
先生の年齢を聞きました。そして，何年後に， 
先生の年齢が，けいたさんの年齢の 3倍に 
なるのかについて考える問題をつくりました。

けいたさんとかりんさんは，先生からもらった
手紙を読んで，何年後に，先生の年

ねん
齢
れい

が自分の 
年齢の 3倍や 2倍になるのかについて， 
疑問に思いました。

けいたさんは，何年後に，先生の年齢が 
けいたさんの年齢の 5倍になるのかについても
考え，その結果について，みんなで話しあい 
ました。

けいたさんは，ステップ 1 でつくった問題を
解決するために，問題の中の数量に着目して，
数量の関係を見つけました。そして，x年後に，
先生の年齢がけいたさんの年齢の 3倍や 2倍に
なるとして，方程式をつくって考えました。

5

10

15

20

25

30

5

章末問題

学びを身につけよう

学びをたしかめよう

学びをたしかめよう

章末問題

　　　　　　　　　　 で，基本的なことがらが理解できていることを
確認したら，この問題に取り組みましょう。

学びをたしかなものにしよう

その章で学んだ基本的なことがらが理解できているかどうかを確認する 
問題です。問題を解くことができたら，　  に印をつけましょう。解けない 
問題があったときには，右側に書かれたページにもどって復習しましょう。

学びを身につけよう

84 85

文
字
の
式

2
章

次の計算をしなさい。

⑴	 -3x+9-(2x-1)	 ⑵	 5y-2-(4-6y)

⑶	 100(0.3x-1.05)	 ⑷	 (450x-180)/(-90)

⑸	 12* 3x-2
4 	 ⑹	 -6( 3

2 x- 1
3 )

⑺	 5(7y-2)-4(6y+3)	 ⑻	 6(y-4)+2(9y+6)

5

次の文字式の中で，a = - 1
3 のとき，その式の値が，	

もっとも大きくなるものはどれですか。

また，もっとも小さくなるものはどれですか。

2a， a2， 1
a ， -a， - 1

a2

4

縦 a cm，横 b cm，高さ c cmの直方体があります。
このとき，次の式は何を表していますか。

また，その単位をいいなさい。

⑴	 abc	 ⑵	 4(a+b+c)

a cm
b cm

c cm

3

⑶	 台形
	

c cm

a cm

h cm

b cm

⑵	 平行四辺形

	

b cm h cm

a cm

⑴	 正三角形
	

a cm
h cm

次の⑴～⑶の図形について，面積を表す式を，それぞれ書きなさい。2

次の数量を表す式を書きなさい。

⑴	 時速 x kmで 2時間歩いたときの道のり
⑵	 100枚入りで a円の折り紙を買ったときの 1枚あたりの値段
⑶	 y kgの米があり，そこから x g使ったときの残りの重さ

1

立方体のさいころは，1と 6，2と 5，	
3と 4の目が，それぞれ向かいあう	
面にあります。右の図のように，	

いちばん上にあるさいころの上の	

面の目の数が 5で，n個のさいころが	
重なっています。さいころが	

重なっている面の目と，いちばん下の	

さいころの底の面の目の数をすべて	

たすと，いくつになりますか。

n個

重
な
っ
て
い
る
面

底
の
面

10

自分から学ぼう編 31〜32

お手玉をつくろう

25 2525

25 25

25

25

25

25

25 ページ

25 ページ（ ）

解答

25 ページ

25 2525

25 25

25

25

25

25

25 ページ

25 ページ（ ）

解答

25 ページ

x個のクッキーを，1人に 4個ずつ y人に配ると 3個余ります。
x，yの関係を表している次の (ア)～(エ)のうち，正しいものを	
すべて選びなさい。

(ア)	 x+3 = 4y	 	 	 	 (イ)	 x-4y = 3
(ウ)	 x > 4y+3	 	 	 	 (エ)	 x > 4y

9

正の整数のわり算では，

(わられる数) = (わる数)*(商)+(余り)
の関係があります。

正の整数 aを 3でわったときの商を b，余りを cとするとき，	
a，b，cの関係を等式に表しなさい。

8

次の数量の関係を，等式か不等式に表しなさい。

⑴	 x個のいちごを，1人に 6個ずつ y人に配ると 2個たりない。
⑵	 ある数 xに 7をたした数は，もとの数 xの 2倍より小さい。
⑶	 画用紙を，1人に 5枚ずつ x人に配ると，100枚ではたりない。

7

A = 4x+3，B = -2x+1とするとき，次の式を計算しなさい。
⑴	 A+B	 ⑵	 2A-3B

6

2 次元
コード
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20
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学びをたしかめよう

82 83
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章

2章		章末問題
2章で学習したこと

次の式の項をいいなさい。

また，文字をふくむ項について，係数をいいなさい。

⑴	 3-4a	 	 	 	 ⑵	 -x+5y+2

6

x = 4，y = -3のとき，次の式の値を求めなさい。

⑴	 3x+5y	 	 	 	 ⑵	 2x- 1
3 y

5

x = 5のとき，次の式の値を求めなさい。
⑴	 5x+2	 	 	 	 ⑵	 4-7x

⑶	 15
x 	 	 	 	 ⑷	 x2

4

次の数量を表す式を書きなさい。

⑴	 1本 x円のジュース 5本の代金
⑵	 12本 x円の鉛筆の 1本あたりの代金
⑶	 分速 60 mで a分歩いたときの道のり
⑷	 b kgの品物の 31％の重さ

3

次の式を，記号*，/を使って表しなさい。
⑴	 2mn	 	 	 	 ⑵	 x3y

⑶	 8a+3b	 	 	 	 ⑷	 4(x+y)- z
5

2

次の式を，文字式の表し方にしたがって書きなさい。

⑴	 25*a	 	 	 	 ⑵	 -x*y*x
⑶	 x/3	 	 	 	 ⑷	 (m+n)/2
⑸	 10*a+15	 	 	 	 ⑹	 x*3-y/2

1

6

文字式の項と係数
について理解して
いますか。

 p.69

5

文字が 2つ以上あ
る式の値を求める
ことができますか。

 p.67

4

式の値を求めるこ
とができますか。

 p.65〜p.66

3

数量を文字式に表
すことができます
か。

 p.62〜p.64

2

式を記号×，÷
を使って表すこと
ができますか。

 p.60〜p.61

1

文字式の表し方を
理解していますか。

 p.60〜p.61

1年生が x人，2年生が y人います。
このとき，次の不等式はどんなことを表していますか。

x > y+10

11

次の数量の関係を，等式か不等式に表しなさい。

⑴	 ある数 xに 6を加えると，その和が 12になる。
⑵	 ある数 yに 10を加えると，その和は 15以上である。
⑶	 a本の鉛筆を，1人に 5本ずつ b人に配ると	

3本余る。

10

次の計算をしなさい。

⑴	 2x*(-2)	 	 	 	 ⑵	 -12y*4

⑶	 4x/(-4)	 	 	 	 ⑷	 -9x/ 3
2

⑸	 3(x+5)	 	 	 	 ⑹	 -2(4x-3)

⑺	 (9x+12)/3	 	 	 	 ⑻	 (-12x+8)/(-2)

⑼	 y-2
3 *9	 	 	 	 ⑽	 4(3a+1)-2(5a+4)

9

次の 2つの式をたしなさい。
また，左の式から右の式をひきなさい。

⑴	 8x+2，6x-2	 	 	 ⑵	 -3y+10，9y-7

8

次の計算をしなさい。

⑴	 9x-x	 	 	 	 ⑵	 -8x+3x
⑶	 7a+4+3a-5		 	 	 ⑷	 9y-8-4y+7
⑸	 5x+(7+3x)	 	 	 	 ⑹	 -2a-(8a+3)

7

11

関係を表す式の意
味を理解していま
すか。

 p.79〜p.80

10

数量の関係を等式
や不等式に表すこ
とができますか。

 p.77〜p.79

9

文字式と数の乗除
の計算ができます
か。

 p.74〜p.76

8

2つの式を，たし
たりひいたりする
ことができますか。

 p.72〜p.73

7

文字式の加減の計
算ができますか。

 p.70〜p.72

2 次元
コード

5

10

15

20

5

10

15

20取り組んだ問題について，
の　　　　　　　　　に記録しておきましょう。 
あとで復習するときに役立ちます。

QRコードから，　　　　　　のそれぞれの問題を解くときの
たいせつなポイントや，くわしい解説を見ることができます。
自分で答えあわせをするときに，参考にしてみましょう。

学びのあしあと
自分から学ぼう 編

解答を見て，	
答えあわせをしよう

1 2 3 4 5

6

1 2 3 4 5

6 7 9 108

学習日　　　　 /　　　　～　　　　/　　　

力をつけよう

学びを身につけよう

学びをたしかめよう

学びをいかそう

同じように考える

これまでに学んだ	正の数＋正の数	の計算と
同じように，負の数＋正の数，正の数＋負の
数，負の数＋負の数	の計算を考えた。

正の数・負の数1章

最大公約数と最小公倍数発
展

何時に電話しようかな？

章末問題

みんなで学ぼう 編 p.22

5

10

15

1年 1年1年 1年

12

身のまわりの問題を発見・
解決し，深めるまでの流れを
示しています。

4

［ 3章 方程式 ］では…

利用場面

場面の状況を整理し，
問題を設定しよう

見通しを立てて，
問題を解決しよう

問題をひろげたり，
深めたりしてみよう

ステップ1

ステップ2

ステップ3

疑問などを解決したり，ひろげたり，深めたりする力を身につけよう

身のまわりの問題を，数学を活用して解決するときの考え方が，次のように	

示されています。

何かの疑問や解決したい問題に出会ったとき，この考え方を参考にしてみましょう。

解決の手がかりが見つかったり，新しい発見ができたりするかもしれません。

けいたさんは，先生の現在の年齢が 
わからないと，考えることができないと思い，
先生の年齢を聞きました。そして，何年後に， 
先生の年齢が，けいたさんの年齢の 3倍に 
なるのかについて考える問題をつくりました。

けいたさんとかりんさんは，先生からもらった
手紙を読んで，何年後に，先生の年

ねん
齢
れい

が自分の 
年齢の 3倍や 2倍になるのかについて， 
疑問に思いました。

けいたさんは，何年後に，先生の年齢が 
けいたさんの年齢の 5倍になるのかについても
考え，その結果について，みんなで話しあい 
ました。

けいたさんは，ステップ 1 でつくった問題を
解決するために，問題の中の数量に着目して，
数量の関係を見つけました。そして，x年後に，
先生の年齢がけいたさんの年齢の 3倍や 2倍に
なるとして，方程式をつくって考えました。

5

10

15

20

25

30

5

章末問題

学びを身につけよう

学びをたしかめよう

学びをたしかめよう

章末問題

　　　　　　　　　　 で，基本的なことがらが理解できていることを
確認したら，この問題に取り組みましょう。

学びをたしかなものにしよう

その章で学んだ基本的なことがらが理解できているかどうかを確認する 
問題です。問題を解くことができたら，　  に印をつけましょう。解けない 
問題があったときには，右側に書かれたページにもどって復習しましょう。

学びを身につけよう

84 85
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次の計算をしなさい。

⑴	 -3x+9-(2x-1)	 ⑵	 5y-2-(4-6y)

⑶	 100(0.3x-1.05)	 ⑷	 (450x-180)/(-90)

⑸	 12* 3x-2
4 	 ⑹	 -6( 3

2 x- 1
3 )

⑺	 5(7y-2)-4(6y+3)	 ⑻	 6(y-4)+2(9y+6)

5

次の文字式の中で，a = - 1
3 のとき，その式の値が，	

もっとも大きくなるものはどれですか。

また，もっとも小さくなるものはどれですか。

2a， a2， 1
a ， -a，- 1

a2

4

縦 a cm，横 b cm，高さ c cmの直方体があります。
このとき，次の式は何を表していますか。

また，その単位をいいなさい。

⑴	 abc	 ⑵	 4(a+b+c)

a cm
b cm

c cm

3

⑶	 台形
	

c cm

a cm

h cm

b cm

⑵	 平行四辺形

	

b cm h cm

a cm

⑴	 正三角形
	

a cm
h cm

次の⑴～⑶の図形について，面積を表す式を，それぞれ書きなさい。2

次の数量を表す式を書きなさい。

⑴	 時速 x kmで 2時間歩いたときの道のり
⑵	 100枚入りで a円の折り紙を買ったときの 1枚あたりの値段
⑶	 y kgの米があり，そこから x g使ったときの残りの重さ

1

立方体のさいころは，1と 6，2と 5，	
3と 4の目が，それぞれ向かいあう	
面にあります。右の図のように，	

いちばん上にあるさいころの上の	

面の目の数が 5で，n個のさいころが	
重なっています。さいころが	

重なっている面の目と，いちばん下の	

さいころの底の面の目の数をすべて	

たすと，いくつになりますか。

n個

重
な
っ
て
い
る
面

底
の
面

10

自分から学ぼう編 31〜32

お手玉をつくろう

25 2525

25 25

25

25

25

25

25 ページ

25 ページ（ ）

解答

25 ページ

25 2525

25 25

25

25

25

25

25 ページ

25 ページ（ ）

解答

25 ページ

x個のクッキーを，1人に 4個ずつ y人に配ると 3個余ります。
x，yの関係を表している次の (ア)～(エ)のうち，正しいものを	
すべて選びなさい。

(ア)	 x+3 = 4y	 	 	 	 (イ)	 x-4y = 3
(ウ)	 x > 4y+3	 	 	 	 (エ)	 x > 4y

9

正の整数のわり算では，

(わられる数) = (わる数)*(商)+(余り)
の関係があります。

正の整数 aを 3でわったときの商を b，余りを cとするとき，	
a，b，cの関係を等式に表しなさい。

8

次の数量の関係を，等式か不等式に表しなさい。

⑴	 x個のいちごを，1人に 6個ずつ y人に配ると 2個たりない。
⑵	 ある数 xに 7をたした数は，もとの数 xの 2倍より小さい。
⑶	 画用紙を，1人に 5枚ずつ x人に配ると，100枚ではたりない。

7

A = 4x+3，B = -2x+1とするとき，次の式を計算しなさい。
⑴	 A+B	 ⑵	 2A-3B

6

2 次元
コード

5

10

15

20

5

10

15

20

25

学びをたしかめよう
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2章		章末問題
2章で学習したこと

次の式の項をいいなさい。

また，文字をふくむ項について，係数をいいなさい。

⑴	 3-4a	 	 	 	 ⑵	 -x+5y+2

6

x = 4，y = -3のとき，次の式の値を求めなさい。

⑴	 3x+5y	 	 	 	 ⑵	 2x- 1
3 y

5

x = 5のとき，次の式の値を求めなさい。
⑴	 5x+2	 	 	 	 ⑵	 4-7x

⑶	 15
x 	 	 	 	 ⑷	 x2

4

次の数量を表す式を書きなさい。

⑴	 1本 x円のジュース 5本の代金
⑵	 12本 x円の鉛筆の 1本あたりの代金
⑶	 分速 60 mで a分歩いたときの道のり
⑷	 b kgの品物の 31％の重さ

3

次の式を，記号*，/を使って表しなさい。
⑴	 2mn	 	 	 	 ⑵	 x3y

⑶	 8a+3b	 	 	 	 ⑷	 4(x+y)- z
5

2

次の式を，文字式の表し方にしたがって書きなさい。

⑴	 25*a	 	 	 	 ⑵	 -x*y*x
⑶	 x/3	 	 	 	 ⑷	 (m+n)/2
⑸	 10*a+15	 	 	 	 ⑹	 x*3-y/2

1

6

文字式の項と係数
について理解して
いますか。

 p.69

5

文字が 2つ以上あ
る式の値を求める
ことができますか。

 p.67

4

式の値を求めるこ
とができますか。

 p.65〜p.66

3

数量を文字式に表
すことができます
か。

 p.62〜p.64

2

式を記号×，÷
を使って表すこと
ができますか。

 p.60〜p.61

1

文字式の表し方を
理解していますか。

 p.60〜p.61

1年生が x人，2年生が y人います。
このとき，次の不等式はどんなことを表していますか。

x > y+10

11

次の数量の関係を，等式か不等式に表しなさい。

⑴	 ある数 xに 6を加えると，その和が 12になる。
⑵	 ある数 yに 10を加えると，その和は 15以上である。
⑶	 a本の鉛筆を，1人に 5本ずつ b人に配ると	

3本余る。

10

次の計算をしなさい。

⑴	 2x*(-2)	 	 	 	 ⑵	 -12y*4

⑶	 4x/(-4)	 	 	 	 ⑷	 -9x/ 3
2

⑸	 3(x+5)	 	 	 	 ⑹	 -2(4x-3)

⑺	 (9x+12)/3	 	 	 	 ⑻	 (-12x+8)/(-2)

⑼	 y-2
3 *9	 	 	 	 ⑽	 4(3a+1)-2(5a+4)

9

次の 2つの式をたしなさい。
また，左の式から右の式をひきなさい。

⑴	 8x+2，6x-2	 	 	 ⑵	 -3y+10，9y-7

8

次の計算をしなさい。

⑴	 9x-x	 	 	 	 ⑵	 -8x+3x
⑶	 7a+4+3a-5		 	 	 ⑷	 9y-8-4y+7
⑸	 5x+(7+3x)	 	 	 	 ⑹	 -2a-(8a+3)

7

11

関係を表す式の意
味を理解していま
すか。

 p.79〜p.80

10

数量の関係を等式
や不等式に表すこ
とができますか。

 p.77〜p.79

9

文字式と数の乗除
の計算ができます
か。

 p.74〜p.76

8

2つの式を，たし
たりひいたりする
ことができますか。

 p.72〜p.73

7

文字式の加減の計
算ができますか。

 p.70〜p.72

2 次元
コード

5

10

15

20

5

10

15

20取り組んだ問題について，
の　　　　　　　　　に記録しておきましょう。 
あとで復習するときに役立ちます。

QRコードから，　　　　　　のそれぞれの問題を解くときの
たいせつなポイントや，くわしい解説を見ることができます。
自分で答えあわせをするときに，参考にしてみましょう。

学びのあしあと
自分から学ぼう 編

解答を見て，	
答えあわせをしよう

1 2 3 4 5

6

1 2 3 4 5

6 7 9 108

学習日　　　　 /　　　　～　　　　/　　　

力をつけよう

学びを身につけよう

学びをたしかめよう

学びをいかそう

同じように考える

これまでに学んだ	正の数＋正の数	の計算と
同じように，負の数＋正の数，正の数＋負の
数，負の数＋負の数	の計算を考えた。

正の数・負の数1章

最大公約数と最小公倍数発
展

何時に電話しようかな？

章末問題

みんなで学ぼう 編 p.22

5

10

15

1年 1年1年 1年

13

「章末問題」は，「学びをたしかめよう」と「学びを身につけよう」
の２つのコーナーで構成し，習熟度別学習にも対応しています。
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6

ノートをくふうして，学習に役立てよう

ノートは授業の記録であるとともに，これからの学習の手がかりにもなります。

問題が解けず困ったときなどには，もう一度ノートを見なおして	

考え方のヒントを探してみましょう。きっと新たな発見があるはずです。

ノートには，黒板に書かれたことをただ写すだけではなく，	

先生の説明やほかの人の発言でたいせつだと思ったこと，	

自分で考えたことなども書き加えておきましょう。	

これらのことをノートにまとめると，知識や考えが整理され，理解が深まります。	

ここでは，いくつかのノートのとり方を紹
しょう

介
かい

します。

★
分数は 2行を
使って書こう。

★

途
と

中
ちゅう

の式も
書いておこう。

◆ 先生の説明やほかの人の発言で 
たいせつだと思ったことを書こう。

◆ ○×をつけるだけでなく，なぜ間
ま

違
ちが

えたのかを書こう。 
そして，その問題をもう一度解いて，同じ間違いを防ごう。

★ はノートを書くときに気をつけること　　　◆ はたいせつだと思ったことや自分の意見など

5

10

7

ほかの人にも伝わるように
わかりやすくまとめる 
こともたいせつだよ

★
色も使って，
わかりやすくしておこう。

★
式や答えだけでなく，
図もかいて考えよう。
図は，定規，コンパス，
分度器などを使って，
大きくていねいにかこう。

★ 「b」は「6」と見間違えないように 
ていねいに書こう。「　  」と書くこともあるよ。

◆
みんなで意見を
出しあうところでは，
自分の意見だけでなく，
ほかの人の意見も
書いて，自分の考えを
見なおしたり，さらに
深めたりしよう。

◆
疑問に思ったことを
書こう。あとで先生に
たずねたり，自分で
考えたり調べたりして
解決しておこう。

◆ 自分で考えたことや 
気づいたことも書こう。

1年 1年1年 1年

14

ノートを取るときの
ポイントや注意点を
示しています。
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6

ノートをくふうして，学習に役立てよう

ノートは授業の記録であるとともに，これからの学習の手がかりにもなります。

問題が解けず困ったときなどには，もう一度ノートを見なおして	

考え方のヒントを探してみましょう。きっと新たな発見があるはずです。

ノートには，黒板に書かれたことをただ写すだけではなく，	

先生の説明やほかの人の発言でたいせつだと思ったこと，	

自分で考えたことなども書き加えておきましょう。	

これらのことをノートにまとめると，知識や考えが整理され，理解が深まります。	

ここでは，いくつかのノートのとり方を紹
しょう

介
かい

します。

★
分数は 2行を
使って書こう。

★

途
と

中
ちゅう

の式も
書いておこう。

◆ 先生の説明やほかの人の発言で 
たいせつだと思ったことを書こう。

◆ ○×をつけるだけでなく，なぜ間
ま

違
ちが

えたのかを書こう。 
そして，その問題をもう一度解いて，同じ間違いを防ごう。

★ はノートを書くときに気をつけること　　　◆ はたいせつだと思ったことや自分の意見など

5

10

7

ほかの人にも伝わるように
わかりやすくまとめる 
こともたいせつだよ

★
色も使って，
わかりやすくしておこう。

★
式や答えだけでなく，
図もかいて考えよう。
図は，定規，コンパス，
分度器などを使って，
大きくていねいにかこう。

★ 「b」は「6」と見間違えないように 
ていねいに書こう。「　  」と書くこともあるよ。

◆
みんなで意見を
出しあうところでは，
自分の意見だけでなく，
ほかの人の意見も
書いて，自分の考えを
見なおしたり，さらに
深めたりしよう。

◆
疑問に思ったことを
書こう。あとで先生に
たずねたり，自分で
考えたり調べたりして
解決しておこう。

◆ 自分で考えたことや 
気づいたことも書こう。

1年 1年1年 1年

15

対話的な学びの記録
の例も示しています。
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8

1節 正の数・負の数  ........................  10
1  0 より小さい数  ........................  12
2  正の数・負の数で 
 量を表すこと  ...........................  15
3  絶対値と数の大小  ....................  17

2節 正の数・負の数の計算  ............  21
1  正の数・負の数の 
 加法，減法  ..............................  22
2  正の数・負の数の 
 乗法，除法  ..............................  31
3  いろいろな計算  .......................  40
4  数の世界のひろがり  ................  44

3節 正の数・負の数の利用  ............  49
1  正の数・負の数の利用  .............  50

章末問題   ...............................................  52

1節 方程式  .........................................  86
1  方程式とその解  .......................  88
2  方程式の解き方  .......................  92
3  比と比例式  ..............................  97

2節 方程式の利用  ............................  99
1  方程式の利用  ........................  100
2  比例式の利用  ........................  106

章末問題   ............................................  108

1節 関 数  ........................................  112
1  関数  ......................................  114

2節 比 例  ........................................  117
1  比例の式  ...............................  118
2  座標  ......................................  122
3  比例のグラフ  ........................  124

3節 反比例  ......................................  128
1  反比例の式  ...........................  129
2  反比例のグラフ  ....................  132

4節 比例，反比例の利用  .............  137
1  比例，反比例の利用  .............  138

章末問題   ............................................  142

1節 文字を使った式  ........................  56
1  数量を文字で表すこと  .............  58
2  文字式の表し方  .......................  60
3  式の値  .....................................  65

2節 文字式の計算  ............................  68
1  文字式の加法，減法  ................  69
2  文字式と数の乗法，除法  .........  74
3  関係を表す式  ...........................  77

章末問題   ...............................................  82

1章 正の数・負の数 3章 方程式

4章 変化と対応

2章 文字の式

目 次みんなで学ぼう 編
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1  直線と図形  ...........................  148

2節 移動と作図  ..............................  153
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2  基本の作図  ...........................  160
3  図形の移動と 

基本の作図の利用  .................  164
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1  円とおうぎ形の性質  .............  167
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章末問題   ............................................  210

1節 ヒストグラムと相対度数  .....  214
1  データを活用して， 
 問題を解決しよう  .................  216
2  整理されたデータから 

読みとろう  ...........................  229

2節 データにもとづく確率  .........  233
1  相対度数と確率  ....................  234

章末問題   ............................................  238

数学ライブラリー

5章 平面図形

6章 空間図形

7章 データの活用

もっと練習しよう  .................................  240
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目的のページが探しやすい
ように，項単位で細かく
示しています。
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3章 方程式
１日乗り放題のチケットを買った方がいい？

けいたさんとかりんさんのグループは，	

校外学習で，A駅から B駅まで電車で	
行き，B駅がある町の中の決められた	
エリア内で，バスを使って見学をして	

まわることになりました。どんな場所を	

まわろうかと，計画を立てています。

1

あの場所にも 
行ってみたいな

この場所に
行こうよ

移動に使う電車やバスについて	

調べていると，次のことが	

わかりました。

・電車の料金は片道 240円	
である。

・バスは，距
きょ

離
り

にかかわらず，	

1回乗るごとに 180円かかる。
・電車とバスが１日乗り放題に	

なるチケットが 1200円で	
販
はん

売
ばい

されている。

2

けいたさんは，バスに何回乗った

ときに，1日乗り放題チケットと	
同じ金額になるのかを考えることに	

しました。

3

乗り放題の 
チケットを 
買った方が 
いいのかな

5

10

15
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方程式節1

けいたさんは，次のような図をかいて考えることにしました。

説明しよう

1回ずつバスの料金を払
はら

う場合と，電車とバスの	

1日乗り放題チケットを買う場合の金額が同じに	
なるのは，バスに何回乗るときでしょうか。

上の線分図を利用して説明しましょう。

4

電車の料金の合計バスの料金の合計

1日乗り放題チケットの代金

バスの料金の 
合計は…

かりんさんは，文字式を利用して考えることにしました。

バスに乗る回数を x回とすると，金額の関係は，

(x回分の
バスの料金)+(往復の電車の料金) = (1日乗り放題

チケットの代金)
となるので，

等式

が成り立ちます。

5

上の図で求めたバスに乗る回数が， 
この等式を成り立たせるxの値のはずだね

このxの値は，どのように 
求めたらいいのかな？

等式を成り立たせる文字の値を求めることについて学びましょう。

5

10

1年 1年1年 1年

18
節の導入には，「学習のとびら」を
設けています。身のまわりの
題材を取り上げているので，
数学の有用性を感じながら，生徒が
主体的に学習に取り組めるように
なっています。
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あの場所にも 
行ってみたいな

この場所に
行こうよ

移動に使う電車やバスについて	

調べていると，次のことが	

わかりました。

・電車の料金は片道 240円	
である。

・バスは，距
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り

にかかわらず，	

1回乗るごとに 180円かかる。
・電車とバスが１日乗り放題に	

なるチケットが 1200円で	
販
はん

売
ばい

されている。

2

けいたさんは，バスに何回乗った

ときに，1日乗り放題チケットと	
同じ金額になるのかを考えることに	

しました。
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いいのかな
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方程式節1

けいたさんは，次のような図をかいて考えることにしました。

説明しよう

1回ずつバスの料金を払
はら

う場合と，電車とバスの	

1日乗り放題チケットを買う場合の金額が同じに	
なるのは，バスに何回乗るときでしょうか。

上の線分図を利用して説明しましょう。

4

電車の料金の合計バスの料金の合計

1日乗り放題チケットの代金

バスの料金の 
合計は…

かりんさんは，文字式を利用して考えることにしました。

バスに乗る回数を x回とすると，金額の関係は，

(x回分の
バスの料金)+(往復の電車の料金) = (1日乗り放題

チケットの代金)
となるので，

等式

が成り立ちます。

5

上の図で求めたバスに乗る回数が， 
この等式を成り立たせるxの値のはずだね

このxの値は，どのように 
求めたらいいのかな？

等式を成り立たせる文字の値を求めることについて学びましょう。

5

10

1年 1年1年 1年

19

「学習のとびら」には，必ず
言語活動のコーナーを
配置しています。

教科書ダイジェスト版_みんなで学ぼう編_p018-019.indd   19 2020/03/11   10:43



88

方
程
式

3
章

方程式とその解1
	等式を成り立たせる文字の値について学びましょう。

前ページの問題では，バスに乗る回数を x回とすると，	
次の等式が成り立ちます。

180x+480 = 1200 ……①
①の式の文字 xは，これから求めようとしているものです。

このように，まだわかっていない数を表す	

文字をふくむ等式を 方
ほう

程
てい

式
しき

 といいます。
方程式

180x＋480＝1200

まだわかって	
いない数問 1 	 上の等式①の左辺 180x+480で，xに 4を	

代入して，その式の値を求めなさい。

前ページの 説明しよう で求めた 4は，上の方程式①を	
成り立たせる xの値になっています。

4 回以上乗るなら， 
1 日乗り放題 
チケットを買おう

このように，方程式を成り立たせる文字の値を，その	

方程式の 解
かい

 といいます。
また，その解を求めることを，方

ほう

程
てい

式
しき

を解
と

く といいます。

ある値が方程式の解になっているかどうかは，次のようにして	

確かめることができます。

方程式 2x-3 = x+2で，5がこの方程式の解で	
あるかどうかを調べる。

xに 5を代入すると，
左辺= 2*5-3 = 7  右辺= 5+2 = 7

左辺と右辺が等しいので，5はこの方程式の解である。

？ 	xに 1を代入すると	
どうなるかな。

方程式の解例 1

問 2 	 次の (ア)〜(ウ)のうち，3が解である方程式をすべて選びなさい。
(ア)	 x-8 = 5	 (イ)	 4x-7 = 5	 (ウ)	 x+2 = 3x-4

？ 	等式の両辺に同じ数をかけたり，	
等式の両辺を同じ数でわったりした場合も	
両辺は等しいといえるかな。

2 次元
コード
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20

25
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	等式の性質について学びましょう。

封
ふう
筒
とう
と 1個 1gのおもりを，	

右の図のようにてんびんにのせると，	
ちょうどつりあいました。
封筒の重さを求めましょう。

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1 1

ひろげよう

封筒の重さを x gとすると，つりあっているてんびんの	
両方の重さは等しいので，次の方程式をつくることができます。

	 x+2 = 10
この方程式の左辺と右辺から，	

それぞれ同じ数 2をひいた残りは	
等しくなります。

よって，

x+2-2 = 10-2
が成り立ち，

	 x = 8
となり，封筒の重さが 8 gである	
ことがわかります。

1 1 1 1 1
1 1 1

1 11 1

1 1 1 1 1
1 1 11 1

1 1

x

x

等式の両辺から同じ数をひいても，等式が成り立つ

という等式の性質を利用しています。

この解き方は，

問 3 	 等式の両辺に，同じ数をたしても	
両辺は等しいといえますか。

1 1 1 1 1

1 1 11 1 1

x？ 	等式の両辺に同じ数をかけたり，	
等式の両辺を同じ数でわったりした場合も	
両辺は等しいといえるかな。

5

10

15

20

1年 1年1年 1年

20

学習のまとまりごとに小見出しを
設け，目的意識を持って学習に
取り組めるようにしています。
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方程式とその解1
	等式を成り立たせる文字の値について学びましょう。

前ページの問題では，バスに乗る回数を x回とすると，	
次の等式が成り立ちます。

180x+480 = 1200 ……①
①の式の文字 xは，これから求めようとしているものです。

このように，まだわかっていない数を表す	

文字をふくむ等式を 方
ほう

程
てい
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しき

 といいます。
方程式

180x＋480＝1200

まだわかって	
いない数問 1 	 上の等式①の左辺 180x+480で，xに 4を	

代入して，その式の値を求めなさい。

前ページの 説明しよう で求めた 4は，上の方程式①を	
成り立たせる xの値になっています。

4 回以上乗るなら， 
1 日乗り放題 
チケットを買おう

このように，方程式を成り立たせる文字の値を，その	

方程式の 解
かい

 といいます。
また，その解を求めることを，方

ほう

程
てい

式
しき

を解
と

く といいます。

ある値が方程式の解になっているかどうかは，次のようにして	

確かめることができます。

方程式 2x-3 = x+2で，5がこの方程式の解で	
あるかどうかを調べる。

xに 5を代入すると，
左辺= 2*5-3 = 7  右辺= 5+2 = 7

左辺と右辺が等しいので，5はこの方程式の解である。

？ 	xに 1を代入すると	
どうなるかな。

方程式の解例 1

問 2 	 次の (ア)〜(ウ)のうち，3が解である方程式をすべて選びなさい。
(ア)	 x-8 = 5	 (イ)	 4x-7 = 5	 (ウ)	 x+2 = 3x-4

？ 	等式の両辺に同じ数をかけたり，	
等式の両辺を同じ数でわったりした場合も	
両辺は等しいといえるかな。
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	等式の性質について学びましょう。

封
ふう
筒
とう
と 1個 1gのおもりを，	

右の図のようにてんびんにのせると，	
ちょうどつりあいました。
封筒の重さを求めましょう。

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1 1

ひろげよう

封筒の重さを x gとすると，つりあっているてんびんの	
両方の重さは等しいので，次の方程式をつくることができます。

	 x+2 = 10
この方程式の左辺と右辺から，	

それぞれ同じ数 2をひいた残りは	
等しくなります。

よって，

x+2-2 = 10-2
が成り立ち，

	 x = 8
となり，封筒の重さが 8 gである	
ことがわかります。

1 1 1 1 1
1 1 1

1 11 1

1 1 1 1 1
1 1 11 1

1 1

x

x

等式の両辺から同じ数をひいても，等式が成り立つ

という等式の性質を利用しています。

この解き方は，

問 3 	 等式の両辺に，同じ数をたしても	
両辺は等しいといえますか。

1 1 1 1 1

1 1 11 1 1

x？ 	等式の両辺に同じ数をかけたり，	
等式の両辺を同じ数でわったりした場合も	
両辺は等しいといえるかな。

5

10

15

20

1年 1年1年 1年

21
新しい学びのきっかけとなる問題を
「ひろげよう」として配置しています。
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等式については，次のことがいえます。

注意 	 上の❹では，Cは 0ではありません。

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

A＝B  
ならば， 
B＝A だね

等式の性質

	等式の性質を使って，方程式を解きましょう。

	 x-6 = -1
x-6+6 = -1+6
	 x = 5

左辺をxだけに	
するために	
両辺に 6をたす

x−6＋6

x

注意 	 例 2 で，x = 5は，方程式の解が 5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

両辺に同じ数をたす例 2

問 4 	 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- 1
2 = 1

2

	 x+13 = 8
x+13-13 = 8-13
	 x = -5

左辺をxだけに	
するために	
両辺から 13をひく

x＋13−13

x

両辺から同じ数をひく例 3

5

10

15

20

25

91

方
程
式

3
章

それぞれの方程式を解くときに使う等式の性質は異なるが，左辺をxだけの式にするために 
等式の性質を使っている。

問 5 	 次の方程式を，等式の性質を使って解きなさい。
⑴	 x+7 = 15	 ⑵	 x+6 = 2	 ⑶	 x+1.2 = 0

	 x
5 = 3

x
5 *5 = 3*5

	 x = 15

左辺をxだけに	
するために	
両辺に 5をかける

x
5
×5

x

両辺に同じ数をかける例 4

問 6 	 次の方程式を，等式の性質を使って解きなさい。

⑴	 x
7 = 3	 ⑵	 x

4 = -5	 ⑶	 - 1
6 x = 2

	 -7x = 14
-7x/(-7) = 14/(-7)
	 x = -2

左辺をxだけに	
するために	
両辺を−7でわる

−7x÷（−7）

x

両辺を同じ数でわる例 5

問 7 	 次の方程式を，等式の性質を使って解きなさい。
⑴	 5x = 45	 ⑵	 -8x = 48	 ⑶	 12x = 4

説明しよう

2
3 x = 8をいろいろな方法で解きましょう。

また，それぞれの方法を説明しましょう。

1 	 次の方程式を，等式の性質を使って解きなさい。
⑴	 x-3 = 23	 ⑵	 x+15 = 11	 	 ⑶	 7+x = 30
⑷	 -5+x = 3	 ⑸	 4x = -12		 	 ⑹	 -7x = -35

⑺	 x
3 = 5	 ⑻	 1

8 x = - 3
4 	 ⑼	 3

5 x = -6

⑽	 x+1.6 = -1.9	 ⑾	 0.2x = -12		 ⑿	 1
4 +x = - 1

2

練習問題 1 方程式とその解

5

10

15

20

1年 1年1年 1年

22

本文の理解を助ける
内容を，キャラクター
のふきだしで示して
います。
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等式については，次のことがいえます。

注意 	 上の❹では，Cは 0ではありません。

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

A＝B  
ならば， 
B＝A だね

等式の性質

	等式の性質を使って，方程式を解きましょう。

	 x-6 = -1
x-6+6 = -1+6
	 x = 5

左辺をxだけに	
するために	
両辺に 6をたす

x−6＋6

x

注意 	 例 2 で，x = 5は，方程式の解が 5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

両辺に同じ数をたす例 2

問 4 	 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- 1
2 = 1

2

	 x+13 = 8
x+13-13 = 8-13
	 x = -5

左辺をxだけに	
するために	
両辺から 13をひく

x＋13−13

x

両辺から同じ数をひく例 3
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それぞれの方程式を解くときに使う等式の性質は異なるが，左辺をxだけの式にするために 
等式の性質を使っている。

問 5 	 次の方程式を，等式の性質を使って解きなさい。
⑴	 x+7 = 15	 ⑵	 x+6 = 2	 ⑶	 x+1.2 = 0

	 x
5 = 3

x
5 *5 = 3*5

	 x = 15

左辺をxだけに	
するために	
両辺に 5をかける

x
5
×5

x

両辺に同じ数をかける例 4

問 6 	 次の方程式を，等式の性質を使って解きなさい。

⑴	 x
7 = 3	 ⑵	 x

4 = -5	 ⑶	 - 1
6 x = 2

	 -7x = 14
-7x/(-7) = 14/(-7)
	 x = -2

左辺をxだけに	
するために	
両辺を−7でわる

−7x÷（−7）

x

両辺を同じ数でわる例 5

問 7 	 次の方程式を，等式の性質を使って解きなさい。
⑴	 5x = 45	 ⑵	 -8x = 48	 ⑶	 12x = 4

説明しよう

2
3 x = 8をいろいろな方法で解きましょう。

また，それぞれの方法を説明しましょう。

1 	 次の方程式を，等式の性質を使って解きなさい。
⑴	 x-3 = 23	 ⑵	 x+15 = 11	 	 ⑶	 7+x = 30
⑷	 -5+x = 3	 ⑸	 4x = -12		 	 ⑹	 -7x = -35

⑺	 x
3 = 5	 ⑻	 1

8 x = - 3
4 	 ⑼	 3

5 x = -6

⑽	 x+1.6 = -1.9	 ⑾	 0.2x = -12		 ⑿	 1
4 +x = - 1

2

練習問題 1 方程式とその解

5

10

15

20

1年 1年1年 1年

23

学習のまとまりごとに，その学習
で使った数学的な見方・考え方を
「虫眼鏡」として示しています。
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方程式を効率よく解くために，等式の性質を使って方程式を解く過程をふり返って， 
移項を見いだした。

方程式の解き方2
	方程式を移項して解くことについて学びましょう。

等式の性質を使って方程式を解く場合，式の形がどのように

変わっていくか調べましょう。

右の方程式の解き方で，	
2つの式①と②をくらべると，	
どんなことがわかるでしょうか。

	 4x−15＝9	 ……①
両辺に 15をたして，
	 4x−15＋15＝9＋15
	 4x＝9＋15	 ……②
	 4x＝24
両辺を 4でわって，
	 x＝6

ひろげよう

上の で，式②の右辺にある+15は，	
式①の左辺にある-15の符

ふ

号
ごう

が変わって	

右辺に移った形になっています。

4x−15＝9	 …①

	 4x＝9＋15 …②

等式では，一方の辺の項
こう

を，符号を変えて，他方の辺に	

移すことができます。このことを 移
い

項
こう

する といいます。

？ 	左辺の 20を右辺に移項できるのはどうしてかな。

	 	  3x+20 = 5
左辺の 20を右辺に移項して，
	 	    3x = 5-20
	 	    3x = -15
	 	     x = -5

3x＋20＝5

	 3x＝5−20

移項

移項して方程式を解く①例 1

問 1 	 次の方程式を解きなさい。
⑴	 5x+8 = 23	 ⑵	 6x-5 = -17
⑶	 -2x+3 = 5	 ⑷	 -4x+19 = 11

p.243	 1
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      8x = 5x-21
右辺の 5xを左辺に移項して，
   8x-5x = -21
      3x = -21
      x = -7

    8x＝5x−21

	8x−5x＝−21
移項

文字の項も 
移項することが 
できるんだね

移項して方程式を解く②例 2

問 2 	 次の方程式を解きなさい。
⑴	 10x = 6x-8	 ⑵	 3x = 5x-15
⑶	 4x = 50-6x	 ⑷	 -8x = 3-5x

p.243	 2

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。

	 7x−3x＝6＋2
	 4x＝8
	 x＝2

解答

次の方程式を解きなさい。

7x-2 = 6+3x

−2，3xを，それぞれ移項し，左辺を文字だけの項にします。考え方

方程式の解き方例題
1

  7x−2＝6＋3x

	7x−3x＝6＋2
移項移項

問 3 	 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

p.243	 3

説明しよう

かりんさんは，方程式 8 = 3x+5の	
解き方を右のように説明しました。

⑴	 かりんさんの方法で，	

この方程式を解きましょう。

⑵	 5を移項できる理由を説明しましょう。

左辺と右辺を入れかえて， 
左辺を文字の項だけ， 
右辺を数の項だけに 
するために，5 を移項して，
方程式を解きました

？ 	左辺と右辺を入れかえると，どんなよさがあるかな。

5

10

15

20

25

1年 1年1年 1年

24

「？」では，問題をひろげたり，
深めたりする視点を示しています。
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方程式を効率よく解くために，等式の性質を使って方程式を解く過程をふり返って， 
移項を見いだした。

方程式の解き方2
	方程式を移項して解くことについて学びましょう。

等式の性質を使って方程式を解く場合，式の形がどのように

変わっていくか調べましょう。

右の方程式の解き方で，	
2つの式①と②をくらべると，	
どんなことがわかるでしょうか。

	 4x−15＝9	 ……①
両辺に 15をたして，
	 4x−15＋15＝9＋15
	 4x＝9＋15	 ……②
	 4x＝24
両辺を 4でわって，
	 x＝6

ひろげよう

上の で，式②の右辺にある+15は，	
式①の左辺にある-15の符

ふ

号
ごう

が変わって	

右辺に移った形になっています。

4x−15＝9	 …①

	 4x＝9＋15 …②

等式では，一方の辺の項
こう

を，符号を変えて，他方の辺に	

移すことができます。このことを 移
い

項
こう

する といいます。

？ 	左辺の 20を右辺に移項できるのはどうしてかな。

	 	  3x+20 = 5
左辺の 20を右辺に移項して，
	 	    3x = 5-20
	 	    3x = -15
	 	     x = -5

3x＋20＝5

	 3x＝5−20

移項

移項して方程式を解く①例 1

問 1 	 次の方程式を解きなさい。
⑴	 5x+8 = 23	 ⑵	 6x-5 = -17
⑶	 -2x+3 = 5	 ⑷	 -4x+19 = 11

p.243	 1
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      8x = 5x-21
右辺の 5xを左辺に移項して，
   8x-5x = -21
      3x = -21
      x = -7

    8x＝5x−21

	8x−5x＝−21
移項

文字の項も 
移項することが 
できるんだね

移項して方程式を解く②例 2

問 2 	 次の方程式を解きなさい。
⑴	 10x = 6x-8	 ⑵	 3x = 5x-15
⑶	 4x = 50-6x	 ⑷	 -8x = 3-5x

p.243	 2

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。

	 7x−3x＝6＋2
	 4x＝8
	 x＝2

解答

次の方程式を解きなさい。

7x-2 = 6+3x

−2，3xを，それぞれ移項し，左辺を文字だけの項にします。考え方

方程式の解き方例題
1

  7x−2＝6＋3x

	7x−3x＝6＋2
移項移項

問 3 	 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

p.243	 3

説明しよう

かりんさんは，方程式 8 = 3x+5の	
解き方を右のように説明しました。

⑴	 かりんさんの方法で，	

この方程式を解きましょう。

⑵	 5を移項できる理由を説明しましょう。

左辺と右辺を入れかえて， 
左辺を文字の項だけ， 
右辺を数の項だけに 
するために，5 を移項して，
方程式を解きました

？ 	左辺と右辺を入れかえると，どんなよさがあるかな。
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25

1年 1年1年 1年

25

自分の考えを表現し，わかり
やすく他者に伝える場面を，
「説明しよう」として設定して
います。

基礎・基本を大切にし，
丁寧に説明しています。
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	いろいろな方程式の解き方について学びましょう。

かっこがある方程式は，かっこをはずしてから解きます。

　　 7x−35＝9x＋1
　　7x−9x＝1＋35
　　　 −2x＝36
　　　　　x＝−18

解答

次の方程式を解きなさい。

7(x-5) = 9x+1

かっこがある方程式の解き方例題
2

分配法則 p.42

7（x−5）＝7x−35

ふりかえり 1年

問 4 	 次の方程式を解きなさい。
⑴	 4x+1 = 3(x+2)	 	 ⑵	 7(x-4) = 3x+8
⑶	 -4(x+3) = 5(x-6)	 	 ⑷	 5-2(7x-2) = 1

p.244	 4

方程式x＝ 13 x＋1を解きましょう。

ひろげよう
まず移項する 
のかな？

分数をふくむ方程式では，分母の公倍数を両辺にかけて，	

分数をふくまない式になおしてから解くこともできます。

	x＋1
2
×10＝（ 15 x＋2）×10

	（x＋1）×5＝2x＋20
　　 5x＋5＝2x＋20
　　　 3x＝15
　　　　 x＝5

解答

？ 	両辺にかけた 10は	
どんな数かな。

次の方程式を解きなさい。

x+1
2 = 1

5 x+2

分数をふくむ方程式の解き方例題
3

分数がなくなると 
計算しやすいね
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小数や分数をふくむ方程式を，これまでに学んだ係数が整数である方程式になおして解いた。

例題 3 のように，方程式の両辺に分母の公倍数をかけて，	

分数をふくまない方程式になおすことを，分母をはらう	

といいます。

問 5 	 次の方程式を，分母をはらって解きなさい。

⑴	 x+1
3 = 1

4 x+1	 ⑵	 3
4 x-7 = 2x+ 1

2

⑶	 9x-5
6 = 8+x

3 	 ⑷	 x+ x-1
3 = 3

p.244	 5

話しあおう

次の方程式を解きましょう。

どんなくふうが考えられるでしょうか。

⑴	 0.3x+2 = 0.1x+1.6	 ⑵	 800x = 2400(x-2)
⑶	 0.5x-2.5 = -x+2	 ⑷	 0.2x-0.03 = 0.3x+0.07

これまでに学んだ方程式は，移項して整理すると，

ax = b
の形になります。

このような方程式を 一
いち

次
じ

方
ほう

程
てい

式
しき

 といいます。

一次方程式は，次の手順で解くことができます。

❶	 必要であれば，かっこをはずしたり，	
係数を整数にしたりする。

❷	 文字の項を一方の辺に，数の項を	
他方の辺に移項して集める。

❸	 ax = bの形にする。
❹	 両辺を xの係数 aでわる。

 3(x-2) = x+2
 3x-6 = x+2
 3x-x = 2+6
 2x = 8
 x = 4

❶

❷

❸

❹

一次方程式を解く手順

5
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15

20

1年 1年1年 1年

26

例題にはタイトルをつけて，
学習内容がはっきりわかる
ようにしています。
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	いろいろな方程式の解き方について学びましょう。

かっこがある方程式は，かっこをはずしてから解きます。

　　 7x−35＝9x＋1
　　7x−9x＝1＋35
　　　 −2x＝36
　　　　　x＝−18

解答

次の方程式を解きなさい。

7(x-5) = 9x+1

かっこがある方程式の解き方例題
2

分配法則 p.42

7（x−5）＝7x−35

ふりかえり 1年

問 4 	 次の方程式を解きなさい。
⑴	 4x+1 = 3(x+2)	 	 ⑵	 7(x-4) = 3x+8
⑶	 -4(x+3) = 5(x-6)	 	 ⑷	 5-2(7x-2) = 1

p.244	 4

方程式x＝ 13 x＋1を解きましょう。

ひろげよう
まず移項する 
のかな？

分数をふくむ方程式では，分母の公倍数を両辺にかけて，	

分数をふくまない式になおしてから解くこともできます。

	x＋1
2
×10＝（ 15 x＋2）×10

	（x＋1）×5＝2x＋20
　　 5x＋5＝2x＋20
　　　 3x＝15
　　　　 x＝5

解答

？ 	両辺にかけた 10は	
どんな数かな。

次の方程式を解きなさい。

x+1
2 = 1

5 x+2

分数をふくむ方程式の解き方例題
3

分数がなくなると 
計算しやすいね
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小数や分数をふくむ方程式を，これまでに学んだ係数が整数である方程式になおして解いた。

例題 3 のように，方程式の両辺に分母の公倍数をかけて，	

分数をふくまない方程式になおすことを，分母をはらう	

といいます。

問 5 	 次の方程式を，分母をはらって解きなさい。

⑴	 x+1
3 = 1

4 x+1	 ⑵	 3
4 x-7 = 2x+ 1

2

⑶	 9x-5
6 = 8+x

3 	 ⑷	 x+ x-1
3 = 3

p.244	 5

話しあおう

次の方程式を解きましょう。

どんなくふうが考えられるでしょうか。

⑴	 0.3x+2 = 0.1x+1.6	 ⑵	 800x = 2400(x-2)
⑶	 0.5x-2.5 = -x+2	 ⑷	 0.2x-0.03 = 0.3x+0.07

これまでに学んだ方程式は，移項して整理すると，

ax = b
の形になります。

このような方程式を 一
いち

次
じ

方
ほう

程
てい

式
しき

 といいます。

一次方程式は，次の手順で解くことができます。

❶	 必要であれば，かっこをはずしたり，	
係数を整数にしたりする。

❷	 文字の項を一方の辺に，数の項を	
他方の辺に移項して集める。

❸	 ax = bの形にする。
❹	 両辺を xの係数 aでわる。

 3(x-2) = x+2
 3x-6 = x+2
 3x-x = 2+6
 2x = 8
 x = 4

❶

❷

❸

❹

一次方程式を解く手順
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重要な内容は，
タイトルをつけて
まとめています。
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2 	 次の方程式を解きなさい。
⑴	 2(x+1) = x+3	 	 	 	 ⑵	 3(x-8) = 9(4-x)
⑶	 -3(2x-4) = 5(x-2)	 	 	 ⑷	 80-30(x-5) = 110

⑸	 0.1x = 0.4(x-2)-0.1	 	 	 ⑹	 1
4 x-1 = 1

2 x

⑺	 2x-7
3 = x+1

2 	 	 	 	 ⑻	 5+ 3
100 x = 7

100 x

練習問題 2 方程式の解き方

1 	 次の方程式を解きなさい。
⑴	 3x = 21	 ⑵	 17x = 17	 	 	 ⑶	 4

5 x = 8

⑷	 18 = -2x	 ⑸	 6x-11 = 7	 	 ⑹	 6-2x = 12
⑺	 4x-9 = 3x-15	 	 	 	 ⑻	 x-17 = -7-3x
⑼	 9x-70 = 6x+80	 	 	 	 ⑽	 8+4x = 10x+16
⑾	 3x-1200 = 1200+9x	 	 	 ⑿	 -18+5x = 12x-18

数学ライブラリー

「方程式」の由来
古代中国の数学書に「九

きゅう

章
しょう

算
さん

術
じゅつ

」という書物があります。

これは，246題の選び抜
ぬ

かれた数学の問題と	

その答え，解き方が，9つの章に分けられて，	
紀元 1世紀ごろまでにまとめられたものです。
この本は，問題の量と質のよさから，	

1000年以上にわたって，中国の中心的な	
算書 (算数・数学を学ぶための書物)として	
用いられました。また，日本にも伝わり，	

江戸時代までの算数・数学に，大きな影
えい

響
きょう

を	

残しました。

この本の第 8章「方程」では，方程式の解き方がとり上げられています。
この章の名前が，現在の「方程式」ということばの由来とされています。
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比と比例式3
	比が等しい関係と比例式について学びましょう。

マヨネーズ 30m
ミリ

L
リットル

とトマトケチャップ 25mLを混ぜて，	
オーロラソースをつくります。このオーロラソースで，	
マヨネーズとトマトケチャップの量の比は，

30：25＝6：5

と表され，比の値は 6
5
になります。

ふりかえり 算数

比 a：bで，a，bを比の項といい， a
b を 比

ひ

の値
あたい

 といいます。

a：bの比の値 a
b と，c：dの比の値 c

d が等しいとき，	

2つの比 a：bと c：dは等しいといい，次のように表します。

a：b = c：d
このような比が等しいことを表す式を 比

ひ

例
れい

式
しき

 といいます。

比例式x：4＝3：7 ……①
を成り立たせるxの値は，どうすれば求められるでしょうか。

ひろげよう

①の式は，両辺の比の値が等しいことから，

x
4 = 3

7  ……②

となり，これまでに学んだ方程式の形にすることができます。

したがって，②の方程式を解くことで，①を成り立たせる	

xの値を求めることができます。

比例式にふくまれる文字の値を求めることを，比
ひ

例
れい

式
しき

を解
と

く 	
といいます。
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さらに練習しておきたい問題に
ついては，項末に「練習問題」を
置いています。
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2 	 次の方程式を解きなさい。
⑴	 2(x+1) = x+3	 	 	 	 ⑵	 3(x-8) = 9(4-x)
⑶	 -3(2x-4) = 5(x-2)	 	 	 ⑷	 80-30(x-5) = 110

⑸	 0.1x = 0.4(x-2)-0.1	 	 	 ⑹	 1
4 x-1 = 1

2 x

⑺	 2x-7
3 = x+1

2 	 	 	 	 ⑻	 5+ 3
100 x = 7

100 x

練習問題 2 方程式の解き方

1 	 次の方程式を解きなさい。
⑴	 3x = 21	 ⑵	 17x = 17	 	 	 ⑶	 4

5 x = 8

⑷	 18 = -2x	 ⑸	 6x-11 = 7	 	 ⑹	 6-2x = 12
⑺	 4x-9 = 3x-15	 	 	 	 ⑻	 x-17 = -7-3x
⑼	 9x-70 = 6x+80	 	 	 	 ⑽	 8+4x = 10x+16
⑾	 3x-1200 = 1200+9x	 	 	 ⑿	 -18+5x = 12x-18

数学ライブラリー

「方程式」の由来
古代中国の数学書に「九

きゅう

章
しょう

算
さん

術
じゅつ

」という書物があります。

これは，246題の選び抜
ぬ

かれた数学の問題と	
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えい

響
きょう

を	
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これまでに学んだ
関連することがらを，
「ふりかえり」として
扱っています。
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問 1 	 次の比例式を解きなさい。
⑴	 x：8 = 3：2	 ⑵	 3：4 = x：5

	比例式の性質について学びましょう。

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。

	 a：4＝c：5

	 a
4
＝
c
5

a
4
×4×5＝

c
5
×4×5

	 5a＝4c

比の値

×4×5

a：4 = c：5 5a = 4c

外側の項の積

内側の項の積

このことは，どんな比例式でも成り立ちます。

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

ad

a：b＝c：d

bc

比例式の性質

比例式の性質を使って比例式を解く例 1
⑴	 x：6 = 7：3
	 	 	 3x = 42
	 	 	 	 x = 14

⑵	 x：(x+4) = 2：3
    3x = 2(x+4)
    3x = 2x+8
	 	 	 	 x = 8

問 2 	 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	 (x+2)：x = 5：3

p.244	 6

比例式を，比の値が等しいことを使って，これまでに学んだ方程式になおして解いた。

練習問題 3 比と比例式

1 	 次の比例式を解きなさい。
⑴	 3：12 = x：36	 	 	 	 ⑵	 12：x = 4：7

⑶	 x： 1
2 = 4： 15

2 	 	 	 	 ⑷	 x：3 = (x+3)：4
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話しあおう

かりんさんの疑問についてどう思いますか。

2
自分の年齢の３倍や２倍が 
先生の年齢になるのは何年後かな？

先生の手紙に書かれていることだけで，
求めることができるかな？

先生の誕生日に，クラスのみんなからお祝いのことばを伝えました。

次の日，先生から手紙をもらいました。

1

クラスのみなさんへ

みなさんからのお祝いのことば，とてもうれしかったです。

13歳
さい

のみなさんは，これからどんどん成長して，	
あっという間に，みなさんの年

ねん

齢
れい

の 3倍が先生の年齢になり，	
またしばらくすると，みなさんの年齢の 2倍が先生の年齢になります。
みなさんが成長した姿が楽しみです。
これからもいっしょに，楽しい学校生活を送りましょう。

先生より

何年後かな？利用場面

方程式を利用して，いろいろな問題を解決しましょう。

節 方程式の利用2

5

10

1年 1年1年 1年

30

本文の学習の
ポイントを
まとめています。
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先生の手紙に書かれていることだけで，
求めることができるかな？

先生の誕生日に，クラスのみんなからお祝いのことばを伝えました。

次の日，先生から手紙をもらいました。

1

クラスのみなさんへ

みなさんからのお祝いのことば，とてもうれしかったです。

13歳
さい

のみなさんは，これからどんどん成長して，	
あっという間に，みなさんの年

ねん

齢
れい

の 3倍が先生の年齢になり，	
またしばらくすると，みなさんの年齢の 2倍が先生の年齢になります。
みなさんが成長した姿が楽しみです。
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先生より

何年後かな？利用場面

方程式を利用して，いろいろな問題を解決しましょう。

節 方程式の利用2
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31

利用の節の先頭の課題では，身のまわりの
問題を発見・解決し，深めるまでの流れを，
「利用場面」，「ステップ１」，「ステップ２」，
「ステップ３」の４段階に分けて示しています。
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身のまわりの疑問を解決するために，方程式をつくって，その方程式の解を利用できないかと 
考えた。

方程式の利用1

現在の先生の年齢は，53歳であることがわかりました。	
このことから，けいたさんは次の問題を考えました。

私は 
53 歳だよ

現在，けいたさんは 13歳，先生は 53歳です。	
先生の年齢が，けいたさんの年齢の 3倍になるのは	
何年後ですか。

場面の状況を整理し，問題を設定しようステップ1

何年後に，先生の年齢が，けいたさんの年齢の 3倍に	
なるのかを求めるために，けいたさんは次のように考えました。

●	問題の中の数量に着目して，数量の関係を見つける。

2人の年齢の関係に着目すると，次の関係がわかります。
(□年後の先生の年齢) = (□年後のけいたさんの年齢)*3  ……①

●	まだわかっていない数量のうち，適当なものを文字で表して，	
方程式をつくって解く。

多くの場合，求めたい数量を文字で表すと，数量の関係から	

方程式がつくりやすくなります。

x年後に先生の年齢がけいたさんの年齢の 3倍になるとすると，	
①の数量の関係から，次のような方程式ができます。

 53+x = 3(13+x)
この方程式を解くと，

 53+x = 39+3x
	 -2x = -14
	 x = 7

？ 	問題の中に，どんな数量関係があるかな。

？ 	何を文字で表せばいいかな。

ことばの式で表すと， 
数量の関係が 
とらえやすくなるね

見通しを立てて，問題を解決しようステップ2

5

10

15

20

101

方
程
式

3
章

新しい問題をつくるために，もとの問題の「３倍」をいろいろとかえた。

問 1 	 先生の年齢が，けいたさんの年齢の 2倍になるのは，	
何年後ですか。

のように，数量の関係を線分図で表すこともできます。

いろいろな方法が 
あるんだね

数量の関係をとらえるには，ことばの式以外にも，線分図や表など	

いろいろな方法があります。

例えば， では，

先生の□年後の年齢
けいたさんの
□年後の年齢

●	方程式の解が，問題にあっているかどうかを調べて，答えを書く。

の問題で，7年後には，
先生は，53+7 = 60 (歳)
けいたさんは，13+7 = 20 (歳)

となり，先生の年齢がけいたさんの年齢の 3倍に	
なっているので，方程式の解は問題にあっています。

	 	 	 	 7年後

x年後に先生の年齢が	
自分の年齢の 5倍になるとすると，

53＋x＝5（13＋x）
	 −4x＝12
	 x＝−3

けいたさんのノート

話しあおう

けいたさんは，何年後に，先生の年齢が，自分の	

年齢の 5倍になるのか，方程式を使って考えましたが，	
方程式を解いて，少し困っているようです。

方程式の解から，どんなことがいえるでしょうか。

−3年後？

問題をひろげたり，深めたりしてみようステップ3

5
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15

20

25

1年 1年1年 1年

32
「ステップ１」では，場面の状況を
整理し，数学の問題を設定します。

「ステップ２」では，
「ステップ１」でつくった
問題を，これまでに学んだ
数学を使って解きます。
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「ステップ３」では，
「ステップ１」でつくった
問題の条件を変えたり，
発展的に考えたりして，
新たな問題を考えます。
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問題文の中の「〜は〜の◯倍」や「◯個余る」などの	

表現から数量の関係を見つけて方程式をつくり，	

いろいろな問題を解きましょう。

線分図で表すと，下のようになります。

この図から，数量の関係を見つけたら，求めたい	
ケーキ 1個の値段をx円として，方程式をつくります。

出したお金 2000円

ジュース
150円

ケーキ 1個
の値段

おつり
450円

考え方

2000円で，ケーキ 4個と 150円のジュースを 1本	
買うと，おつりが 450円でした。
ケーキ 1個の値段はいくらですか。

解答 ケーキ 1個の値段をx円とすると，
	2000−（4x＋150）＝450
	 2000−4x−150＝450
	 −4x＝450−2000＋150
	 −4x＝−1400
	 x＝350
この解は問題にあっている。
	 ケーキ 1個の値段　350円

ケーキ 1個の値段が	
350円のとき，	
ケーキ 4個とジュース 1本を	
あわせた代金は，
350×4＋150＝1550 （円）
2000円出すと，おつりは，
2000−1550＝450 （円）
となる。

代金の問題例題
1

問 2 	 けいたさんは 780円，かりんさんは 630円	
持っていて，2人とも同じ本を買いました。
すると，けいたさんの残金は，かりんさんの	

残金の 2倍になりました。
本代はいくらですか。

p.244	 7
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過不足の問題例題
2

はじめにあるあめの個数は，どんな分け方をしても	
変わりません。あめの個数を，2通りの分け方で，	
それぞれ式に表してみます。

5個ずつ
分けるとき

あめの個数

5個×（人数）
（あめの個数）=5×（人数）＋□（個）

（あめの個数）=7×（人数）－□（個）
不足

7個ずつ
分けるとき 7個×（人数）

余り

下の□にはいる数を 
問題から読みとろう

考え方

何人かの生徒で，あめを同じ数ずつ	

分けます。

5個ずつ分けると 12個余り，	
7個ずつ分けると 4個たりません。
生徒の人数は何人ですか。

解答 生徒の人数をx人とすると，
	 5x＋12＝7x－4
	 5x－7x＝－4－12
	 －2x＝－16
	 x＝8
この解は問題にあっている。
	 生徒の人数　8人

？ 	あめの個数をx個とすると，どんな方程式になるかな。

何を調べて 
「あっている」と 
したのかな？

問 3 	 ドーナツを何個かつくりました。
これらを用意した箱に入れていくとき，	

1箱に 3個ずつ入れると，11個余り，	
4個ずつ入れると，最後の箱に入れた	
ドーナツは，2個になりました。
⑴	 用意した箱は何箱ですか。

⑵	 つくったドーナツは何個ですか。 p.244	 8
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20

1年 1年1年 1年

34

この問題で指導して
おきたい大切な考え方を
説明しています。
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問題文の中の「〜は〜の◯倍」や「◯個余る」などの	

表現から数量の関係を見つけて方程式をつくり，	

いろいろな問題を解きましょう。

線分図で表すと，下のようになります。

この図から，数量の関係を見つけたら，求めたい	
ケーキ 1個の値段をx円として，方程式をつくります。

出したお金 2000円

ジュース
150円

ケーキ 1個
の値段

おつり
450円

考え方

2000円で，ケーキ 4個と 150円のジュースを 1本	
買うと，おつりが 450円でした。
ケーキ 1個の値段はいくらですか。

解答 ケーキ 1個の値段をx円とすると，
	2000−（4x＋150）＝450
	 2000−4x−150＝450
	 −4x＝450−2000＋150
	 −4x＝−1400
	 x＝350
この解は問題にあっている。
	 ケーキ 1個の値段　350円

ケーキ 1個の値段が	
350円のとき，	
ケーキ 4個とジュース 1本を	
あわせた代金は，
350×4＋150＝1550 （円）
2000円出すと，おつりは，
2000−1550＝450 （円）
となる。

代金の問題例題
1

問 2 	 けいたさんは 780円，かりんさんは 630円	
持っていて，2人とも同じ本を買いました。
すると，けいたさんの残金は，かりんさんの	

残金の 2倍になりました。
本代はいくらですか。

p.244	 7
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過不足の問題例題
2

はじめにあるあめの個数は，どんな分け方をしても	
変わりません。あめの個数を，2通りの分け方で，	
それぞれ式に表してみます。

5個ずつ
分けるとき

あめの個数

5個×（人数）
（あめの個数）=5×（人数）＋□（個）

（あめの個数）=7×（人数）－□（個）
不足

7個ずつ
分けるとき 7個×（人数）

余り

下の□にはいる数を 
問題から読みとろう

考え方

何人かの生徒で，あめを同じ数ずつ	

分けます。

5個ずつ分けると 12個余り，	
7個ずつ分けると 4個たりません。
生徒の人数は何人ですか。

解答 生徒の人数をx人とすると，
	 5x＋12＝7x－4
	 5x－7x＝－4－12
	 －2x＝－16
	 x＝8
この解は問題にあっている。
	 生徒の人数　8人

？ 	あめの個数をx個とすると，どんな方程式になるかな。

何を調べて 
「あっている」と 
したのかな？

問 3 	 ドーナツを何個かつくりました。
これらを用意した箱に入れていくとき，	

1箱に 3個ずつ入れると，11個余り，	
4個ずつ入れると，最後の箱に入れた	
ドーナツは，2個になりました。
⑴	 用意した箱は何箱ですか。

⑵	 つくったドーナツは何個ですか。 p.244	 8
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35

ノート形式の「解答」
は，途中式を省略
せずに示しています。
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家から何mの 
ところで姉は弟に 
追いついたかな

？ 	家からxmのところで弟に追いつくとすると，どんな方程式になるかな。

解答 姉が出発してからx分後に弟に追いつくとすると，
	 240x＝80（10＋x）
	 3x＝10＋x
	 2x＝10
	 x＝5
この解は問題にあっている。
	 5分後に追いつく

？ 	両辺を何でわったかな。

追いついたときには，姉と弟は同じ場所にいるので，	
家からその場所まで，2人が進んだ道のりは同じです。
姉が出発してからx分後に弟に追いつくとして，	
下のような図や表に整理します。

これらのことを下の表にまとめましょう。

10分間

10分間

駅家

弟

姉

x分間

x分間

2km

姉が出発

x分後

姉 弟

速さ	 （m/min） 240

進んだ時間	 （分） x

進んだ道のり	（m）

	 道のり
	 ＝速さ×時間

考え方

弟が，2 km離
はな

れた駅に向かって家を出発しました。

それから 10分たって，姉が弟の忘れ物に気づき，	
自転車で同じ道を追いかけました。

弟は分速 80 m，姉は分速 240 mで進むとすると，	
姉は出発してから何分後に弟に追いつきますか。

速さ・時間・道のりの問題例題
3
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方程式を解いて得られた解が，問題場面の中でどんな意味になるかと考えた。

問 4 	 前ページの 例題 3 で，雨が降りそう	

だったので，弟が家を出発してから	

20分後に，兄がかさを持って，同じ	
道を分速 280 mで追いかけました。
弟が駅に着くまでに，兄は弟に	

追いつくことができますか。
p.244	 9

方程式を使って問題を解いたとき，その方程式の解が問題に	

あっていない場合があります。そのために，方程式の解が，	

その問題にあっているかどうかを調べる必要があります。

これまでのことから，方程式を使って問題を解く手順は，	

次のようになります。

❶	 問題の中の数量に着目して，数量の関係を見つける。
❷	 まだわかっていない数量のうち，適当なものを	
文字で表して，方程式をつくって解く。

❸	 方程式の解が，問題にあっているかどうかを調べて，	
答えを書く。

方程式を使って問題を解く手順

練習問題 1 方程式の利用

1 	 あるバスケットボール選手が，	
「私の背番号は，2倍して 7をたしても	

5倍して 8をひいても，同じになる数だよ」	
といいました。

この選手の背番号は何番ですか。

2 	 ある中学校の生徒数は 450人で，男子の人数は	
女子の人数の 80％より 54人多いです。
この中学校の男子は何人ですか。

？ 	女子は何人かな。
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25
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36

「？」をくり返し配置
することで，自分から
新たな疑問を見いだす
生徒を育てます。
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家から何mの 
ところで姉は弟に 
追いついたかな

？ 	家からxmのところで弟に追いつくとすると，どんな方程式になるかな。

解答 姉が出発してからx分後に弟に追いつくとすると，
	 240x＝80（10＋x）
	 3x＝10＋x
	 2x＝10
	 x＝5
この解は問題にあっている。
	 5分後に追いつく

？ 	両辺を何でわったかな。

追いついたときには，姉と弟は同じ場所にいるので，	
家からその場所まで，2人が進んだ道のりは同じです。
姉が出発してからx分後に弟に追いつくとして，	
下のような図や表に整理します。

これらのことを下の表にまとめましょう。

10分間

10分間

駅家

弟

姉

x分間

x分間

2km

姉が出発

x分後

姉 弟

速さ	 （m/min） 240

進んだ時間	 （分） x

進んだ道のり	（m）

	 道のり
	 ＝速さ×時間

考え方

弟が，2 km離
はな

れた駅に向かって家を出発しました。

それから 10分たって，姉が弟の忘れ物に気づき，	
自転車で同じ道を追いかけました。

弟は分速 80 m，姉は分速 240 mで進むとすると，	
姉は出発してから何分後に弟に追いつきますか。

速さ・時間・道のりの問題例題
3
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方程式を解いて得られた解が，問題場面の中でどんな意味になるかと考えた。

問 4 	 前ページの 例題 3 で，雨が降りそう	

だったので，弟が家を出発してから	

20分後に，兄がかさを持って，同じ	
道を分速 280 mで追いかけました。
弟が駅に着くまでに，兄は弟に	

追いつくことができますか。
p.244	 9

方程式を使って問題を解いたとき，その方程式の解が問題に	

あっていない場合があります。そのために，方程式の解が，	

その問題にあっているかどうかを調べる必要があります。

これまでのことから，方程式を使って問題を解く手順は，	

次のようになります。

❶	 問題の中の数量に着目して，数量の関係を見つける。
❷	 まだわかっていない数量のうち，適当なものを	
文字で表して，方程式をつくって解く。

❸	 方程式の解が，問題にあっているかどうかを調べて，	
答えを書く。

方程式を使って問題を解く手順

練習問題 1 方程式の利用

1 	 あるバスケットボール選手が，	
「私の背番号は，2倍して 7をたしても	

5倍して 8をひいても，同じになる数だよ」	
といいました。

この選手の背番号は何番ですか。

2 	 ある中学校の生徒数は 450人で，男子の人数は	
女子の人数の 80％より 54人多いです。
この中学校の男子は何人ですか。

？ 	女子は何人かな。
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方程式の解の吟味の
必要性を実感できる
問です。
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比例式の利用2
	比に着目して，いろいろな問題を解決しましょう。

クッキーをつくるときに必要な	
薄力粉と砂糖の数量の関係を	
見つけて，比例式をつくります。

考え方

薄
はく

力
りき

粉
こ

が 152 g，砂糖が 32 g	
あります。これらに，それぞれ	

同じ重さずつ薄力粉と砂糖を	

加えて，右のレシピと同じ割合で	

クッキーをつくろうと思います。

薄力粉と砂糖を，それぞれ何 g	
ずつ増やせばよいですか。

薄力粉と砂糖をxgずつ増やすとすると，
	 （152＋x）：（32＋x）＝140：40
	 40（152＋x）＝140（32＋x）
	 2（152＋x）＝7（32＋x）
	 304＋2x＝224＋7x
	 −5x＝−80
	 x＝16
この解は問題にあっている。
	 16gずつ増やせばよい

比例式の性質を 
使っているね

解答

？ 	サラダ油は	
何 g必要かな。

比例式を利用する問題例題
1

問 1 	 Aの容器に牛乳が 400 mL，Bの容器にコーヒーが	
何mLかはいっています。Bの容器からコーヒーを	
200 mL取り出して，Aの容器に入れたところ，	
Aの容器のコーヒー牛乳と Bの容器のコーヒーの	
量の比が 5：2になりました。
はじめに，Bの容器には何mLのコーヒーが	
はいっていましたか。

A
B
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数学ライブラリー

また，方程式を使って解決できる問題を自由につくって，	

みんなで出しあってみましょう。

いろいろな問題を解決するとき，方程式をつくって解を求めました。	

ここでは，方程式をもとにして，自分で問題をつくってみましょう。

3x+5 = 4x-2 x：(1000-x) = 5：3

問題づくり

5

1年 1年1年 1年

38

他教科と関連する題材も
扱っています。
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比例式の利用2
	比に着目して，いろいろな問題を解決しましょう。

クッキーをつくるときに必要な	
薄力粉と砂糖の数量の関係を	
見つけて，比例式をつくります。

考え方

薄
はく

力
りき

粉
こ

が 152 g，砂糖が 32 g	
あります。これらに，それぞれ	

同じ重さずつ薄力粉と砂糖を	

加えて，右のレシピと同じ割合で	

クッキーをつくろうと思います。

薄力粉と砂糖を，それぞれ何 g	
ずつ増やせばよいですか。

薄力粉と砂糖をxgずつ増やすとすると，
	 （152＋x）：（32＋x）＝140：40
	 40（152＋x）＝140（32＋x）
	 2（152＋x）＝7（32＋x）
	 304＋2x＝224＋7x
	 −5x＝−80
	 x＝16
この解は問題にあっている。
	 16gずつ増やせばよい

比例式の性質を 
使っているね

解答

？ 	サラダ油は	
何 g必要かな。

比例式を利用する問題例題
1

問 1 	 Aの容器に牛乳が 400 mL，Bの容器にコーヒーが	
何mLかはいっています。Bの容器からコーヒーを	
200 mL取り出して，Aの容器に入れたところ，	
Aの容器のコーヒー牛乳と Bの容器のコーヒーの	
量の比が 5：2になりました。
はじめに，Bの容器には何mLのコーヒーが	
はいっていましたか。
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数学ライブラリー

また，方程式を使って解決できる問題を自由につくって，	

みんなで出しあってみましょう。

いろいろな問題を解決するとき，方程式をつくって解を求めました。	

ここでは，方程式をもとにして，自分で問題をつくってみましょう。

3x+5 = 4x-2 x：(1000-x) = 5：3

問題づくり

5

1年 1年1年 1年

39

QRコードを読み取ると，
問題づくりの例を見る
ことができます。
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3章		章末問題
3章で学習したこと

次の比例式を解きなさい。

⑴	 x：4 = 6：3	 	 	 	 ⑵	 2：x = 4：8
⑶	 x：(x+3) = 3：4	 	 ⑷	 3x：(x+2) = 9：5

4

次の方程式を解きなさい。

⑴	 x-5 = 8	 	 	 	 ⑵	 x-7 = -5
⑶	 x+13 = 4	 	 	 	 ⑷	 x+6 = -4
⑸	 3x = -12	 	 	 	 ⑹	 5x = 35

⑺	 1
3 x = 1

2 	 	 	 	 ⑻	 2
3 x = -6

⑼	 4x+10 = 2	 	 	 	 ⑽	 2x-3 = 5
⑾	 5x = x-4	 	 	 	 ⑿	 10x = 7x+6
⒀	 3x+5 = x+11	 	 	 ⒁	 4(x-3) = 3x-2

⒂	 x-1 = x-1
3 		 	 	 ⒃	 0.4x+0.7 = 0.1x-0.2

3

次の にあてはまる数を書き入れなさい。また，	

⑴，⑵では，どのような等式の性質を使っていますか。

	 	 	 3x-7 = 8
3x-7+ = 8+

	 	 	 3x = 15
	 	 	 x =

2

⑴

⑵

次の (ア)，(イ)のうち，2が解である方程式を選びなさい。
(ア)	 5x-4 = 8	 	 	 	 (イ)	 10-3x = 8x-12

1

4

比例式を解くこと
ができますか。
	p.97〜p.98

3

方程式を解くこと
ができますか。
	p.92〜p.96

2

等式の性質につい
て理解しています
か。
	p.89〜p.91

1

方程式とその解に
ついて理解してい
ますか。
	p.88
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⑴	 上の問題を解くために，子どもの人数を	

x人として，方程式をつくりなさい。
⑵	 ⑴の方程式を解いて，子どもの人数を求めなさい。

何人かの子どもにシールを同じ枚数ずつ配ります。

3枚ずつ配ると 8枚余り，5枚ずつ配ると	
4枚たりません。子どもの人数は何人ですか。

7

⑴	 上の問題を解くために，鉛筆 1本の値段を	
x円として，方程式をつくります。
次の にあてはまる式を書き入れなさい。

= 95
⑵	 ⑴の方程式を解いて，鉛筆 1本の値段を	
求めなさい。

500円で，鉛
えん

筆
ぴつ

5本と 80円の消しゴム 1個を買うと，	
おつりが 95円でした。鉛筆 1本の値段を求めなさい。

6

⑴	 上の問題を解くために，x年後に姉の年齢が妹の	
年齢の 2倍になるとして，方程式をつくります。
次の にあてはまる式を書き入れなさい。

16+x =
⑵	 ⑴の方程式を解いて，何年後に，姉の年齢は妹の	

年齢の 2倍になるか求めなさい。

姉は 16歳，妹は 6歳です。
何年後に姉の年齢は妹の年齢の 2倍になりますか。

5 方程式を使って問
題を解くことがで
きますか。
	p.100〜p.105

5 6 7

5

10

15

20

1年 1年1年 1年

40

それぞれの小問にはチェックボックスを
つけて，学びの記録が残せるように
しています。

「学びをたしかめよう」では，基礎・基本の
定着が確かめられる問題を掲載しています。

その問題で何を確認して
いるかと，理解が不十分
であった場合にはどこに
戻ればよいかを示して
います。
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3章		章末問題
3章で学習したこと

次の比例式を解きなさい。

⑴	 x：4 = 6：3	 	 	 	 ⑵	 2：x = 4：8
⑶	 x：(x+3) = 3：4	 	 ⑷	 3x：(x+2) = 9：5
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次の方程式を解きなさい。
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⑶	 x+13 = 4	 	 	 	 ⑷	 x+6 = -4
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3 x = -6
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⒂	 x-1 = x-1
3 		 	 	 ⒃	 0.4x+0.7 = 0.1x-0.2

3

次の にあてはまる数を書き入れなさい。また，	

⑴，⑵では，どのような等式の性質を使っていますか。

	 	 	 3x-7 = 8
3x-7+ = 8+

	 	 	 3x = 15
	 	 	 x =

2

⑴

⑵

次の (ア)，(イ)のうち，2が解である方程式を選びなさい。
(ア)	 5x-4 = 8	 	 	 	 (イ)	 10-3x = 8x-12
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4

比例式を解くこと
ができますか。
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ができますか。
	p.92〜p.96

2

等式の性質につい
て理解しています
か。
	p.89〜p.91

1

方程式とその解に
ついて理解してい
ますか。
	p.88
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⑴	 上の問題を解くために，子どもの人数を	

x人として，方程式をつくりなさい。
⑵	 ⑴の方程式を解いて，子どもの人数を求めなさい。

何人かの子どもにシールを同じ枚数ずつ配ります。

3枚ずつ配ると 8枚余り，5枚ずつ配ると	
4枚たりません。子どもの人数は何人ですか。

7

⑴	 上の問題を解くために，鉛筆 1本の値段を	
x円として，方程式をつくります。
次の にあてはまる式を書き入れなさい。

= 95
⑵	 ⑴の方程式を解いて，鉛筆 1本の値段を	
求めなさい。

500円で，鉛
えん

筆
ぴつ

5本と 80円の消しゴム 1個を買うと，	
おつりが 95円でした。鉛筆 1本の値段を求めなさい。

6

⑴	 上の問題を解くために，x年後に姉の年齢が妹の	
年齢の 2倍になるとして，方程式をつくります。
次の にあてはまる式を書き入れなさい。

16+x =
⑵	 ⑴の方程式を解いて，何年後に，姉の年齢は妹の	

年齢の 2倍になるか求めなさい。

姉は 16歳，妹は 6歳です。
何年後に姉の年齢は妹の年齢の 2倍になりますか。

5 方程式を使って問
題を解くことがで
きますか。
	p.100〜p.105

5 6 7

5

10

15

20

1年 1年1年 1年

41

QRコードを
読み取ると，
全ての問題の
考え方と詳しい
解説を見ること
ができます。
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200円のかごに，1個 150円のももと	
1個 120円のりんごを，あわせて 15個	
つめて買うと，2210円でした。
ももとりんごを，それぞれ何個ずつ	

つめましたか。

5

ごま油が 30 mL，ぽん酢
ず

が 170 mLあります。
これらに，それぞれ同じ量のごま油とぽん酢を	

増やしてから混ぜあわせ，ごま油とぽん酢の量の	

比が 3：10となる中
ちゅう

華
か

ドレッシングをつくります。

ごま油とぽん酢を，何mLずつ増やせばよいですか。

4

方程式 5x+ = 11+2xの解が 3であるとき，	
にあてはまる数を求めなさい。

3

次の比例式を解きなさい。

⑴	 x：15 = 3：5	 	 	 	 ⑵	 12：9 = x：12

⑶	 7.2：2.4 = 60：x	 	 	 	 ⑷	 4：x = 1
2 ：

5
3

⑸	 x：(10-x) = 2：3	 	 	 	 ⑹	 (x-4)：3 = x：4

2

次の方程式を解きなさい。

⑴	 4x+2 = 5x-9	 	 	 	 ⑵	 33-x = x+49
⑶	 -5+19x = 4x-5	 	 	 	 ⑷	 24x+8 = 9x-22
⑸	 3000-11x = 2400-5x	 	 	 ⑹	 230+47x = 610+28x
⑺	 5(x-8) = x	 	 	 	 ⑻	 x-2(3x+1) = 18
⑼	 3(3x+2) = -6(2-x)	 	 	 	 ⑽	 4(t-1)+3(3t+5) = 2t

⑾	 2
5 x-3 = 3

10 x+ 1
2 	 	 	 	 ⑿	 3y-1

4 = 2y-3
3

⒀	 0.3(x+1) = 0.2x	 	 	 	 ⒁	 1.2x+3.1 = 0.8x+0.3
⒂	 600x+2400 = 1000x	 	 	 	 ⒃	 30(-x+2)+120 = 240

1
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右の 9つの空
くう

欄
らん

に，1から 9までのすべての自然数	
を書き入れて，どの縦，横，斜

なな

めの 3つの数を	
加えても，和が等しくなるようにします。

⑴	 次の (ア) ， (イ) にあてはまる数を	

求めなさい。

1から 9までの 9つの自然数を加えると，	
和は (ア) になるから，どの縦，横，	

斜めの 3つの数を加えても，それぞれの	
和は (イ) でなければならない。

⑵	 ⑴と，図 1から，図 1の中央の空欄にはいる数を	
xとして，方程式をつくりなさい。

⑶	 ⑵でつくった方程式を解いて，9つの空欄に	
数を書き入れなさい。

7

x

図 1

上の問題を解くために，それぞれある数量を	

xとして，次の (ア)〜(ウ)の方程式をつくりました。

(ア)	 40x = 60(x-30)	 (イ)	 x
40 - x

60 = 30	 (ウ)	 40(x+30) = 60x

⑴	 (ア)は，登るのにかかった時間を x分としてつくった方程式です。	
どんな数量の関係を方程式で表していますか。

⑵	 (イ)，(ウ)は，それぞれ何を xとしてつくった方程式ですか。
また，その単位をいいなさい。

⑶	 ふもとから山頂までの道のりを求めなさい。

ふもとから山頂まで，分速 40 mで登るのと，	
同じ道を山頂からふもとまで，分速 60 mで	
下るのとでは，かかる時間が 30分違

ちが

います。	

ふもとから山頂までの道のりを求めなさい。

6

自分から学ぼう編 33〜34

・おにぎりを売ろう
・不等式

25 2525

25 25

25

25

25

25

25 ページ

25 ページ（ ）

解答

25 ページ

25 2525

25 25

25

25

25

25

25 ページ

25 ページ（ ）

解答

25 ページ

5

10

15

20

25

1年 1年1年 1年

42 「学びを身につけよう」では，
基礎・基本を確実にし，
応用力を養える問題を掲載しています。
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200円のかごに，1個 150円のももと	
1個 120円のりんごを，あわせて 15個	
つめて買うと，2210円でした。
ももとりんごを，それぞれ何個ずつ	

つめましたか。

5

ごま油が 30 mL，ぽん酢
ず

が 170 mLあります。
これらに，それぞれ同じ量のごま油とぽん酢を	

増やしてから混ぜあわせ，ごま油とぽん酢の量の	

比が 3：10となる中
ちゅう

華
か

ドレッシングをつくります。

ごま油とぽん酢を，何mLずつ増やせばよいですか。

4

方程式 5x+ = 11+2xの解が 3であるとき，	
にあてはまる数を求めなさい。

3

次の比例式を解きなさい。

⑴	 x：15 = 3：5	 	 	 	 ⑵	 12：9 = x：12

⑶	 7.2：2.4 = 60：x	 	 	 	 ⑷	 4：x = 1
2 ：

5
3

⑸	 x：(10-x) = 2：3	 	 	 	 ⑹	 (x-4)：3 = x：4

2

次の方程式を解きなさい。

⑴	 4x+2 = 5x-9	 	 	 	 ⑵	 33-x = x+49
⑶	 -5+19x = 4x-5	 	 	 	 ⑷	 24x+8 = 9x-22
⑸	 3000-11x = 2400-5x	 	 	 ⑹	 230+47x = 610+28x
⑺	 5(x-8) = x	 	 	 	 ⑻	 x-2(3x+1) = 18
⑼	 3(3x+2) = -6(2-x)	 	 	 	 ⑽	 4(t-1)+3(3t+5) = 2t

⑾	 2
5 x-3 = 3

10 x+ 1
2 	 	 	 	 ⑿	 3y-1

4 = 2y-3
3

⒀	 0.3(x+1) = 0.2x	 	 	 	 ⒁	 1.2x+3.1 = 0.8x+0.3
⒂	 600x+2400 = 1000x	 	 	 	 ⒃	 30(-x+2)+120 = 240
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右の 9つの空
くう

欄
らん

に，1から 9までのすべての自然数	
を書き入れて，どの縦，横，斜

なな

めの 3つの数を	
加えても，和が等しくなるようにします。

⑴	 次の (ア) ， (イ) にあてはまる数を	

求めなさい。

1から 9までの 9つの自然数を加えると，	
和は (ア) になるから，どの縦，横，	

斜めの 3つの数を加えても，それぞれの	
和は (イ) でなければならない。

⑵	 ⑴と，図 1から，図 1の中央の空欄にはいる数を	
xとして，方程式をつくりなさい。

⑶	 ⑵でつくった方程式を解いて，9つの空欄に	
数を書き入れなさい。

7

x

図 1

上の問題を解くために，それぞれある数量を	

xとして，次の (ア)〜(ウ)の方程式をつくりました。

(ア)	 40x = 60(x-30)	 (イ)	 x
40 - x

60 = 30	 (ウ)	 40(x+30) = 60x

⑴	 (ア)は，登るのにかかった時間を x分としてつくった方程式です。	
どんな数量の関係を方程式で表していますか。

⑵	 (イ)，(ウ)は，それぞれ何を xとしてつくった方程式ですか。
また，その単位をいいなさい。

⑶	 ふもとから山頂までの道のりを求めなさい。

ふもとから山頂まで，分速 40 mで登るのと，	
同じ道を山頂からふもとまで，分速 60 mで	
下るのとでは，かかる時間が 30分違

ちが

います。	

ふもとから山頂までの道のりを求めなさい。

6

自分から学ぼう編 33〜34

・おにぎりを売ろう
・不等式

25 2525

25 25

25

25

25

25

25 ページ

25 ページ（ ）

解答

25 ページ

25 2525

25 25

25

25

25

25

25 ページ

25 ページ（ ）

解答

25 ページ
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10

15

20

25

1年 1年1年 1年

43
QRコードを読み取ると，全ての問題の考え方と
詳しい解説を見ることができます。

教科書ダイジェスト版_みんなで学ぼう編_p042-043.indd   43 2020/03/11   10:48



178

空
間
図
形

6
章

6章 空間図形
立体をなかま分けしよう

下の写真の建物は，次のページの㋐～㋖のどの立体と	

みることができるでしょうか。

1

愛媛県総合科学博物館
（愛媛県新

に
居
い
浜
はま
市）

北九州市役所
（福岡県北九州市）

名
な
古
ご
屋
や
市科学館

（愛知県名古屋市）

習
なら
志
し
野
の
市営水道第 2給水場

（千葉県習志野市）

仁
に
摩
ま
サンドミュージアム
（島根県大

おお
田
だ
市）

青森県観光物産館アスパム
（青森県青森市）

179

空
間
図
形

6
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立体と空間図形節1

話しあおう

㋐～㋖の立体を，いろいろな	

見方でなかま分けしましょう。

また，どのようになかま分け	

したのかを説明しましょう。

2

㋐ ㋑ ㋒ ㋓

㋔ ㋕ ㋖

平らでない 
面もあるね

いろいろな形の 
面があるよ

算数では，下のような立体について学びました。

立方体 直方体 円柱 角柱 球

ふりかえり 算数

立体の特
とく
徴
ちょう
を，いろいろな見方で調べましょう。

5

1年 1年1年 1年

44

豊富な写真を使って，
生徒が興味や関心を
持てるようにしています。
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6章 空間図形
立体をなかま分けしよう

下の写真の建物は，次のページの㋐～㋖のどの立体と	

みることができるでしょうか。

1

愛媛県総合科学博物館
（愛媛県新

に
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浜
はま
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北九州市役所
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名
な
古
ご
屋
や
市科学館

（愛知県名古屋市）

習
なら
志
し
野
の
市営水道第 2給水場

（千葉県習志野市）

仁
に
摩
ま
サンドミュージアム
（島根県大

おお
田
だ
市）

青森県観光物産館アスパム
（青森県青森市）
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立体と空間図形節1

話しあおう

㋐～㋖の立体を，いろいろな	

見方でなかま分けしましょう。

また，どのようになかま分け	

したのかを説明しましょう。

2

㋐ ㋑ ㋒ ㋓

㋔ ㋕ ㋖

平らでない 
面もあるね

いろいろな形の 
面があるよ

算数では，下のような立体について学びました。

立方体 直方体 円柱 角柱 球

ふりかえり 算数

立体の特
とく
徴
ちょう
を，いろいろな見方で調べましょう。

5

1年 1年1年 1年

45

他の人と話し合うことで，
いくつかの考えや答えが
想定され，共有できる
内容を，「話しあおう」と
して設定しています。
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いろいろな立体1
	立体の特徴について考えましょう。

㋐ ㋑ ㋒ ㋓

㋔ ㋕ ㋖

上の㋑，㋔，㋖の立体に共通する特徴は何でしょうか。

ひろげよう

側
面

側
面

底面 底面

底面底面

側
面

角柱 円柱

ふりかえり 算数

角錐で，底面が三角形，四角形，五角形，……のものを，	

それぞれ，三角錐，四角錐，五角錐，……といいます。

A A

底面

側面

頂点

底面

側面

頂点

角錐 円錐

角錐や円錐でも，下の図のように，底
てい

面
めん

 と 側
そく

面
めん

 が	

あります。また，下の図の点 Aを，それぞれ，角錐，	
円錐の 頂

ちょう

点
てん

 といいます。

㋑，㋖のような立体を 角
かく

錐
すい

，㋔のような立体を 円
えん

錐
すい

 	
といいます。

「錐」は「きり」とも 
読むよ
さきのとがったきりの 
意味だよ

上の立体で，㋐，㋓は角柱，㋒は円柱，㋕は球です。5

10

181

空
間
図
形

6
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立体をなかま分けするために，面の形や数などに着目した。

	いくつかの平面で囲まれた立体について学びましょう。

前ページの㋐〜㋖の立体で，平面だけで囲まれているものはどれでしょうか。	
また，それらの立体は，それぞれ，いくつの平面で囲まれているでしょうか。

ひろげよう

いくつかの平面で囲まれた立体を 多
た

面
めん

体
たい

 といい，その	

面の数によって，四面体，五面体，六面体，……といいます。
？ 	円柱や円錐，	
球は多面体と	
いえるかな。

① ② ③ ④

問 1 	 上の①～④の多面体は，それぞれ何面体ですか。

問 2 	 面の数がもっとも少ない多面体は，何面体ですか。

多面体のうち，すべての面が合同な正多角形で，どの頂点に集まる	

面の数も等しく，へこみのないものを正多面体といいます。

正多面体には，次の 5種類しかないことが，	
2000年以上前から知られています。

自分から学ぼう編 43〜44

「ヒンメリ」をつくろう

25 2525

25 25

25

25

25

25

25 ページ

25 ページ（ ）

解答

25 ページ

25 2525

25 25

25

25

25

25

25 ページ

25 ページ（ ）

解答

25 ページ

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

正多面体

数学ライブラリー

5

10

1年 1年1年 1年

46

算数で学んだ定義や
用語を確認できる
ようにしています。
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いろいろな立体1
	立体の特徴について考えましょう。

㋐ ㋑ ㋒ ㋓

㋔ ㋕ ㋖

上の㋑，㋔，㋖の立体に共通する特徴は何でしょうか。

ひろげよう

側
面

側
面

底面 底面

底面底面

側
面

角柱 円柱

ふりかえり 算数

角錐で，底面が三角形，四角形，五角形，……のものを，	

それぞれ，三角錐，四角錐，五角錐，……といいます。

A A

底面

側面

頂点

底面

側面

頂点

角錐 円錐

角錐や円錐でも，下の図のように，底
てい

面
めん

 と 側
そく

面
めん

 が	

あります。また，下の図の点 Aを，それぞれ，角錐，	
円錐の 頂

ちょう

点
てん

 といいます。

㋑，㋖のような立体を 角
かく

錐
すい

，㋔のような立体を 円
えん

錐
すい

 	
といいます。

「錐」は「きり」とも 
読むよ
さきのとがったきりの 
意味だよ

上の立体で，㋐，㋓は角柱，㋒は円柱，㋕は球です。5
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立体をなかま分けするために，面の形や数などに着目した。

	いくつかの平面で囲まれた立体について学びましょう。

前ページの㋐〜㋖の立体で，平面だけで囲まれているものはどれでしょうか。	
また，それらの立体は，それぞれ，いくつの平面で囲まれているでしょうか。

ひろげよう

いくつかの平面で囲まれた立体を 多
た

面
めん

体
たい

 といい，その	

面の数によって，四面体，五面体，六面体，……といいます。
？ 	円柱や円錐，	
球は多面体と	
いえるかな。

① ② ③ ④

問 1 	 上の①～④の多面体は，それぞれ何面体ですか。

問 2 	 面の数がもっとも少ない多面体は，何面体ですか。

多面体のうち，すべての面が合同な正多角形で，どの頂点に集まる	

面の数も等しく，へこみのないものを正多面体といいます。

正多面体には，次の 5種類しかないことが，	
2000年以上前から知られています。

自分から学ぼう編 43〜44

「ヒンメリ」をつくろう

25 2525

25 25

25

25

25

25

25 ページ

25 ページ（ ）

解答

25 ページ

25 2525

25 25

25

25

25

25

25 ページ

25 ページ（ ）

解答

25 ページ

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

正多面体

数学ライブラリー

5

10

1年 1年1年 1年

47

「学びをいかそう」に関連する
題材があることがわかるように，
リンクマークをつけています。
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	見取図や展開図，投影図について学びましょう。

算数では，立体を表す方法として，見取図と展開図を学びました。

見取図 展開図

ふりかえり 算数

このほかにも，立体を，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。

右の三角柱を真正面から見ると，どんな形に	
見えるでしょうか。
また，真上から見ると，どんな形に見える	
でしょうか。

真正面

真上

ひろげよう

立体を，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。

（
立
面
図
）

（
平
面
図
）

上の の三角柱の投影図は，右の図のように	

表されます。

？ 	この立体は見取図や展開図で	
表すことができるかな。

問 3 	 179ページの㋐～㋖のうち，	
右の投影図で表される立体を	

選びなさい。

（
立
面
図
）

（
平
面
図
）

5

10

15
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	いろいろな立体の特徴を，見取図や展開図，投影図を使って調べましょう。

	角柱と角錐

角柱では，2つの底面は合同な多角形で，側面は長方形です。

A

B

三角柱の見取図と展開図は，下の図のようになります。

問 4 	 上の展開図をもとにして三角柱をつくるとき，点 Aと	
重なる点に の印をつけなさい。

また，辺 ABと重なる辺に の印をつけなさい。

注意 	 投影図では，見えない辺は破線 で示します。

正三角柱の底面が正三角形であることは，	

投影図で表すとよくわかります。
（
立
面
図
）

（
平
面
図
）

角柱のうち，底面が，正三角形，	

正方形，正五角形，……であるものを，	

それぞれ，正三角柱，正四角柱，	

正五角柱，……といいます。

正方形（正四角形）

正四角柱正三角柱

正三角形

問 5 	 正三角柱の側面の 3つの長方形について，	
どんなことがいえますか。

？ 	見取図，展開図，投影図のどれを	
使って調べるとわかるかな。

5

10

15

1年 1年1年 1年

48

QRコードを読み取ると，
立体の展開の様子を
アニメーションで確認
できます。

教科書ダイジェスト版_みんなで学ぼう編_p048-049.indd   48 2020/03/11   10:48

182

空
間
図
形

6
章

	見取図や展開図，投影図について学びましょう。

算数では，立体を表す方法として，見取図と展開図を学びました。

見取図 展開図

ふりかえり 算数

このほかにも，立体を，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。

右の三角柱を真正面から見ると，どんな形に	
見えるでしょうか。
また，真上から見ると，どんな形に見える	
でしょうか。

真正面

真上

ひろげよう

立体を，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。

（
立
面
図
）

（
平
面
図
）

上の の三角柱の投影図は，右の図のように	

表されます。

？ 	この立体は見取図や展開図で	
表すことができるかな。

問 3 	 179ページの㋐～㋖のうち，	
右の投影図で表される立体を	

選びなさい。

（
立
面
図
）

（
平
面
図
）

5

10

15
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	いろいろな立体の特徴を，見取図や展開図，投影図を使って調べましょう。

	角柱と角錐

角柱では，2つの底面は合同な多角形で，側面は長方形です。

A

B

三角柱の見取図と展開図は，下の図のようになります。

問 4 	 上の展開図をもとにして三角柱をつくるとき，点 Aと	
重なる点に の印をつけなさい。

また，辺 ABと重なる辺に の印をつけなさい。

注意 	 投影図では，見えない辺は破線 で示します。

正三角柱の底面が正三角形であることは，	

投影図で表すとよくわかります。
（
立
面
図
）

（
平
面
図
）

角柱のうち，底面が，正三角形，	

正方形，正五角形，……であるものを，	

それぞれ，正三角柱，正四角柱，	

正五角柱，……といいます。

正方形（正四角形）

正四角柱正三角柱

正三角形

問 5 	 正三角柱の側面の 3つの長方形について，	
どんなことがいえますか。

？ 	見取図，展開図，投影図のどれを	
使って調べるとわかるかな。

5

10

15

1年 1年1年 1年

49

１つの立体を，見取図，展開図，
投影図を使って観察していく
流れにしています。
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角錐の底面は 1つの多角形で，側面は三角形です。

四角錐の見取図と展開図は，下の図のようになります。

問 6 	 右の図のような，底面が正方形で，4つの側面の	
すべてが二等辺三角形である四角錐があります。

下の図で，この四角錐の展開図を完成させなさい。

同じ立体でも 
展開図は 1つ 
ではないね

問 7 	 右の展開図をもとにして四角錐を	
つくるとき，点 Aと重なる点に	
の印をつけなさい。

A

5
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角錐のうち，底面が，正三角形，正方形，	

正五角形，……で，側面がすべて合同な	

二等辺三角形であるものを，それぞれ，	

正三角錐，正四角錐，正五角錐，……と	

いいます。 正四角錐正三角錐

		正方形
（正四角形）正三角形

問 8 	 右の⑴，⑵の投影図で	
表される立体を，下の	

(ア)～(エ)から選びなさい。
(ア)	 直方体	 (イ)	 三角柱
(ウ)	 三角錐	 (エ)	 四角錐

⑵⑴

	円柱と円錐

下の写真のような，ごみ取り用ローラーのシートを 1周分	
はがすと，どんな図形になるでしょうか。

ひろげよう

円柱の見取図と展開図は，下の図のようになります。

円柱では，2つの底面は合同な円で，側面は曲面です。
また，側面の展開図は長方形になります。

5

10

15

1年 1年1年 1年

50

学習の際に，定規を
使うとよい場面で
あることを示して
います。
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角錐の底面は 1つの多角形で，側面は三角形です。

四角錐の見取図と展開図は，下の図のようになります。

問 6 	 右の図のような，底面が正方形で，4つの側面の	
すべてが二等辺三角形である四角錐があります。

下の図で，この四角錐の展開図を完成させなさい。

同じ立体でも 
展開図は 1つ 
ではないね

問 7 	 右の展開図をもとにして四角錐を	
つくるとき，点 Aと重なる点に	
の印をつけなさい。

A

5
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角錐のうち，底面が，正三角形，正方形，	

正五角形，……で，側面がすべて合同な	

二等辺三角形であるものを，それぞれ，	

正三角錐，正四角錐，正五角錐，……と	

いいます。 正四角錐正三角錐

		正方形
（正四角形）正三角形

問 8 	 右の⑴，⑵の投影図で	
表される立体を，下の	

(ア)～(エ)から選びなさい。
(ア)	 直方体	 (イ)	 三角柱
(ウ)	 三角錐	 (エ)	 四角錐

⑵⑴

	円柱と円錐

下の写真のような，ごみ取り用ローラーのシートを 1周分	
はがすと，どんな図形になるでしょうか。

ひろげよう

円柱の見取図と展開図は，下の図のようになります。

円柱では，2つの底面は合同な円で，側面は曲面です。
また，側面の展開図は長方形になります。

5

10

15

1年 1年1年 1年

51

身のまわりにある
道具を題材にし，
生徒がイメージを
つかみやすいよう
にしています。
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問 9 	 右のような，底面の直径が 3 cmで，	
高さが 5 cmの円柱があります。
下の図で，この円柱の展開図を	

完成させなさい。

また，完成させた展開図を	

組み立てて円柱をつくるとき，	

線分 ABと重なるところに	
の印をつけなさい。

5 cm

3 cm

A B

1 cm

1 cm

A B

点 Bが方眼の交点の上に 
ないのはどうしてかな？

5
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空間図形の性質を調べるために，空間図形を見取図や展開図，投影図に表したり， 
逆に，見取図や展開図，投影図から空間図形の性質を読みとったりした。

右の写真のような，	
アイスクリームの	
包み紙をひらくと，	
どんな図形になる	
でしょうか。

ひろげよう

円錐の底面は 1つの円で，側面は曲面です。
また，側面の展開図はおうぎ形になります。

A B

A B

円錐の見取図と展開図は，下の図のようになります。

問 10 	 上の展開図をもとにして円錐をつくるとき，⌒ABと	
重なるところに の印をつけなさい。

問11 	 右の⑴，⑵の投影図で	
表される立体を，下の	

(ア)～(エ)から選びなさい。
(ア)	 円柱	 (イ)	 円錐
(ウ)	 球	 (エ)	 角錐

⑵⑴

話しあおう

ある立体の投影図をかいたところ，	

右の図のように，立面図と平面図が合同な	

長方形になりました。どのような立体と	

考えられるでしょうか。

（
立
面
図
）（
平
面
図
）

5

10

15

20

1年 1年1年 1年

52

すべての生徒にとって，読みやすく，
意味を把握しやすい文章になるよう，
意味や文節による改行を行い，
単語の途中での改行を行わない
ようにしています。
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問 9 	 右のような，底面の直径が 3 cmで，	
高さが 5 cmの円柱があります。
下の図で，この円柱の展開図を	

完成させなさい。

また，完成させた展開図を	

組み立てて円柱をつくるとき，	

線分 ABと重なるところに	
の印をつけなさい。

5 cm

3 cm

A B

1 cm

1 cm

A B

点 Bが方眼の交点の上に 
ないのはどうしてかな？

5

187
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間
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空間図形の性質を調べるために，空間図形を見取図や展開図，投影図に表したり， 
逆に，見取図や展開図，投影図から空間図形の性質を読みとったりした。

右の写真のような，	
アイスクリームの	
包み紙をひらくと，	
どんな図形になる	
でしょうか。

ひろげよう

円錐の底面は 1つの円で，側面は曲面です。
また，側面の展開図はおうぎ形になります。

A B

A B

円錐の見取図と展開図は，下の図のようになります。

問 10 	 上の展開図をもとにして円錐をつくるとき，⌒ABと	
重なるところに の印をつけなさい。

問11 	 右の⑴，⑵の投影図で	
表される立体を，下の	

(ア)～(エ)から選びなさい。
(ア)	 円柱	 (イ)	 円錐
(ウ)	 球	 (エ)	 角錐

⑵⑴

話しあおう

ある立体の投影図をかいたところ，	

右の図のように，立面図と平面図が合同な	

長方形になりました。どのような立体と	

考えられるでしょうか。

（
立
面
図
）（
平
面
図
）

5

10

15

20

1年 1年1年 1年

53

「逆にみる」という大切な数学的な
見方・考え方を示しています。
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7章 データの活用
ゆっくり落ちる紙の形や大きさは？

かりんさんの学校ではもうすぐ 3年生を送る会があり，	
かりんさんたちはその演出を考えています。

かりんさんは，この前コンサートに行ったときに，	

紙ふぶきが降ってきたことを思い出し，	

3年生を送る会でも紙ふぶきを降らせたいと考えました。

1

紙ふぶきをきれいに 
降らせたいな

かりんさんたちは，紙ふぶきについて話しあっています。
2

きれいな紙ふぶきって 
どんなものかな？

くるくるまわって 
落ちるときれい 
だと思うよ

ひろがって 
ふんわり落ちると 
きれいだよね

ゆっくり 
落ちる 
紙ふぶきも 
きれいだね

5
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ヒストグラムと相対度数節1

話しあった結果，かりんさんたちは，1枚 1枚が	
できるだけゆっくり落ちる紙ふぶきをつくることにしました。

3

紙ふぶきに使う紙 1 枚 1 枚の 
滞
たい

空
くう

時間が，できるだけ 
長くなるようにしたいね

紙の形や大きさを変えて， 
滞空時間がより長いものを 
みつけよう

話しあおう
どんな形や大きさの紙が，滞空時間がより長いでしょうか。

また，それを調べるには，どうすればよいでしょうか。

4

目的に応じてデータを収集して整理し，その傾
けい

向
こう

や特
とく

徴
ちょう

を調べて 
活用しましょう。

5

1年 1年1年 1年

54

データの活用領域では，
データの整理の仕方を
学ぶだけではなく，
データを活用して問題を
解決する力を身につける
ことを重視しました。
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7章 データの活用
ゆっくり落ちる紙の形や大きさは？

かりんさんの学校ではもうすぐ 3年生を送る会があり，	
かりんさんたちはその演出を考えています。

かりんさんは，この前コンサートに行ったときに，	

紙ふぶきが降ってきたことを思い出し，	

3年生を送る会でも紙ふぶきを降らせたいと考えました。

1

紙ふぶきをきれいに 
降らせたいな

かりんさんたちは，紙ふぶきについて話しあっています。
2

きれいな紙ふぶきって 
どんなものかな？

くるくるまわって 
落ちるときれい 
だと思うよ

ひろがって 
ふんわり落ちると 
きれいだよね

ゆっくり 
落ちる 
紙ふぶきも 
きれいだね

5
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ヒストグラムと相対度数節1

話しあった結果，かりんさんたちは，1枚 1枚が	
できるだけゆっくり落ちる紙ふぶきをつくることにしました。

3

紙ふぶきに使う紙 1 枚 1 枚の 
滞
たい

空
くう

時間が，できるだけ 
長くなるようにしたいね

紙の形や大きさを変えて， 
滞空時間がより長いものを 
みつけよう

話しあおう
どんな形や大きさの紙が，滞空時間がより長いでしょうか。

また，それを調べるには，どうすればよいでしょうか。

4

目的に応じてデータを収集して整理し，その傾
けい

向
こう

や特
とく

徴
ちょう

を調べて 
活用しましょう。

5

1年 1年1年 1年

55

グループで学習を進めていく場面を示し，
協働学習ができるようにしています。
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データを活用して，問題を解決しよう1
疑問 紙の大きさはどちらがいいのかな1

1.	 調べたいことを決めて，どのように解決するか考えよう

かりんさんは，次の (ア)と (イ)のような，大きさの違
ちが

う	

正方形の紙を準備し，滞空時間をくらべることにしました。

2 mの高さから紙を落とし，手を離
はな

してから	

床
ゆか

につくまでの時間をストップウォッチではかる実験を，	

それぞれ 50回おこないました。

1 cm

1 cm

2 cm

2 cm(ア) (イ)

（イ）の滞空時間
実験
回数

滞空時間
(秒)

実験
回数

滞空時間
(秒)

実験
回数

滞空時間
(秒)

1 2.36 21 3.04 41 2.42
2 2.58 22 2.57 42 2.50
3 2.87 23 2.91 43 2.51
4 2.72 24 2.94 44 2.98
5 2.63 25 2.59 45 2.50
6 2.92 26 2.70 46 2.69
7 2.68 27 2.86 47 2.94
8 2.72 28 2.68 48 2.69
9 3.04 29 2.57 49 2.70

10 2.82 30 2.80 50 2.64
11 2.77 31 2.84
12 2.70 32 3.01
13 2.49 33 2.59
14 2.70 34 2.54
15 2.75 35 2.81
16 2.83 36 2.86
17 2.76 37 2.89
18 2.64 38 2.92
19 2.67 39 2.74
20 2.50 40 2.53

（ア）の滞空時間
実験
回数

滞空時間
(秒)

実験
回数

滞空時間
(秒)

実験
回数

滞空時間
(秒)

1 2.48 21 2.16 41 2.21
2 2.36 22 2.36 42 2.24
3 2.17 23 2.33 43 2.43
4 2.16 24 2.36 44 2.27
5 2.09 25 2.44 45 2.35
6 2.36 26 2.21 46 2.19
7 2.48 27 2.30 47 2.42
8 2.38 28 2.25 48 2.43
9 2.35 29 2.08 49 2.49

10 2.10 30 2.78 50 2.37
11 2.28 31 2.40
12 2.44 32 2.04
13 2.22 33 2.11
14 2.51 34 2.25
15 1.94 35 2.45
16 2.41 36 2.60
17 2.62 37 2.28
18 2.71 38 2.11
19 2.23 39 2.16
20 2.38 40 2.24

実験の結果，(ア)と (イ)の滞空時間は，下の表のようになりました。

2.	 必要なデータを集めよう
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疑問 紙の大きさはどちらがいいのかな1

3.	 データの傾向や特徴を調べよう

	散らばりのようすを示す値を使ってくらべましょう。

(ア) も (イ) も滞空時間はばらばらだね
もっとも大きい値と小さい値に 
着目してみよう

右の表は，(ア)と (イ)の滞空時間を，値の小さい順に	
並べたものです。

（ア）
滞空時間

(秒)
1.94
2.04
2.08
2.09
2.10
2.11
2.11
2.16
2.16
2.16
2.17
2.19
2.21
2.21
2.22
2.23
2.24
2.24
2.25
2.25
2.27
2.28
2.28
2.30
2.33
2.35
2.35
2.36
2.36
2.36
2.36
2.37
2.38
2.38
2.40
2.41
2.42
2.43
2.43
2.44
2.44
2.45
2.48
2.48
2.49
2.51
2.60
2.62
2.71
2.78

（イ）
滞空時間

(秒)
2.36
2.42
2.49
2.50
2.50
2.50
2.51
2.53
2.54
2.57
2.57
2.58
2.59
2.59
2.63
2.64
2.64
2.67
2.68
2.68
2.69
2.69
2.70
2.70
2.70
2.70
2.72
2.72
2.74
2.75
2.76
2.77
2.80
2.81
2.82
2.83
2.84
2.86
2.86
2.87
2.89
2.91
2.92
2.92
2.94
2.94
2.98
3.01
3.04
3.04

データの値の中で，もっとも小さい値を 最
さい

小
しょう

値
ち

，	

もっとも大きい値を 最
さい

大
だい

値
ち

 といいます。

また，最大値と最小値の差を，分布の 範
はん

囲
い

 といいます。

範囲＝最大値−最小値

(ア)の滞空時間について，
最大値は 2.78	
最小値は 1.94

だから，範囲は，

2.78-1.94 = 0.84 (秒)

範囲は，１つの値で 
示すんだね

範囲例 1

問 1 	 (イ)の滞空時間について，範囲を求めなさい。

説明しよう

範囲をくらべると，(ア)と (イ)の滞空時間について，	
どんなことがいえるでしょうか。

5

10

15

1年 1年1年 1年

56

PPDAC サイクルが
目に見えるような
構成にしています。

Data（データ）

Problem（問題） 
Plan（計画）
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データを活用して，問題を解決しよう1
疑問 紙の大きさはどちらがいいのかな1

1.	 調べたいことを決めて，どのように解決するか考えよう

かりんさんは，次の (ア)と (イ)のような，大きさの違
ちが

う	

正方形の紙を準備し，滞空時間をくらべることにしました。

2 mの高さから紙を落とし，手を離
はな

してから	

床
ゆか

につくまでの時間をストップウォッチではかる実験を，	

それぞれ 50回おこないました。

1 cm

1 cm

2 cm

2 cm(ア) (イ)

（イ）の滞空時間
実験
回数

滞空時間
(秒)

実験
回数

滞空時間
(秒)

実験
回数

滞空時間
(秒)

1 2.36 21 3.04 41 2.42
2 2.58 22 2.57 42 2.50
3 2.87 23 2.91 43 2.51
4 2.72 24 2.94 44 2.98
5 2.63 25 2.59 45 2.50
6 2.92 26 2.70 46 2.69
7 2.68 27 2.86 47 2.94
8 2.72 28 2.68 48 2.69
9 3.04 29 2.57 49 2.70

10 2.82 30 2.80 50 2.64
11 2.77 31 2.84
12 2.70 32 3.01
13 2.49 33 2.59
14 2.70 34 2.54
15 2.75 35 2.81
16 2.83 36 2.86
17 2.76 37 2.89
18 2.64 38 2.92
19 2.67 39 2.74
20 2.50 40 2.53

（ア）の滞空時間
実験
回数

滞空時間
(秒)

実験
回数

滞空時間
(秒)

実験
回数

滞空時間
(秒)

1 2.48 21 2.16 41 2.21
2 2.36 22 2.36 42 2.24
3 2.17 23 2.33 43 2.43
4 2.16 24 2.36 44 2.27
5 2.09 25 2.44 45 2.35
6 2.36 26 2.21 46 2.19
7 2.48 27 2.30 47 2.42
8 2.38 28 2.25 48 2.43
9 2.35 29 2.08 49 2.49

10 2.10 30 2.78 50 2.37
11 2.28 31 2.40
12 2.44 32 2.04
13 2.22 33 2.11
14 2.51 34 2.25
15 1.94 35 2.45
16 2.41 36 2.60
17 2.62 37 2.28
18 2.71 38 2.11
19 2.23 39 2.16
20 2.38 40 2.24

実験の結果，(ア)と (イ)の滞空時間は，下の表のようになりました。

2.	 必要なデータを集めよう
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疑問 紙の大きさはどちらがいいのかな1

3.	 データの傾向や特徴を調べよう

	散らばりのようすを示す値を使ってくらべましょう。

(ア) も (イ) も滞空時間はばらばらだね
もっとも大きい値と小さい値に 
着目してみよう

右の表は，(ア)と (イ)の滞空時間を，値の小さい順に	
並べたものです。

（ア）
滞空時間

(秒)
1.94
2.04
2.08
2.09
2.10
2.11
2.11
2.16
2.16
2.16
2.17
2.19
2.21
2.21
2.22
2.23
2.24
2.24
2.25
2.25
2.27
2.28
2.28
2.30
2.33
2.35
2.35
2.36
2.36
2.36
2.36
2.37
2.38
2.38
2.40
2.41
2.42
2.43
2.43
2.44
2.44
2.45
2.48
2.48
2.49
2.51
2.60
2.62
2.71
2.78

（イ）
滞空時間

(秒)
2.36
2.42
2.49
2.50
2.50
2.50
2.51
2.53
2.54
2.57
2.57
2.58
2.59
2.59
2.63
2.64
2.64
2.67
2.68
2.68
2.69
2.69
2.70
2.70
2.70
2.70
2.72
2.72
2.74
2.75
2.76
2.77
2.80
2.81
2.82
2.83
2.84
2.86
2.86
2.87
2.89
2.91
2.92
2.92
2.94
2.94
2.98
3.01
3.04
3.04

データの値の中で，もっとも小さい値を 最
さい

小
しょう

値
ち

，	

もっとも大きい値を 最
さい

大
だい

値
ち

 といいます。

また，最大値と最小値の差を，分布の 範
はん

囲
い

 といいます。

範囲＝最大値−最小値

(ア)の滞空時間について，
最大値は 2.78	
最小値は 1.94

だから，範囲は，

2.78-1.94 = 0.84 (秒)

範囲は，１つの値で 
示すんだね

範囲例 1

問 1 	 (イ)の滞空時間について，範囲を求めなさい。

説明しよう

範囲をくらべると，(ア)と (イ)の滞空時間について，	
どんなことがいえるでしょうか。
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15

1年 1年1年 1年
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Analysis（分析）
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	表やグラフを使ってくらべましょう。

算数では，データをわかりやすく整理するために， 
表にまとめる方法を学んだね

度数分布表には， 
累積度数を 
書き加える 
ことがあるよ

また，最初の階級から，ある階級までの度数の	

合計を 累
るい

積
せき

度
ど

数
すう

 といいます。

？ 	度数分布表には，	
どんなよさがあるかな。

各階級にはいるデータの個数を，その階級の 	

度
ど

数
すう

 といい，階級に応じて，度数を上のように	

整理した表を 度
ど

数
すう

分
ぶん

布
ぷ

表
ひょう

 といいます。

右の表では，階級の幅
はば

は 0.20秒で，階級の	
個数は 5個になっています。

このように整理した 1つ 1つの区間を，	
階
かい

級
きゅう

 といいます。

右の表 1は，216ページの (ア)の滞空時間を整理した	
もので，滞空時間を 0.20秒ごとの区間に区切り，	
その区間にふくまれる回数を調べたものです。

表 1 （ア）の滞空時間
滞空時間 (秒) 度数 (回)

1.80以上 ～ 2.00未満 1
2.00	 	 ～ 2.20 11
2.20	 	 ～ 2.40 22
2.40	 	 ～ 2.60 12
2.60	 	 ～ 2.80 4

計 50

216ページの (イ)の滞空時間に	
ついて，2.80秒未満の累積度数は，	
右の表 2から，

1+13+18 = 32 (回)
になる。

表 2 （イ）の滞空時間
滞空時間 (秒) 度数 (回) 累積度数 (回)

2.20以上 ～ 2.40未満 1 1
2.40	 	 ～ 2.60 13 14
2.60	 	 ～ 2.80 18 32
2.80	 	 ～ 3.00 15
3.00	 	 ～ 3.20 3

計 50

累積度数例 2

問 2 	 上の表 2について，累積度数の空
くう

欄
らん

をうめなさい。

問 3 	 (ア)と (イ)の滞空時間について，滞空時間が 2.60秒未満で	
あるのは，それぞれ何回ですか。

同じデータからつくったヒストグラムでも，階級の幅を変えると，	

特徴の見え方や読みとることができる傾向が変わることがあります。

ヒストグラムから分布のようすを調べるときには，階級の幅を	

いろいろと変えてみることがたいせつです。

2 次元
コード
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身のまわりの疑問を解決するために，階級の幅をいろいろと変えてデータの特徴を読みとり， 
その特徴を利用できないかと考えた。

疑問 紙の大きさはどちらがいいのかな1

右の図 1は，前ページの表 1の度数分布表を，	
横
よこ

軸
じく

を滞空時間，縦軸を回数としてグラフに	

表したものです。

1.6
0

5

10

15

20

2.0 2.4 2.8（秒）

（回）

図 1　（ア）の滞空時間
（階級の幅 0.20 秒）

階級の幅を横，度数を縦とする長方形を	

並べたこのようなグラフを，ヒストグラム	
または，柱状グラフといいます。

？ 	ヒストグラムには，どんなよさがあるかな。

階級の幅が 0.20 秒でない 
ヒストグラムをかくとどうなるのかな

話しあおう

図 2，図 3は，(ア)の滞空時間について，	
階級の幅を 0.05秒と 0.50秒に	
してかいたヒストグラムです。

これらを図 1とくらべると，	
どんなことがいえるでしょうか。

1.81.3
0

5

10

15

20

25

2.3 2.8 （秒）

図 3　（ア）の滞空時間
（階級の幅 0.50 秒）

（回）

0

5

1.8 2.3 2.8（秒）

（回）

図 2　（ア）の滞空時間
（階級の幅 0.05 秒）

同じデータからつくったヒストグラムでも，階級の幅を変えると，	

特徴の見え方や読みとることができる傾向が変わることがあります。

ヒストグラムから分布のようすを調べるときには，階級の幅を	

いろいろと変えてみることがたいせつです。

5

10

1年 1年1年 1年

58

キャラクターの
発言で話が進み，
生徒が目的意識
を持ちやすい
ようにしています。
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	表やグラフを使ってくらべましょう。

算数では，データをわかりやすく整理するために， 
表にまとめる方法を学んだね

度数分布表には， 
累積度数を 
書き加える 
ことがあるよ

また，最初の階級から，ある階級までの度数の	

合計を 累
るい

積
せき

度
ど

数
すう

 といいます。

？ 	度数分布表には，	
どんなよさがあるかな。

各階級にはいるデータの個数を，その階級の 	

度
ど

数
すう

 といい，階級に応じて，度数を上のように	

整理した表を 度
ど

数
すう

分
ぶん

布
ぷ

表
ひょう

 といいます。

右の表では，階級の幅
はば

は 0.20秒で，階級の	
個数は 5個になっています。

このように整理した 1つ 1つの区間を，	
階
かい

級
きゅう

 といいます。

右の表 1は，216ページの (ア)の滞空時間を整理した	
もので，滞空時間を 0.20秒ごとの区間に区切り，	
その区間にふくまれる回数を調べたものです。

表 1 （ア）の滞空時間
滞空時間 (秒) 度数 (回)

1.80以上 ～ 2.00未満 1
2.00	 	 ～ 2.20 11
2.20	 	 ～ 2.40 22
2.40	 	 ～ 2.60 12
2.60	 	 ～ 2.80 4

計 50

216ページの (イ)の滞空時間に	
ついて，2.80秒未満の累積度数は，	
右の表 2から，

1+13+18 = 32 (回)
になる。

表 2 （イ）の滞空時間
滞空時間 (秒) 度数 (回) 累積度数 (回)

2.20以上 ～ 2.40未満 1 1
2.40	 	 ～ 2.60 13 14
2.60	 	 ～ 2.80 18 32
2.80	 	 ～ 3.00 15
3.00	 	 ～ 3.20 3

計 50

累積度数例 2

問 2 	 上の表 2について，累積度数の空
くう

欄
らん

をうめなさい。

問 3 	 (ア)と (イ)の滞空時間について，滞空時間が 2.60秒未満で	
あるのは，それぞれ何回ですか。

同じデータからつくったヒストグラムでも，階級の幅を変えると，	

特徴の見え方や読みとることができる傾向が変わることがあります。

ヒストグラムから分布のようすを調べるときには，階級の幅を	

いろいろと変えてみることがたいせつです。
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身のまわりの疑問を解決するために，階級の幅をいろいろと変えてデータの特徴を読みとり， 
その特徴を利用できないかと考えた。

疑問 紙の大きさはどちらがいいのかな1

右の図 1は，前ページの表 1の度数分布表を，	
横
よこ

軸
じく

を滞空時間，縦軸を回数としてグラフに	

表したものです。

1.6
0

5

10

15

20

2.0 2.4 2.8（秒）

（回）

図 1　（ア）の滞空時間
（階級の幅 0.20 秒）

階級の幅を横，度数を縦とする長方形を	

並べたこのようなグラフを，ヒストグラム	
または，柱状グラフといいます。

？ 	ヒストグラムには，どんなよさがあるかな。

階級の幅が 0.20 秒でない 
ヒストグラムをかくとどうなるのかな

話しあおう

図 2，図 3は，(ア)の滞空時間について，	
階級の幅を 0.05秒と 0.50秒に	
してかいたヒストグラムです。

これらを図 1とくらべると，	
どんなことがいえるでしょうか。

1.81.3
0

5

10

15

20

25

2.3 2.8 （秒）

図 3　（ア）の滞空時間
（階級の幅 0.50 秒）

（回）

0

5

1.8 2.3 2.8（秒）

（回）

図 2　（ア）の滞空時間
（階級の幅 0.05 秒）

同じデータからつくったヒストグラムでも，階級の幅を変えると，	

特徴の見え方や読みとることができる傾向が変わることがあります。

ヒストグラムから分布のようすを調べるときには，階級の幅を	

いろいろと変えてみることがたいせつです。

5

10

1年 1年1年 1年

59

どんな疑問を解決しているか
を見開きごとに表示し，常に
目的意識を持って学習に
取り組めるようにしています。

QRコードを読み取る
と，階級の幅を変えた
場合のヒストグラムを
見ることができます。
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階級の幅をいろいろと変えてみたけれど， 
0.20 秒にしたヒストグラムが見やすいね

1.6
0

5

10

15

20

2.0 2.4 2.8（秒）

（回）
図 4　（ア）の滞空時間

1.6
0

5

10

15

20

2.0 2.4 2.8 3.2（秒）

（回）
図 5　（イ）の滞空時間

階級の幅を 0.20秒にして，218ページの表 1と表 2をもとに，	
(ア)と (イ)の滞空時間をヒストグラムに表すと，下の図 4と	
図 5のようになります。

2 つのヒストグラムをくらべやすくするには， 
どうしたらいいのかな

注意 	 度数分布多角形を，度数折れ線ともいいます。

このようにしてできた折れ線グラフを，	

度
ど

数
すう

分
ぶん

布
ぷ

多
た

角
かく

形
けい

 といいます。

ヒストグラムの 1つ 1つの長方形の上の	
辺の中点を，順に線分で結びます。

ただし，両
りょう

端
たん

では，度数 0の階級がある	
ものと考えて，線分を横軸までのばします。

1.6
0

5

10

15

20

2.0 2.4 2.8（秒）

（回）
（ア）の滞空時間

度数分布多角形を重ねると，複数のデータの分布のようすが	

くらべやすくなります。
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身のまわりの疑問を解決するために，ヒストグラムや度数分布多角形に表して 
データの特徴を読みとり，その特徴を利用できないかと考えた。

疑問 紙の大きさはどちらがいいのかな1

問 4 	 右の図は，(ア)の滞空時間の	
度数分布多角形です。

この図に，前ページの図 5を	
もとにして，(イ)の滞空時間の	
度数分布多角形をかき入れなさい。

1.6
0

5

10

15

20

2.0 2.4 2.8 3.2（秒）

（回）

話しあおう

問4 でかいた度数分布多角形から，(ア)と (イ)のどちらが	
滞空時間が長いといえるでしょうか。

	代表値を使ってくらべましょう。

ある 7人のクイズの得点が，7，6，5，5，9，5，5のとき，

・平均値＝ データの個々の値の合計データの個数

＝7＋6＋5＋5＋9＋5＋57
＝6 （点）

・中央値は，データの値を大きさの順に並べたときの中央の値である。
得点を大きさの順に並べると，

5，5，5， 5 ，6，7，9
だから，中央値は 4番目の値で，5点

・最
さい
頻
ひん
値
ち
は，データの値の中でもっとも多く現れる値だから，5点

ふりかえり 算数

？ 	代表値には，どんなよさがあるかな。

上の ふりかえり の平均値，中央値，最頻値のように，データの	

値全体を代表する値を 代表値 といいます。

(ア)と (イ)の滞空時間について，217ページの表から，平均値，	
中央値を求めると，次のようになります。

・(ア)の滞空時間……平均値 2.32秒，中央値 2.34秒
・(イ)の滞空時間……平均値 2.72秒，中央値 2.70秒
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20

25

1年 1年1年 1年
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新たな整理の方法を学ぶときには，その
方法のよさに気づけるようにしています。
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階級の幅をいろいろと変えてみたけれど， 
0.20 秒にしたヒストグラムが見やすいね
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20

2.0 2.4 2.8（秒）

（回）
図 4　（ア）の滞空時間

1.6
0

5

10

15

20

2.0 2.4 2.8 3.2（秒）

（回）
図 5　（イ）の滞空時間

階級の幅を 0.20秒にして，218ページの表 1と表 2をもとに，	
(ア)と (イ)の滞空時間をヒストグラムに表すと，下の図 4と	
図 5のようになります。

2 つのヒストグラムをくらべやすくするには， 
どうしたらいいのかな

注意 	 度数分布多角形を，度数折れ線ともいいます。

このようにしてできた折れ線グラフを，	

度
ど

数
すう

分
ぶん

布
ぷ

多
た

角
かく

形
けい

 といいます。

ヒストグラムの 1つ 1つの長方形の上の	
辺の中点を，順に線分で結びます。

ただし，両
りょう

端
たん

では，度数 0の階級がある	
ものと考えて，線分を横軸までのばします。

1.6
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5

10

15

20

2.0 2.4 2.8（秒）

（回）
（ア）の滞空時間

度数分布多角形を重ねると，複数のデータの分布のようすが	

くらべやすくなります。
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身のまわりの疑問を解決するために，ヒストグラムや度数分布多角形に表して 
データの特徴を読みとり，その特徴を利用できないかと考えた。

疑問 紙の大きさはどちらがいいのかな1

問 4 	 右の図は，(ア)の滞空時間の	
度数分布多角形です。

この図に，前ページの図 5を	
もとにして，(イ)の滞空時間の	
度数分布多角形をかき入れなさい。
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2.0 2.4 2.8 3.2（秒）

（回）

話しあおう

問4 でかいた度数分布多角形から，(ア)と (イ)のどちらが	
滞空時間が長いといえるでしょうか。

	代表値を使ってくらべましょう。

ある 7人のクイズの得点が，7，6，5，5，9，5，5のとき，

・平均値＝ データの個々の値の合計データの個数

＝7＋6＋5＋5＋9＋5＋57
＝6 （点）

・中央値は，データの値を大きさの順に並べたときの中央の値である。
得点を大きさの順に並べると，

5，5，5， 5 ，6，7，9
だから，中央値は 4番目の値で，5点

・最
さい
頻
ひん
値
ち
は，データの値の中でもっとも多く現れる値だから，5点

ふりかえり 算数

？ 	代表値には，どんなよさがあるかな。

上の ふりかえり の平均値，中央値，最頻値のように，データの	

値全体を代表する値を 代表値 といいます。

(ア)と (イ)の滞空時間について，217ページの表から，平均値，	
中央値を求めると，次のようになります。

・(ア)の滞空時間……平均値 2.32秒，中央値 2.34秒
・(イ)の滞空時間……平均値 2.72秒，中央値 2.70秒
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算数で学んでいる平均値，中央値，
最頻値についても，具体例とともに
丁寧に説明しています。
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身のまわりの疑問を解決するために，平均値，中央値，最頻値などの代表値から 
データの特徴を読みとり，その特徴を利用できないかと考えた。

算数で学んだように，最頻値も求めようと思ったけれど， 
同じ値が少ないから，考えにくいね

216ページの滞空時間の記録のように，細かく計測すると，	
同じ値が少なくなることがあります。このようなデータでは，	

次のように，度数分布表をもとにして最頻値を考えます。

度数分布表で，それぞれの階級のまん中の値を 階
かい

級
きゅう

値
ち

 	

といいます。

度数分布表では，度数のもっとも多い階級の階級値を	

最頻値として用います。

例えば，滞空時間が 2.80秒以上 3.00秒未満の階級では，
2.80+3.00

2 = 2.90 (秒)

が階級値です。
2.80 3.00 3.20

階級値 階級値

階級 階級

問 5 	 右の表で，各階級の	
階級値の空欄を	

うめなさい。

また，この表をもとに	

して，(ア)と (イ)の	
滞空時間の最頻値を，	

それぞれ答えなさい。

（ア）と（イ）の滞空時間

滞空時間 (秒) 階級値
(秒)

(ア) (イ)
度数 (回) 度数 (回)

1.80以上	～ 2.00未満 1 0
2.00	 	 ～ 2.20 11 0
2.20	 	 ～ 2.40 22 1
2.40	 	 ～ 2.60 12 13
2.60	 	 ～ 2.80 4 18
2.80	 	 ～ 3.00 2.90 0 15
3.00	 	 ～ 3.20 0 3

計 50 50

話しあおう

平均値，中央値，最頻値から，(ア)と (イ)のどちらが	
滞空時間が長いといえるでしょうか。
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疑問 紙の大きさはどちらがいいのかな1

4.	 結論をまとめよう

話しあおう

これまで，(ア)と (イ)の滞空時間について，	
次のように，いろいろな方法で整理しました。

これらのことから，(ア)と (イ)のどちらが	
滞空時間が長いといえるでしょうか。

理由もあわせて説明しましょう。

1 cm

1 cm

2 cm

2 cm

(ア)

(イ)

(ア) と (イ) の滞空時間

滞空時間 (秒) (ア) (イ)
度数 (回) 累積度数 (回) 度数 (回) 累積度数 (回)

1.80以上	～ 2.00未満 1 1 0 0
2.00	 	 ～ 2.20 11 12 0 0
2.20	 	 ～ 2.40 22 34 1 1
2.40	 	 ～ 2.60 12 46 13 14
2.60	 	 ～ 2.80 4 50 18 32
2.80	 	 ～ 3.00 0 50 15 47
3.00	 	 ～ 3.20 0 50 3 50

計 50 50
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2.0 2.4 2.8 3.2（秒）

（回）

（ア） （イ）

(ア) (イ)
最小値 1.94秒 2.36秒
最大値 2.78秒 3.04秒
範囲 0.84秒 0.68秒
平均値 2.32秒 2.72秒
中央値 2.34秒 2.70秒
最頻値 2.30秒 2.70秒
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2.0 2.4 2.8（秒）

（回）
（ア）の滞空時間
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（回）
（イ）の滞空時間

5
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言葉だけで伝わり
にくいところは，
図をそえて説明
しています。
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身のまわりの疑問を解決するために，平均値，中央値，最頻値などの代表値から 
データの特徴を読みとり，その特徴を利用できないかと考えた。

算数で学んだように，最頻値も求めようと思ったけれど， 
同じ値が少ないから，考えにくいね

216ページの滞空時間の記録のように，細かく計測すると，	
同じ値が少なくなることがあります。このようなデータでは，	

次のように，度数分布表をもとにして最頻値を考えます。

度数分布表で，それぞれの階級のまん中の値を 階
かい

級
きゅう

値
ち

 	

といいます。

度数分布表では，度数のもっとも多い階級の階級値を	

最頻値として用います。

例えば，滞空時間が 2.80秒以上 3.00秒未満の階級では，
2.80+3.00

2 = 2.90 (秒)

が階級値です。
2.80 3.00 3.20

階級値 階級値

階級 階級

問 5 	 右の表で，各階級の	
階級値の空欄を	

うめなさい。

また，この表をもとに	

して，(ア)と (イ)の	
滞空時間の最頻値を，	

それぞれ答えなさい。

（ア）と（イ）の滞空時間

滞空時間 (秒) 階級値
(秒)

(ア) (イ)
度数 (回) 度数 (回)

1.80以上	～ 2.00未満 1 0
2.00	 	 ～ 2.20 11 0
2.20	 	 ～ 2.40 22 1
2.40	 	 ～ 2.60 12 13
2.60	 	 ～ 2.80 4 18
2.80	 	 ～ 3.00 2.90 0 15
3.00	 	 ～ 3.20 0 3

計 50 50

話しあおう

平均値，中央値，最頻値から，(ア)と (イ)のどちらが	
滞空時間が長いといえるでしょうか。
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疑問 紙の大きさはどちらがいいのかな1

4.	 結論をまとめよう

話しあおう

これまで，(ア)と (イ)の滞空時間について，	
次のように，いろいろな方法で整理しました。

これらのことから，(ア)と (イ)のどちらが	
滞空時間が長いといえるでしょうか。

理由もあわせて説明しましょう。

1 cm

1 cm

2 cm

2 cm

(ア)

(イ)

(ア) と (イ) の滞空時間

滞空時間 (秒) (ア) (イ)
度数 (回) 累積度数 (回) 度数 (回) 累積度数 (回)

1.80以上	～ 2.00未満 1 1 0 0
2.00	 	 ～ 2.20 11 12 0 0
2.20	 	 ～ 2.40 22 34 1 1
2.40	 	 ～ 2.60 12 46 13 14
2.60	 	 ～ 2.80 4 50 18 32
2.80	 	 ～ 3.00 0 50 15 47
3.00	 	 ～ 3.20 0 50 3 50

計 50 50
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(ア) (イ)
最小値 1.94秒 2.36秒
最大値 2.78秒 3.04秒
範囲 0.84秒 0.68秒
平均値 2.32秒 2.72秒
中央値 2.34秒 2.70秒
最頻値 2.30秒 2.70秒
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これまでに整理したことを統合的に使って，
疑問１「紙の大きさはどちらがいいのかな」
を解決します。

Conclusion（結論）
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疑問 紙の形はどちらがいいのかな2

そこで，(イ)の面積が 4 cm2であることに着目し，	

面積は同じで，形の違う (ウ)の滞空時間を調べ，	
(イ)の滞空時間とくらべてみることにしました。

(イ)	 正方形	 	 (ウ)	 長方形

2 cm

2 cm

1 cm

4 cm

かりんさんは， 疑問 1 で，(イ)の方が滞空時間が	
長いと考えました。

1.	 調べたいことを決めて，どのように解決するか考えよう

滞空時間 (秒) 度数 (回)
2.40以上	～ 2.60未満 1
2.60	 	 ～ 2.80 1
2.80	 	 ～ 3.00 5
3.00	 	 ～ 3.20 5
3.20	 	 ～ 3.40 9
3.40	 	 ～ 3.60 3
3.60	 	 ～ 3.80 3
3.80	 	 ～ 4.00 1
4.00	 	 ～ 4.20 2

計 30

表 2 （ウ）の滞空時間の度数分布表表 1 （ウ）の滞空時間
実験
回数

滞空時間
(秒)

実験
回数

滞空時間
(秒)

実験
回数

滞空時間
(秒)

1 4.05 11 3.42 21 3.43
2 2.97 12 3.26 22 2.90
3 3.04 13 3.06 23 2.94
4 3.36 14 3.39 24 3.11
5 3.03 15 3.20 25 3.81
6 4.01 16 3.38 26 3.71
7 2.72 17 3.04 27 3.27
8 3.53 18 3.33 28 3.73
9 3.65 19 3.31 29 2.99

10 3.34 20 2.51 30 2.80

かりんさんが (ア)と (イ)の滞空時間を測定したときと同じ条件で，	
別のクラスが (ウ)の滞空時間を測定する実験をすでにおこなって	
いたので，実験結果と度数分布表を見せてもらいました。

2.	 必要なデータを集めよう
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疑問 紙の形はどちらがいいのかな2

3.	 データの傾向や特徴を調べよう

	度数分布表やヒストグラムを使ってくらべましょう。

(イ）の実験結果は 50 回分あるけれど， 
(ウ）の実験結果は 30 回分しかないね
回数が違うけれど，このままくらべてよいのかな？

全体の度数が違うとき，それぞれの階級の度数の，全体に対する	

割合を求めて，その割合でくらべることができます。

それぞれの階級の度数の，全体に対する割合を，	

その階級の 相
そう

対
たい

度
ど

数
すう

 といいます。

相対度数＝ 階級の度数
度数の合計

前ページの表 2で，2.80秒以上 3.00秒未満の階級の	
相対度数は，小数第 2位まで求めることにすると，	
次のようになる。

5
30 = 0.166…

小数第 3位を 
四捨五入しよう

7

相対度数例 3

問 6 	 前ページの表 2で，2.40秒以上 2.60秒未満の階級の	
相対度数を求めなさい。

最初の階級から，ある階級までの相対度数の合計を	

累
るい

積
せき

相
そう

対
たい

度
ど

数
すう

 といいます。

218ページの (イ)の滞空	
時間について，相対度数，	

累積相対度数をまとめると，	

右の表 3のようになる。

表 3 （イ）の滞空時間
滞空時間 (秒) 度数 (回) 相対度数 累積相対度数

2.20以上	～ 2.40未満 1 0.02 0.02
2.40	 	 ～ 2.60 13 0.26 0.28
2.60	 	 ～ 2.80 18 0.36 0.64
2.80	 	 ～ 3.00 15 0.30 0.94
3.00	 	 ～ 3.20 3 0.06 1.00

計 50 1.00

累積相対度数例 4
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64
前ページの「疑問１」の
結論を受けて，「疑問２」
に入っていく展開にし，
PPDAC サイクルの
２周目に入ります。

Problem（問題） 
Plan（計画）

Data（データ）
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疑問 紙の形はどちらがいいのかな2

そこで，(イ)の面積が 4 cm2であることに着目し，	

面積は同じで，形の違う (ウ)の滞空時間を調べ，	
(イ)の滞空時間とくらべてみることにしました。

(イ)	 正方形	 	 (ウ)	 長方形

2 cm

2 cm

1 cm

4 cm

かりんさんは， 疑問 1 で，(イ)の方が滞空時間が	
長いと考えました。

1.	 調べたいことを決めて，どのように解決するか考えよう

滞空時間 (秒) 度数 (回)
2.40以上	～ 2.60未満 1
2.60	 	 ～ 2.80 1
2.80	 	 ～ 3.00 5
3.00	 	 ～ 3.20 5
3.20	 	 ～ 3.40 9
3.40	 	 ～ 3.60 3
3.60	 	 ～ 3.80 3
3.80	 	 ～ 4.00 1
4.00	 	 ～ 4.20 2

計 30

表 2 （ウ）の滞空時間の度数分布表表 1 （ウ）の滞空時間
実験
回数

滞空時間
(秒)

実験
回数

滞空時間
(秒)

実験
回数

滞空時間
(秒)

1 4.05 11 3.42 21 3.43
2 2.97 12 3.26 22 2.90
3 3.04 13 3.06 23 2.94
4 3.36 14 3.39 24 3.11
5 3.03 15 3.20 25 3.81
6 4.01 16 3.38 26 3.71
7 2.72 17 3.04 27 3.27
8 3.53 18 3.33 28 3.73
9 3.65 19 3.31 29 2.99

10 3.34 20 2.51 30 2.80

かりんさんが (ア)と (イ)の滞空時間を測定したときと同じ条件で，	
別のクラスが (ウ)の滞空時間を測定する実験をすでにおこなって	
いたので，実験結果と度数分布表を見せてもらいました。

2.	 必要なデータを集めよう
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疑問 紙の形はどちらがいいのかな2

3.	 データの傾向や特徴を調べよう

	度数分布表やヒストグラムを使ってくらべましょう。

(イ）の実験結果は 50 回分あるけれど， 
(ウ）の実験結果は 30 回分しかないね
回数が違うけれど，このままくらべてよいのかな？

全体の度数が違うとき，それぞれの階級の度数の，全体に対する	

割合を求めて，その割合でくらべることができます。

それぞれの階級の度数の，全体に対する割合を，	

その階級の 相
そう

対
たい

度
ど

数
すう

 といいます。

相対度数＝ 階級の度数
度数の合計

前ページの表 2で，2.80秒以上 3.00秒未満の階級の	
相対度数は，小数第 2位まで求めることにすると，	
次のようになる。

5
30 = 0.166…

小数第 3位を 
四捨五入しよう

7

相対度数例 3

問 6 	 前ページの表 2で，2.40秒以上 2.60秒未満の階級の	
相対度数を求めなさい。

最初の階級から，ある階級までの相対度数の合計を	

累
るい

積
せき

相
そう

対
たい

度
ど

数
すう

 といいます。

218ページの (イ)の滞空	
時間について，相対度数，	

累積相対度数をまとめると，	

右の表 3のようになる。

表 3 （イ）の滞空時間
滞空時間 (秒) 度数 (回) 相対度数 累積相対度数

2.20以上	～ 2.40未満 1 0.02 0.02
2.40	 	 ～ 2.60 13 0.26 0.28
2.60	 	 ～ 2.80 18 0.36 0.64
2.80	 	 ～ 3.00 15 0.30 0.94
3.00	 	 ～ 3.20 3 0.06 1.00

計 50 1.00

累積相対度数例 4
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65
Analysis（分析）
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身のまわりの疑問を解決するために，度数の合計の異なる 2 組のデータの特徴を， 
相対度数や累積相対度数から読みとり，その特徴を利用できないかと考えた。

問 7 	 224ページの (ウ)の	
滞空時間について，	

相対度数と累積相対度数を	

求め，右の表の空欄を	

うめなさい。

（ウ）の滞空時間
滞空時間 (秒) 度数 (回) 相対度数 累積相対度数

2.40以上 ～ 2.60未満 1
2.60  ～ 2.80 1
2.80  ～ 3.00 5 0.17
3.00  ～ 3.20 5 0.17
3.20  ～ 3.40 9
3.40  ～ 3.60 3
3.60  ～ 3.80 3
3.80  ～ 4.00 1
4.00  ～ 4.20 2

計 30

問 8 	 (イ)と (ウ)の滞空時間について，滞空時間が 3.00秒未満で	
あるのは，それぞれ全体の何％ですか。

2 つのデータの相対度数を 
もっとわかりやすくくらべられないかな

縦軸に相対度数をとっても，度数分布多角形をかくことができます。

問 9 	 下の図は，前ページの表 3から，(イ)の滞空時間の	
相対度数を，度数分布多角形に表したものです。

この図に，(ウ)の滞空時間の度数分布多角形を	
かき入れなさい。
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疑問 紙の形はどちらがいいのかな2

4.	 結論をまとめよう

話しあおう

これまでに調べたことから，(イ)と (ウ)のどちらが滞空時間が	
長いといえるでしょうか。理由もあわせて説明しましょう。

(イ) と (ウ) の滞空時間

滞空時間 (秒) (イ) (ウ)
度数 (回) 相対度数 累積相対度数 度数 (回) 相対度数 累積相対度数

2.20以上	～ 2.40未満 1 0.02 0.02 0 0.00 0.00
2.40	 	 ～ 2.60 13 0.26 0.28 1 0.03 0.03
2.60	 	 ～ 2.80 18 0.36 0.64 1 0.03 0.06
2.80	 	 ～ 3.00 15 0.30 0.94 5 0.17 0.23
3.00	 	 ～ 3.20 3 0.06 1.00 5 0.17 0.40
3.20	 	 ～ 3.40 0 0.00 1.00 9 0.30 0.70
3.40	 	 ～ 3.60 0 0.00 1.00 3 0.10 0.80
3.60	 	 ～ 3.80 0 0.00 1.00 3 0.10 0.90
3.80	 	 ～ 4.00 0 0.00 1.00 1 0.03 0.93
4.00	 	 ～ 4.20 0 0.00 1.00 2 0.07 1.00

計 50 1.00 30 1.00

0.10

0.20

0.30

0.40

2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4（秒）

（イ）
（ウ）

0

（相対度数）
(イ) (ウ)

最小値 2.36秒 2.51秒
最大値 3.04秒 4.05秒
範囲 0.68秒 1.54秒
平均値 2.72秒 3.28秒
中央値 2.70秒 3.29秒
最頻値 2.70秒 3.30秒

話しあおう

疑問 1 と 疑問2 では，紙の	

大きさや形を変えて実験	

しました。滞空時間をもっと	

長くするためには，どんなことを	

調べればよいでしょうか。

紙の材質を 
変えてみると…？

紙の形を四角形 
以外にしてみようよ

5

10

1年 1年1年 1年

66

累積相対度数を使う
問を配置しています。
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身のまわりの疑問を解決するために，度数の合計の異なる 2 組のデータの特徴を， 
相対度数や累積相対度数から読みとり，その特徴を利用できないかと考えた。

問 7 	 224ページの (ウ)の	
滞空時間について，	

相対度数と累積相対度数を	

求め，右の表の空欄を	

うめなさい。

（ウ）の滞空時間
滞空時間 (秒) 度数 (回) 相対度数 累積相対度数

2.40以上 ～ 2.60未満 1
2.60  ～ 2.80 1
2.80  ～ 3.00 5 0.17
3.00  ～ 3.20 5 0.17
3.20  ～ 3.40 9
3.40  ～ 3.60 3
3.60  ～ 3.80 3
3.80  ～ 4.00 1
4.00  ～ 4.20 2

計 30

問 8 	 (イ)と (ウ)の滞空時間について，滞空時間が 3.00秒未満で	
あるのは，それぞれ全体の何％ですか。

2 つのデータの相対度数を 
もっとわかりやすくくらべられないかな

縦軸に相対度数をとっても，度数分布多角形をかくことができます。

問 9 	 下の図は，前ページの表 3から，(イ)の滞空時間の	
相対度数を，度数分布多角形に表したものです。

この図に，(ウ)の滞空時間の度数分布多角形を	
かき入れなさい。
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疑問 紙の形はどちらがいいのかな2

4.	 結論をまとめよう

話しあおう

これまでに調べたことから，(イ)と (ウ)のどちらが滞空時間が	
長いといえるでしょうか。理由もあわせて説明しましょう。

(イ) と (ウ) の滞空時間

滞空時間 (秒) (イ) (ウ)
度数 (回) 相対度数 累積相対度数 度数 (回) 相対度数 累積相対度数

2.20以上	～ 2.40未満 1 0.02 0.02 0 0.00 0.00
2.40	 	 ～ 2.60 13 0.26 0.28 1 0.03 0.03
2.60	 	 ～ 2.80 18 0.36 0.64 1 0.03 0.06
2.80	 	 ～ 3.00 15 0.30 0.94 5 0.17 0.23
3.00	 	 ～ 3.20 3 0.06 1.00 5 0.17 0.40
3.20	 	 ～ 3.40 0 0.00 1.00 9 0.30 0.70
3.40	 	 ～ 3.60 0 0.00 1.00 3 0.10 0.80
3.60	 	 ～ 3.80 0 0.00 1.00 3 0.10 0.90
3.80	 	 ～ 4.00 0 0.00 1.00 1 0.03 0.93
4.00	 	 ～ 4.20 0 0.00 1.00 2 0.07 1.00

計 50 1.00 30 1.00
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0.30

0.40

2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4（秒）

（イ）
（ウ）

0

（相対度数）
(イ) (ウ)

最小値 2.36秒 2.51秒
最大値 3.04秒 4.05秒
範囲 0.68秒 1.54秒
平均値 2.72秒 3.28秒
中央値 2.70秒 3.29秒
最頻値 2.70秒 3.30秒

話しあおう

疑問 1 と 疑問2 では，紙の	

大きさや形を変えて実験	

しました。滞空時間をもっと	

長くするためには，どんなことを	

調べればよいでしょうか。

紙の材質を 
変えてみると…？

紙の形を四角形 
以外にしてみようよ

5

10

1年 1年1年 1年

67

「疑問１」と「疑問２」をふまえて，さらに
調べたいことを話しあう場面を設定しています。

Conclusion（結論）
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3章 一次関数
水面の高さはどう変わるかな？

けいたさんとかりんさんの町で，	

お祭りが 2日間おこなわれます。	
2人はヨーヨーつりの水そうに，	
水を入れる係になりました。

1

1日目は，からの水そうに水を入れます。

からの水そうに，1分間に 2 cmの割合で水面が高くなるように	
水を入れるとき，底から水面までの高さは時間にともなって変わります。

水を入れはじめてからの時間を x分，底から水面までの高さを	
y cmとして，変化のようすを調べましょう。

⑴	 xの値が 1増えると，yの値はどうなるでしょうか。
⑵	 xの値が 2倍，3倍，4倍	
になると，yの値はどうなる	
でしょうか。

⑶	 xと yの関係を式に	
表しましょう。

2
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x 0 1 2 3 4 5 6 7 8

y

yがxの関数で，その間の関係が
y=ax aは定数

で表されるとき，	
yはxに比例するという。

ふりかえり 1年
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一次関数とグラフ節1

2日目の朝，水そうに水を入れようとしたら，	
1日目に入れた水が残っていました。

2日目は，すでに底から 8 cmの高さまで水がはいった	
水そうに水を入れます。

話しあおう
底から 8 cmの高さまで水がはいった水そうに，1分間に	
2 cmの割合で水面が高くなるように水を入れます。
水を入れはじめてからの時間を x分，底から水面までの	
高さを y cmとすると，この xと yの関係について，	
どんなことがいえるでしょうか。

3

今日はここに 
水をたせばいいね

昨日の水がまだ 
残っているね
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30

20
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30

20

10

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8

y

前ページの関係と 
何が違

ちが
うかな？

1年では，比例や反比例の関係を学びました。ここでは，関数の関係に
ついてさらに学びましょう。

5

10

2年 2年2年 2年

68

２年３章「一次関数」では，
１年で学んだ比例，反比例
の関係と関連づけて，
学習を進めていけるように
しています。
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3章 一次関数
水面の高さはどう変わるかな？

けいたさんとかりんさんの町で，	

お祭りが 2日間おこなわれます。	
2人はヨーヨーつりの水そうに，	
水を入れる係になりました。

1

1日目は，からの水そうに水を入れます。

からの水そうに，1分間に 2 cmの割合で水面が高くなるように	
水を入れるとき，底から水面までの高さは時間にともなって変わります。

水を入れはじめてからの時間を x分，底から水面までの高さを	
y cmとして，変化のようすを調べましょう。

⑴	 xの値が 1増えると，yの値はどうなるでしょうか。
⑵	 xの値が 2倍，3倍，4倍	
になると，yの値はどうなる	
でしょうか。

⑶	 xと yの関係を式に	
表しましょう。
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yがxの関数で，その間の関係が
y=ax aは定数

で表されるとき，	
yはxに比例するという。

ふりかえり 1年

5

10

15

59

一
次
関
数

3
章

一次関数とグラフ節1

2日目の朝，水そうに水を入れようとしたら，	
1日目に入れた水が残っていました。

2日目は，すでに底から 8 cmの高さまで水がはいった	
水そうに水を入れます。

話しあおう
底から 8 cmの高さまで水がはいった水そうに，1分間に	
2 cmの割合で水面が高くなるように水を入れます。
水を入れはじめてからの時間を x分，底から水面までの	
高さを y cmとすると，この xと yの関係について，	
どんなことがいえるでしょうか。

3

今日はここに 
水をたせばいいね

昨日の水がまだ 
残っているね
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y

前ページの関係と 
何が違

ちが
うかな？

1年では，比例や反比例の関係を学びました。ここでは，関数の関係に
ついてさらに学びましょう。
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69

左ページで比例の関係を，
このページで一次関数を
扱うことで，比例との違い
を比べやすくしています。
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具体的な場面から，xと yの関係に着目して一次関数の関係を見いだした。

一次関数1
	ともなって変わる 2つの数量の間の関係について調べましょう。

58ページの場面では，底から水面までの高さは，水そうに	
水を入れはじめてからの時間の関数であるといえます。

水そうに水を入れはじめてからの時間 x分と，底から水面	
までの高さ y cmの関係は，1日目と 2日目で，それぞれ，	
下の表のようになります。

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8

y 0 2 4 6 8 10 12 14 16

1 日目

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8

y 8 10 12 14 16 18 20 22 24

2 日目

この表から，同じ xの値に対応する yの値は，1日目	
より 2日目の方が，8大きくなっていることがわかります。
このことから，xと yの関係は，次の式で表されます。

8 cm
y cm 2x cm

y cm

1 日目　y = 2x 2 日目　y = 2x+8

2x cm

xの値を決めると， 
それに対応して 
yの値がただ 1つに 
決まっているね

yが xの関数で，
y = 2x+8，  y = 2x

のように，yが xの一次式で表されるとき，
yは xの 一

いち

次
じ

関
かん

数
すう

 である
といいます。

一次関数
y＝2x＋8

	 一次式

一次関数は，次の形の式で表すことができます。

y = ax+b  a，bは定数
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一次関数 y = ax+bは，
xに比例する部分 ax と 定数の部分 b

の和の形になっています。

b = 0の場合，y = axとなり，比例の関係になります。	
つまり，比例は一次関数の特別な場合です。

y＝ax＋b

xに比例する部分

定数の部分

問 1 	 yが xの関数で，次の (ア)〜(エ)の式で表されるとき，	
一次関数であるものをすべて選びなさい。また，	

一次関数については，xに比例する部分をいいなさい。

	 (ア)	 y = 8x-1	 (イ)	 y = 4
x

	 (ウ)	 y = 1
3 x	 (エ)	 y = 5-7x

p.187 1

一次関数かどうかは
式の形からわかるね

身のまわりには，一次関数で表されるものがあります。

気温は，地上から 10 kmまでは，高度が	
1 km増すごとに 6℃ずつ低くなる。
地上の気温が 20℃のとき，地上から	
x km上空の気温を y℃とすると，

y = 20-6x
となり，yは xの一次関数である。
また，xの変域が 0以上 10以下だから，	
xと yの関係は，変域をつけて，	
次のように表すこともある。

y = 20-6x (0≦x≦10)
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x km

上空の気温例 1

問 2 	 例 1 で，地上からの高さが次のときの気温を，	

それぞれ求めなさい。

	 ⑴	 1 km	 ⑵	 4 km	 ⑶	 8.8 km
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2年 2年2年 2年

70

１年で学んだ「関数」
の意味を確認できる
ようにしています。
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具体的な場面から，xと yの関係に着目して一次関数の関係を見いだした。

一次関数1
	ともなって変わる 2つの数量の間の関係について調べましょう。

58ページの場面では，底から水面までの高さは，水そうに	
水を入れはじめてからの時間の関数であるといえます。

水そうに水を入れはじめてからの時間 x分と，底から水面	
までの高さ y cmの関係は，1日目と 2日目で，それぞれ，	
下の表のようになります。

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8

y 0 2 4 6 8 10 12 14 16

1 日目

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8

y 8 10 12 14 16 18 20 22 24

2 日目

この表から，同じ xの値に対応する yの値は，1日目	
より 2日目の方が，8大きくなっていることがわかります。
このことから，xと yの関係は，次の式で表されます。

8 cm
y cm 2x cm

y cm

1 日目　y = 2x 2 日目　y = 2x+8

2x cm

xの値を決めると， 
それに対応して 
yの値がただ 1つに 
決まっているね

yが xの関数で，
y = 2x+8，  y = 2x

のように，yが xの一次式で表されるとき，
yは xの 一

いち

次
じ

関
かん

数
すう

 である
といいます。

一次関数
y＝2x＋8

	 一次式

一次関数は，次の形の式で表すことができます。

y = ax+b  a，bは定数
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一次関数 y = ax+bは，
xに比例する部分 ax と 定数の部分 b

の和の形になっています。

b = 0の場合，y = axとなり，比例の関係になります。	
つまり，比例は一次関数の特別な場合です。

y＝ax＋b

xに比例する部分

定数の部分

問 1 	 yが xの関数で，次の (ア)〜(エ)の式で表されるとき，	
一次関数であるものをすべて選びなさい。また，	

一次関数については，xに比例する部分をいいなさい。

	 (ア)	 y = 8x-1	 (イ)	 y = 4
x

	 (ウ)	 y = 1
3 x	 (エ)	 y = 5-7x

p.187 1

一次関数かどうかは
式の形からわかるね

身のまわりには，一次関数で表されるものがあります。

気温は，地上から 10 kmまでは，高度が	
1 km増すごとに 6℃ずつ低くなる。
地上の気温が 20℃のとき，地上から	
x km上空の気温を y℃とすると，

y = 20-6x
となり，yは xの一次関数である。
また，xの変域が 0以上 10以下だから，	
xと yの関係は，変域をつけて，	
次のように表すこともある。

y = 20-6x (0≦x≦10)
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問 2 	 例 1 で，地上からの高さが次のときの気温を，	

それぞれ求めなさい。

	 ⑴	 1 km	 ⑵	 4 km	 ⑶	 8.8 km
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71

身のまわりで一次関数の
考えを使う場面を
取り上げています。
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練習問題 1 一次関数

1 	 yが xの関数で，次の (ア)〜(ウ)の式で表されるとき，	
一次関数であるものをすべて選びなさい。

	 (ア)	 y = -8x+3	 (イ)	 y = - 12
x 		 	 (ウ)	 y = 3

2 (x-2)

2 	 次の (ア)〜(オ)のうち，yが xの一次関数であるものをすべて	
選びなさい。

	 (ア)	 300 gある小麦粉から，x g使ったときの残り y g
	 (イ)	 10 kmの道のりを，時速 x kmで歩いたときに	

かかる時間 y時間
	 (ウ)	 時速 4 kmで x時間歩いたときの道のり y km
	 (エ)	 縦の長さ x cm，横の長さ 4 cmの長方形の	

周の長さ y cm
	 (オ)	 半径 x cmの球の表面積 y cm2

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。これは空気中を音が伝わる	

のには，時間がかかるからです。

空気中を伝わる音の速さは，気温 0℃のとき	
秒速 331 mで，気温が 1℃上がるごとに	
秒速 0.6 m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，音の速さは気温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 340 m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	
3.4 kmしか離

はな

れていないことになります。

雷さまはどこ？

数学ライブラリー
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一次関数の値の変化2
	一次関数の xの値に対応する yの値の変化のようすを調べましょう。

一次関数y＝2x＋1で，対応するx，yの値を求めると，	
下の表のようになります。

x … −3 −2 −1 0 1 2 3 4 …

y … −5 −3 −1 1 3 5 7 9 …

2 1 3

にあてはまる数を書き入れ，xの増加量とyの増加量を	
くらべましょう。

ひろげよう

一次関数 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。

6
3 = 2

x 1 4

y 3 9

3

6

問 1 	 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。

x 5 9

y

xの増加量に対する yの増加量の割合を，変
へん

化
か

の割
わり

合
あい

 	
といいます。

変化の割合= yの増加量
xの増加量

一次関数 y = 2x+1の xの値が，1から 4や，5から 9まで	
変わるとき以外でも，変化の割合は，つねに 2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。

5

10
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20

2年 2年2年 2年
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「数学ライブラリー」では，他教科と関連する
題材や身のまわりの題材を取り上げ，
数学のよさが伝わるようにしています。
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練習問題 1 一次関数

1 	 yが xの関数で，次の (ア)〜(ウ)の式で表されるとき，	
一次関数であるものをすべて選びなさい。

	 (ア)	 y = -8x+3	 (イ)	 y = - 12
x 		 	 (ウ)	 y = 3

2 (x-2)

2 	 次の (ア)〜(オ)のうち，yが xの一次関数であるものをすべて	
選びなさい。

	 (ア)	 300 gある小麦粉から，x g使ったときの残り y g
	 (イ)	 10 kmの道のりを，時速 x kmで歩いたときに	

かかる時間 y時間
	 (ウ)	 時速 4 kmで x時間歩いたときの道のり y km
	 (エ)	 縦の長さ x cm，横の長さ 4 cmの長方形の	

周の長さ y cm
	 (オ)	 半径 x cmの球の表面積 y cm2

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。これは空気中を音が伝わる	

のには，時間がかかるからです。

空気中を伝わる音の速さは，気温 0℃のとき	
秒速 331 mで，気温が 1℃上がるごとに	
秒速 0.6 m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，音の速さは気温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 340 m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	
3.4 kmしか離

はな

れていないことになります。

雷さまはどこ？
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一次関数の値の変化2
	一次関数の xの値に対応する yの値の変化のようすを調べましょう。

一次関数y＝2x＋1で，対応するx，yの値を求めると，	
下の表のようになります。

x … −3 −2 −1 0 1 2 3 4 …

y … −5 −3 −1 1 3 5 7 9 …

2 1 3

にあてはまる数を書き入れ，xの増加量とyの増加量を	
くらべましょう。

ひろげよう

一次関数 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。

6
3 = 2

x 1 4

y 3 9

3

6

問 1 	 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。

x 5 9

y

xの増加量に対する yの増加量の割合を，変
へん

化
か

の割
わり

合
あい

 	
といいます。

変化の割合= yの増加量
xの増加量

一次関数 y = 2x+1の xの値が，1から 4や，5から 9まで	
変わるとき以外でも，変化の割合は，つねに 2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。
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インデックスを
つけて，学習
したい章を
探しやすく
しています。
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一次関数 y＝ax＋bについて，a＞0 のときの変化の割合を調べて考察したのと同じように， 
a＜0 のときの変化の割合を調べて考察した。

一次関数y＝−2x＋7について，下の表を完成させて，	
変化の割合を調べましょう。

x … −3 −2 −1 0 1 2 3 4 …

y … …

⑴	 xの値が 1から 4まで変わるとき，yの増加量を調べ，	
変化の割合を求めましょう。

⑵	 xの値が□から○まで変わるとき，□や○の数を自分で	
決めて，yの増加量を調べ，変化の割合を求めましょう。

⑶	 xの増加量が 1のとき，yの増加量を調べましょう。

ひろげよう

一次関数 y = ax+bでは，変化の割合は一定で，	
aに等しい。

変化の割合= yの増加量
xの増加量 = a

一次関数の変化の割合

これまでに調べたことから，次のことがいえます。

このことは，xの増加量が 1のときの yの増加量が aで	
あることを表しています。したがって，一次関数 y = ax+b	
では，次のことがいえます。

a > 0のとき，xの値が増加すると，yの値は増加する。
a < 0のとき，xの値が増加すると，yの値は減少する。

問 2 	 一次関数 y = 2
3 x+5で，次の場合の yの増加量を	

求めなさい。

⑴	 xの増加量が 1のとき	 	 ⑵	 xの増加量が 3のとき

p.187 2
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一次関数以外の関数でも，変化の割合は一定であるかどうか	

調べてみましょう。

反比例の関係y＝ 6
x
について，表とグラフは	

このようになります。

x … −3 −2 −1 0 1 2 3 …

y … −2 −3 −6 6 3 2 …

O
x

y双曲線
そうきょくせん

ふりかえり 1年

反比例の関係 y = 6
x の変化の割合を調べてみると，

	 xの値が 1から 2まで変わるとき，

変化の割合= 3-6
2-1 = -3

	 xの値が 2から 3まで変わるとき，

変化の割合= 2-3
3-2 = -1

となります。

このように，反比例の関係では，変化の割合は一定では	

ありません。

x 1 2

y 6 3

x 2 3

y 3 2

練習問題 2 一次関数の値の変化

1 	 次の一次関数の変化の割合をいいなさい。また，xの値が	
増加するとき，yの値は増加しますか，減少しますか。

⑴	 y = 7x+2	 ⑵	 y = -3x+4		 	 	 ⑶	 y = 1
5 x-6

2 	 一次関数 y = -6x-5で，次の場合の yの増加量を求めなさい。
⑴	 xの増加量が 1のとき	 	 	 ⑵	 xの増加量が 5のとき

3 	 一次関数 y = - 3
4 x+1で，次の場合の yの増加量を求めなさい。

⑴	 xの増加量が 1のとき	 	 	 ⑵	 xの増加量が 4のとき
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「同じように考える」という大切な数学的な
見方・考え方を示しています。
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一次関数 y＝ax＋bについて，a＞0 のときの変化の割合を調べて考察したのと同じように， 
a＜0 のときの変化の割合を調べて考察した。

一次関数y＝−2x＋7について，下の表を完成させて，	
変化の割合を調べましょう。

x … −3 −2 −1 0 1 2 3 4 …

y … …

⑴	 xの値が 1から 4まで変わるとき，yの増加量を調べ，	
変化の割合を求めましょう。

⑵	 xの値が□から○まで変わるとき，□や○の数を自分で	
決めて，yの増加量を調べ，変化の割合を求めましょう。

⑶	 xの増加量が 1のとき，yの増加量を調べましょう。

ひろげよう

一次関数 y = ax+bでは，変化の割合は一定で，	
aに等しい。

変化の割合= yの増加量
xの増加量 = a

一次関数の変化の割合

これまでに調べたことから，次のことがいえます。

このことは，xの増加量が 1のときの yの増加量が aで	
あることを表しています。したがって，一次関数 y = ax+b	
では，次のことがいえます。

a > 0のとき，xの値が増加すると，yの値は増加する。
a < 0のとき，xの値が増加すると，yの値は減少する。

問 2 	 一次関数 y = 2
3 x+5で，次の場合の yの増加量を	

求めなさい。

⑴	 xの増加量が 1のとき	 	 ⑵	 xの増加量が 3のとき
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一次関数以外の関数でも，変化の割合は一定であるかどうか	

調べてみましょう。

反比例の関係y＝ 6
x
について，表とグラフは	

このようになります。

x … −3 −2 −1 0 1 2 3 …

y … −2 −3 −6 6 3 2 …

O
x

y双曲線
そうきょくせん

ふりかえり 1年

反比例の関係 y = 6
x の変化の割合を調べてみると，

	 xの値が 1から 2まで変わるとき，

変化の割合= 3-6
2-1 = -3

	 xの値が 2から 3まで変わるとき，

変化の割合= 2-3
3-2 = -1

となります。

このように，反比例の関係では，変化の割合は一定では	

ありません。

x 1 2

y 6 3

x 2 3

y 3 2

練習問題 2 一次関数の値の変化

1 	 次の一次関数の変化の割合をいいなさい。また，xの値が	
増加するとき，yの値は増加しますか，減少しますか。

⑴	 y = 7x+2	 ⑵	 y = -3x+4		 	 	 ⑶	 y = 1
5 x-6

2 	 一次関数 y = -6x-5で，次の場合の yの増加量を求めなさい。
⑴	 xの増加量が 1のとき	 	 	 ⑵	 xの増加量が 5のとき

3 	 一次関数 y = - 3
4 x+1で，次の場合の yの増加量を求めなさい。

⑴	 xの増加量が 1のとき	 	 	 ⑵	 xの増加量が 4のとき
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「どんな関数でも変化の割合は一定である」という誤解をしない
ように，反比例での変化の割合を扱っています。
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一次関数のグラフ3
	一次関数のグラフについて考えましょう。

⑴	 一次関数y＝2x＋3について，下の表を完成させましょう。

x … −3 −2 −1 0 1 2 3 …

y … …

O-4

4

8

4 x

y ⑵	 上の表で，対応する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。

⑶	 比例の関係y＝2xのグラフを	
左の図にかき入れましょう。

⑷	 一次関数y＝2x＋3のグラフは	
どんなグラフになるか	
予想しましょう。

ひろげよう

上の で調べたことから，一次関数 y = 2x+3の	
グラフは，比例の関係 y = 2xのグラフに平行な直線に	
なることが予想されます。

このことを，比例の関係 y = 2xのグラフをもとにして	
調べましょう。

y = 2x	 ……①

y = 2x+3	 ……②

をくらべてみると，次のように値が対応しています。

x … -3 -2 -1 0 1 2 3 …

① 2x … -6 -4 -2 0 2 4 6 …

② 2x+3 … -3 -1 1 3 5 7 9 …
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前ページの①，②をくらべると，同じ xの値に	
対応する yの値は，いつでも②の方が①より 3だけ	
大きくなっています。

このことをグラフ上で考えると，②のグラフは，	

①のグラフを 3だけ上方に平行移動した直線になる	
ことがわかります。

したがって，一次関数 y = 2x+3のグラフは，	
比例の関係 y = 2xのグラフに平行で，y軸

じく

上の	

点 (0，3)を通る直線になります。

O-4

-4

4
3

8

4

①②

x

y

一次関数 y = 2x+3のグラフを，直線 y = 2x+3と	
いいます。

問 1 	 右の図は，y = 2xと y = -2xのグラフです。
これをもとにして，次の一次関数のグラフを	

右の図にかき入れなさい。

⑴	 y = 2x-2
⑵	 y = -2x+4
⑶	 y = -2x-3

O-5

-5

5

5

x

yy = -2x y = 2x

これまでに調べたことから，

一次関数 y = ax+bのグラフは，直線 y = axに	
平行で，y軸上の点 (0，b)を通る直線である

ことがわかります。

直線 y = ax+bと y軸との交点 (0，b)の y座標 bを，
この直線の 切

せっ

片
ぺん

 といいます。 O x

y y=ax+b

b

問 2 	 次の直線の切片をいいなさい。
⑴	 y = -3x+5	 ⑵	 y = 2x-4	 ⑶	 y = -5x
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かきこみなどの作業を
行う図は，
左ページでは左側に，
右ページでは右側に
配置し，作業しやすい
ようにしています。
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一次関数のグラフ3
	一次関数のグラフについて考えましょう。

⑴	 一次関数y＝2x＋3について，下の表を完成させましょう。

x … −3 −2 −1 0 1 2 3 …

y … …

O-4

4

8

4 x

y ⑵	 上の表で，対応する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。

⑶	 比例の関係y＝2xのグラフを	
左の図にかき入れましょう。

⑷	 一次関数y＝2x＋3のグラフは	
どんなグラフになるか	
予想しましょう。

ひろげよう

上の で調べたことから，一次関数 y = 2x+3の	
グラフは，比例の関係 y = 2xのグラフに平行な直線に	
なることが予想されます。

このことを，比例の関係 y = 2xのグラフをもとにして	
調べましょう。

y = 2x	 ……①

y = 2x+3	 ……②

をくらべてみると，次のように値が対応しています。

x … -3 -2 -1 0 1 2 3 …

① 2x … -6 -4 -2 0 2 4 6 …

② 2x+3 … -3 -1 1 3 5 7 9 …
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前ページの①，②をくらべると，同じ xの値に	
対応する yの値は，いつでも②の方が①より 3だけ	
大きくなっています。

このことをグラフ上で考えると，②のグラフは，	

①のグラフを 3だけ上方に平行移動した直線になる	
ことがわかります。

したがって，一次関数 y = 2x+3のグラフは，	
比例の関係 y = 2xのグラフに平行で，y軸

じく

上の	

点 (0，3)を通る直線になります。

O-4

-4

4
3

8

4

①②

x

y

一次関数 y = 2x+3のグラフを，直線 y = 2x+3と	
いいます。

問 1 	 右の図は，y = 2xと y = -2xのグラフです。
これをもとにして，次の一次関数のグラフを	

右の図にかき入れなさい。

⑴	 y = 2x-2
⑵	 y = -2x+4
⑶	 y = -2x-3

O-5

-5

5

5

x

yy = -2x y = 2x

これまでに調べたことから，

一次関数 y = ax+bのグラフは，直線 y = axに	
平行で，y軸上の点 (0，b)を通る直線である

ことがわかります。

直線 y = ax+bと y軸との交点 (0，b)の y座標 bを，
この直線の 切

せっ

片
ぺん

 といいます。 O x

y y=ax+b

b

問 2 	 次の直線の切片をいいなさい。
⑴	 y = -3x+5	 ⑵	 y = 2x-4	 ⑶	 y = -5x
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比例のグラフを
もとにして，一次
関数のグラフを
考える流れに
しています。
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	一次関数 y=ax+bで，aの値とグラフの関係を調べましょう。

右の図で，①〜③は，それぞれ，
①	 y＝x＋2
②	 y＝2x＋2
③	 y＝3x＋2

のグラフです。
xの係数の違いは，①〜③のグラフに	
どのように現れているでしょうか。

O

y

x

2

①②③

4

4-4

ひろげよう

上の で，①，②，③は，それぞれ，	

y = ax+2の aの値を 1，2，3と 1ずつ	
大きくしたものになっています。このとき，	

それぞれのグラフをくらべると，aの値が	
大きいものほど，より起き上がったグラフ	

になっていることがわかります。

このように，一次関数 y = ax+bは，aの値によって，	
そのグラフである直線の傾

かたむ

きぐあいが決まります。

①②③

100m 進むと 10m 登る坂 
であることを示す道路標識

直線 y = ax+bで，aの値を，この直線の 傾き 	
といいます。

直線 y = 3x+2で，傾き 3は，次のように	
みることもできます。

右の図のように，直線 y = 3x+2では，
右へ 1進むと，上へ 3進む

ことから，この直線は右上がりで，傾き 3は，
xの増加量が 1のときの yの増加量が 3

であることを示しています。
O

y

x
1

3

-4

-4

2

4

4
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一次関数 y＝ax＋bの変化の割合 aを，グラフの傾き aと関連づけて考えた。

傾き−2の直線例 1
直線 y = -2x+1の傾きは，-2	
この直線では，

右へ 1進むと，上へ-2，	
つまり，下へ 2進む。

この直線は右下がりになっている。
O

y

x
11

-2

これまでに調べたことから，次のことがいえます。

一次関数 y = ax+bのグラフは，
傾き a，切片 b

の直線で，aの値によって次のようになる。

y

x

右上がり

1
a

b

O

a > 0

1
a

y

x

b

右下がり
O

a < 0

一次関数のグラフ

問 3 	 次の直線の傾きと切片をいいなさい。
また，それぞれの直線は，右上がり，右下がりの	

どちらになりますか。

⑴	 y = 3x-4	 ⑵	 y = -x+6

⑶	 y = 4
5 x-1	 ⑷	 y = - 3

2 x+1

p.187 3

一次関数 y = ax+bの変化の割合 aは，	
そのグラフである直線 y = ax+bの傾きに	
なっています。

変化の割合＝ yの増加量
xの増加量＝a

直線の傾き＝a

5

10

15

2年 2年2年 2年

78

ユニバーサルデザインに配慮し，個人の特性に
関わらず，伝わりやすい配色にしています。
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	一次関数 y=ax+bで，aの値とグラフの関係を調べましょう。

右の図で，①〜③は，それぞれ，
①	 y＝x＋2
②	 y＝2x＋2
③	 y＝3x＋2

のグラフです。
xの係数の違いは，①〜③のグラフに	
どのように現れているでしょうか。

O

y

x

2

①②③

4

4-4

ひろげよう

上の で，①，②，③は，それぞれ，	

y = ax+2の aの値を 1，2，3と 1ずつ	
大きくしたものになっています。このとき，	

それぞれのグラフをくらべると，aの値が	
大きいものほど，より起き上がったグラフ	

になっていることがわかります。

このように，一次関数 y = ax+bは，aの値によって，	
そのグラフである直線の傾

かたむ

きぐあいが決まります。

①②③

100m 進むと 10m 登る坂 
であることを示す道路標識

直線 y = ax+bで，aの値を，この直線の 傾き 	
といいます。

直線 y = 3x+2で，傾き 3は，次のように	
みることもできます。

右の図のように，直線 y = 3x+2では，
右へ 1進むと，上へ 3進む

ことから，この直線は右上がりで，傾き 3は，
xの増加量が 1のときの yの増加量が 3

であることを示しています。
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一次関数 y＝ax＋bの変化の割合 aを，グラフの傾き aと関連づけて考えた。

傾き−2の直線例 1
直線 y = -2x+1の傾きは，-2	
この直線では，

右へ 1進むと，上へ-2，	
つまり，下へ 2進む。

この直線は右下がりになっている。
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これまでに調べたことから，次のことがいえます。

一次関数 y = ax+bのグラフは，
傾き a，切片 b

の直線で，aの値によって次のようになる。
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右下がり
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a < 0

一次関数のグラフ

問 3 	 次の直線の傾きと切片をいいなさい。
また，それぞれの直線は，右上がり，右下がりの	

どちらになりますか。

⑴	 y = 3x-4	 ⑵	 y = -x+6

⑶	 y = 4
5 x-1	 ⑷	 y = - 3

2 x+1

p.187 3

一次関数 y = ax+bの変化の割合 aは，	
そのグラフである直線 y = ax+bの傾きに	
なっています。

変化の割合＝ yの増加量
xの増加量＝a

直線の傾き＝a
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79

見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。
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	一次関数のグラフをかきましょう。

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例 2

⑴	 y = 3x-4のグラフ

	 	 切片は-4，傾きは 3

	
1

x

y

O

-4
3

⑵	 y = - 3
2 x+1のグラフ

	 	 切片は 1，傾きは- 3
2

	

x

y

O
1 2

-3

傾き− 32 の直線では， 

右へ 2進むと， 
下へ 3進むんだね

問 4 	 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 = 2
3 x-3

⑷	 y = -3x-4

⑸	 y = - 1
3 x+2

p.187 4
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	xの変域に制限があるときの yの変域について考えましょう。

一次関数 y = ax+bについて，xの変域に制限があるとき，	
yの変域がどうなるか，グラフを使って調べましょう。

一次関数 y = 2x+2 (-3≦x≦2)
この一次関数のグラフは，右の図の	

直線の実線部分になり，

x = -3のとき y = -4，	
x = 2のとき y = 6

だから，yの変域は，
-4≦y≦6

O

y

x

6

-4

2
-3

xの変域に制限があるときのyの変域例 3

問 5 	 一次関数 y = -3x-3について，	
xの変域が次のときの yの変域を	
求めなさい。

⑴	 -2≦x≦1
⑵	 -3≦x≦-1 O

y

x

-5

-5

5

5

p.187 5

練習問題 3 一次関数のグラフ

1 	 一次関数 y = - 3
2 x+4について，	

xの変域が次のときの yの変域を	
求めなさい。

⑴	 4≦x≦6
⑵	 -2≦x≦2 O

y

x

-5

-5

5

5

5

10

15

20

2年 2年2年 2年

80

QRコードを読み
取ると，一次関数
のグラフのかき方
をアニメーション
で確認できます。
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yの変域がどうなるか，グラフを使って調べましょう。

一次関数 y = 2x+2 (-3≦x≦2)
この一次関数のグラフは，右の図の	

直線の実線部分になり，

x = -3のとき y = -4，	
x = 2のとき y = 6

だから，yの変域は，
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xの変域に制限があるときのyの変域例 3

問 5 	 一次関数 y = -3x-3について，	
xの変域が次のときの yの変域を	
求めなさい。
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練習問題 3 一次関数のグラフ

1 	 一次関数 y = - 3
2 x+4について，	

xの変域が次のときの yの変域を	
求めなさい。
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全国学力・学習状況調査の
結果を分析し，つまずき
やすい生徒の多い，
一次関数の変域に関する
内容を新設しました。
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7章 箱ひげ図とデータの活用
通信速度をくらべよう

かりんさんとおじさんは，インターネットの通信速度について話していて，	

おじさんはインターネットをどこの会社と契
けい

約
やく

するか迷っています。

1

動画を快適に送信したいから， 
通信速度が速い会社が 
いいのだけれど……

それぞれの 
会社の通信速度を 
調べてみたら 
どうかな？

インターネット接続会社のホームページを見たところ，	

通信速度の測定結果として，ある図がのっていました。

下の図は，A社，B社，C社，D社の 4社分の結果を，まとめたものです。

2

0

D社

10 20 30 5040 60 (Mbps)

C社

B社

A社

図 1　通信速度（送信時）測定結果

注意 	「Mbps」は 1秒間に送受信可能な情報量を表す単位で，「メガビーピーエス」	
などと読みます。数値が大きいほど，一定時間に送受信できる情報量が多くなり，	

例えば，動画を快適に視
し
聴
ちょう
できるなどのメリットがあります。
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10
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箱ひげ図節1

前ページの図 1の A社は，次のデータをもとにつくられています。

話しあおう

前ページの図 1の A社の図は，どのようなことを表しているでしょうか。
上のデータの，最大値，最小値，中央値を求め，それぞれが	

図のどこにあたるかに着目して，考えてみましょう。

3

通信速度 (送信時) 測定結果 (Mbps)
18，32，15，21，1，16，48，22，9，11，24，17，30

この図は，どのようなことを 
表しているのかな？

測定結果のデータがあるから， 
この図と見くらべてみよう

データの値を大きさの順に並べたとき， 
その中央の値を，中央値といいます。
データの個数が奇

き
数
すう

の場合は， 
まん中の値が中央値です。
データの個数が偶

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。

データの個数が奇数の場合

中央値
↑

データの個数が偶数の場合

中央値
↑

ふりかえり 算数

データを整理する方法として，これまでに，度数分布表や 
ヒストグラムなどを学んできました。
ここでは，さらに新しい方法を学びましょう。

5

10

15

2年 2年2年 2年

82

箱ひげ図の有用性が伝わる題材として，
「インターネットの通信速度」を取り上げています。
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箱ひげ図節1

前ページの図 1の A社は，次のデータをもとにつくられています。

話しあおう

前ページの図 1の A社の図は，どのようなことを表しているでしょうか。
上のデータの，最大値，最小値，中央値を求め，それぞれが	

図のどこにあたるかに着目して，考えてみましょう。

3

通信速度 (送信時) 測定結果 (Mbps)
18，32，15，21，1，16，48，22，9，11，24，17，30

この図は，どのようなことを 
表しているのかな？

測定結果のデータがあるから， 
この図と見くらべてみよう

データの値を大きさの順に並べたとき， 
その中央の値を，中央値といいます。
データの個数が奇

き
数
すう

の場合は， 
まん中の値が中央値です。
データの個数が偶

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。

データの個数が奇数の場合

中央値
↑

データの個数が偶数の場合

中央値
↑

ふりかえり 算数

データを整理する方法として，これまでに，度数分布表や 
ヒストグラムなどを学んできました。
ここでは，さらに新しい方法を学びましょう。
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83

算数で学んでいる中央値について，データの個数が奇数の
場合と偶数の場合に分けて丁寧に説明しています。
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箱ひげ図1

通信速度 測定結果 (Mbps)
A 社	 1， 9，11，15，16，17，18，21，22，24，30，32，48
B 社	 7， 9，13，18，19，20，21，24，26，30，34，36，38，42
C 社	 3，21，23，33，36，36，37，38，39，40，40，41，42，44，45
D 社	 1， 3， 4， 6， 7，11，13，14，15，16，20，53

次のデータは，172ページの図 1のもとになる各社の通信速度の	
測定結果を，値の小さい順に並べたものです。 4社が通信速度をそれぞれ 

何回かずつ測定したんだね

	箱ひげ図について学びましょう。

ひろげよう

下の図は，172ページの図 1のうち，A社の図を抜
ぬ

きだした 
ものです。この図で，

左
さ

端
たん

は最小値 1Mbps， 
右端は最大値 48Mbps， 
長方形の中にある線は中央値 18Mbps

に，それぞれ対応しています。
(ア) と (イ) は何を表しているでしょうか。

(ア)1 18 48 (Mbps)(イ)

データの値を小さい順に並べ，中央値を境に，前半部分と	

後半部分の 2つに分けます。

このとき，

前半部分の中央値を 第 1四
し

分
ぶん

位
い

数
すう

，

データ全体の中央値を 第 2四分位数，
後半部分の中央値を 第 3四分位数 

といいます。

また，これらをあわせて，四分位数 といいます。
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A社

1,9,11,15,16,17,18,21,22,24,30,32,48

1813 27

前半部分 後半部分

第 2四分位数
（中央値）第 1四分位数 第 3四分位数

前ページの A社の通信速度の四分位数は，次のようになります。

B 社

7,9,13,18,19,20,21,24,26,30,34,36,38,42

第 2四分位数
（中央値）第 1四分位数 第 3四分位数

前半部分 後半部分

前ページの B社の通信速度について，

データ全体の中央値は， 21+24
2 = 22.5

前半部分の中央値は 18
後半部分の中央値は 34

だから，第 1四分位数は 18 Mbps
第 2四分位数は 22.5 Mbps
第 3四分位数は 34 Mbps

四分位数例 1

問 1 	 前ページの C社の通信速度について，四分位数を求めなさい。

上の図のように，最小値，第 1四分位数，中央値，	
第 3四分位数，最大値を 1つの図にまとめたものを 	
箱
はこ

ひげ図
ず

 といいます。

ここからは 
第 2四分位数を 
中央値と 
よんでいくよ

A社

最小値 第 1四分位数 第 3四分位数中央値 最大値
18131 27 48

(Mbps)

前ページの の図では，四分位数などが次のように対応しています。

5

10

2年 2年2年 2年

84

既習事項と関連づけて，
新しい内容に入っていける
ようにしています。
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箱ひげ図1

通信速度 測定結果 (Mbps)
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D 社	 1， 3， 4， 6， 7，11，13，14，15，16，20，53

次のデータは，172ページの図 1のもとになる各社の通信速度の	
測定結果を，値の小さい順に並べたものです。 4社が通信速度をそれぞれ 

何回かずつ測定したんだね

	箱ひげ図について学びましょう。

ひろげよう

下の図は，172ページの図 1のうち，A社の図を抜
ぬ

きだした 
ものです。この図で，

左
さ

端
たん

は最小値 1Mbps， 
右端は最大値 48Mbps， 
長方形の中にある線は中央値 18Mbps

に，それぞれ対応しています。
(ア) と (イ) は何を表しているでしょうか。

(ア)1 18 48 (Mbps)(イ)

データの値を小さい順に並べ，中央値を境に，前半部分と	

後半部分の 2つに分けます。

このとき，

前半部分の中央値を 第 1四
し

分
ぶん

位
い

数
すう

，

データ全体の中央値を 第 2四分位数，
後半部分の中央値を 第 3四分位数 

といいます。

また，これらをあわせて，四分位数 といいます。
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A社

1,9,11,15,16,17,18,21,22,24,30,32,48

1813 27

前半部分 後半部分

第 2四分位数
（中央値）第 1四分位数 第 3四分位数

前ページの A社の通信速度の四分位数は，次のようになります。

B 社

7,9,13,18,19,20,21,24,26,30,34,36,38,42

第 2四分位数
（中央値）第 1四分位数 第 3四分位数

前半部分 後半部分

前ページの B社の通信速度について，

データ全体の中央値は， 21+24
2 = 22.5

前半部分の中央値は 18
後半部分の中央値は 34

だから，第 1四分位数は 18 Mbps
第 2四分位数は 22.5 Mbps
第 3四分位数は 34 Mbps

四分位数例 1

問 1 	 前ページの C社の通信速度について，四分位数を求めなさい。

上の図のように，最小値，第 1四分位数，中央値，	
第 3四分位数，最大値を 1つの図にまとめたものを 	
箱
はこ

ひげ図
ず

 といいます。

ここからは 
第 2四分位数を 
中央値と 
よんでいくよ

A社

最小値 第 1四分位数 第 3四分位数中央値 最大値
18131 27 48

(Mbps)

前ページの の図では，四分位数などが次のように対応しています。

5

10

2年 2年2年 2年

85

四分位数の求め方を，図を用いて
わかりやすく表現しています。
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問 2 	 おじさんがさらに調べていると，A〜D社のほかに，	
E社もあることがわかりました。
E社の通信速度について，四分位数を求め，	
箱ひげ図をかきなさい。

E 社 通信速度 測定結果 (Mbps)
 11，19，27，17，28，21，5，15

まず値の小さい順に 
並べかえよう

0 10 4020 30 50 (Mbps)

箱ひげ図は，データのおおまかな分布のようすを見るのに便利です。

また，箱ひげ図に表すと，172ページの図 1のように，複数の	
データの分布のようすをくらべやすくなります。

	四分位数をもとにして，データの散らばりを調べましょう。

ひろげよう

かりんさんは，172ページの図 1を見て，次のように考えました。

かりんさんの考えについてどう思いますか。

最大値がもっとも大きいのは D 社だから， 
D 社を選べば，通信速度が速くて快適に使えそうだね

第 3四分位数と第 1四分位数の差を，四
し

分
ぶん

位
い

範
はん

囲
い

 といいます。

四分位範囲＝第 3四分位数−第 1四分位数

A社の通信速度の四分位範囲は，
第 3四分位数が 27 Mbps，第 1四分位数が 13 Mbps
だから，27-13 = 14 (Mbps)

四分位範囲例 2

問 3 	 B社の通信速度について，四分位範囲を求めなさい。 p.193 １
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身のまわりの疑問を解決するために，四分位数や四分位範囲を求めて複数のデータの特徴を 
読みとり，その特徴を利用できないかと考えた。

箱ひげ図では，

のびた線の左端から右端までの長さが範囲，	

長方形の左端から右端までの長さが四分位範囲

を表しています。

四分位範囲

範囲

範囲＝最大値−最小値

ふりかえり 1年

箱ひげ図で，下のように， 
長方形の部分を箱，線の部分を 
ひげとよぶこともあるよ

箱
ひげひげ

問 4 	 172ページの図 1から，C社の通信速度の範囲と	
四分位範囲を読みとりなさい。

p.193 2

下の図は，D社の通信速度の箱ひげ図とドットプロットを	
並べて示したものです。

四分位範囲は，データの値を小さい順に並べたとき，データの	

中央付近のほぼ 50％がふくまれる区間の大きさを表しています。
データの中に極端に離

はな

れた値があると，範囲は	

影
えい

響
きょう

を受けますが，四分位範囲は影響をほとんど	

受けません。

0 10 20 30 40 50 60 (Mbps)

データの値を，数直線の上に点で表したものを， 
ドットプロットといいます。

ふりかえり 算数

これが 
四分位範囲の 
よさだね

話しあおう

あなたなら，A〜D社のうち，	
どの会社を選びますか。

172ページの図 1から，通信	
速度の傾

けい

向
こう

について読みとり，	

理由もあわせて説明しましょう。

箱ひげ図の 
箱の位置を 
くらべて 
みよう

C 社の第 1 四分位数は 
33Mbps だから，通信 
速度が 33Mbps 以上で 
ある割合を考えると…

5

10

15

20

2年 2年2年 2年

86

批判的な考察の
きっかけとなる
問いかけです。
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問 2 	 おじさんがさらに調べていると，A〜D社のほかに，	
E社もあることがわかりました。
E社の通信速度について，四分位数を求め，	
箱ひげ図をかきなさい。

E 社 通信速度 測定結果 (Mbps)
 11，19，27，17，28，21，5，15

まず値の小さい順に 
並べかえよう

0 10 4020 30 50 (Mbps)

箱ひげ図は，データのおおまかな分布のようすを見るのに便利です。

また，箱ひげ図に表すと，172ページの図 1のように，複数の	
データの分布のようすをくらべやすくなります。

	四分位数をもとにして，データの散らばりを調べましょう。

ひろげよう

かりんさんは，172ページの図 1を見て，次のように考えました。

かりんさんの考えについてどう思いますか。

最大値がもっとも大きいのは D 社だから， 
D 社を選べば，通信速度が速くて快適に使えそうだね

第 3四分位数と第 1四分位数の差を，四
し

分
ぶん

位
い

範
はん

囲
い

 といいます。

四分位範囲＝第 3四分位数−第 1四分位数

A社の通信速度の四分位範囲は，
第 3四分位数が 27 Mbps，第 1四分位数が 13 Mbps
だから，27-13 = 14 (Mbps)

四分位範囲例 2

問 3 	 B社の通信速度について，四分位範囲を求めなさい。 p.193 １
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身のまわりの疑問を解決するために，四分位数や四分位範囲を求めて複数のデータの特徴を 
読みとり，その特徴を利用できないかと考えた。

箱ひげ図では，

のびた線の左端から右端までの長さが範囲，	

長方形の左端から右端までの長さが四分位範囲

を表しています。

四分位範囲

範囲

範囲＝最大値−最小値

ふりかえり 1年

箱ひげ図で，下のように， 
長方形の部分を箱，線の部分を 
ひげとよぶこともあるよ

箱
ひげひげ

問 4 	 172ページの図 1から，C社の通信速度の範囲と	
四分位範囲を読みとりなさい。

p.193 2

下の図は，D社の通信速度の箱ひげ図とドットプロットを	
並べて示したものです。

四分位範囲は，データの値を小さい順に並べたとき，データの	

中央付近のほぼ 50％がふくまれる区間の大きさを表しています。
データの中に極端に離

はな

れた値があると，範囲は	

影
えい

響
きょう

を受けますが，四分位範囲は影響をほとんど	

受けません。

0 10 20 30 40 50 60 (Mbps)

データの値を，数直線の上に点で表したものを， 
ドットプロットといいます。

ふりかえり 算数

これが 
四分位範囲の 
よさだね

話しあおう

あなたなら，A〜D社のうち，	
どの会社を選びますか。

172ページの図 1から，通信	
速度の傾

けい

向
こう

について読みとり，	

理由もあわせて説明しましょう。

箱ひげ図の 
箱の位置を 
くらべて 
みよう

C 社の第 1 四分位数は 
33Mbps だから，通信 
速度が 33Mbps 以上で 
ある割合を考えると…
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どの会社を選ぶか，
根拠とともに説明
する場面を設け，
とびらの問題を解決
できるようにしています。
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数学ライブラリー

これまでに学んできた箱ひげ図は，ヒストグラムとくらべて，	

どんな特
とく

徴
ちょう

があるのでしょうか。

下の図は，2017年の東京の日平均気温を，月別に箱ひげ図に	
表したものです。この図を見ると，1月から 12月の日平均気温の	
おおまかな変化を見ることができます。

上の箱ひげ図をつくるのにもとにしたデータをヒストグラムに	

表すと，下のようになります。

ヒストグラムだと，多くの図が並び，年間を通しての分布の変化は	

くらべにくくなってしまいます。

このように，箱ひげ図は，データのおおまかな分布のようすをとらえる	

ことができ，複数のデータを一度にくらべやすいという特徴があります。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月
(気象庁「過去の気象データ」)
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箱ひげ図は， 
縦向きにする 
こともあるよ
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箱ひげ図のよさ
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データを活用して，問題を解決しよう2

けいたさんとかりんさんは，東京について，1958年，1978年，	
1998年，2018年の 7月の日最高気温を調べ，次のようにまとめました。

けいたさんとかりんさんは，昔にくらべて，気温が高く	

なっているという話を聞きました。

昔にくらべて， 
気温は変化している 
のかな

過去の気温と最近の気温を 
調べて，本当に気温が上がって 
いるのかくらべてみようよ

日最高気温とは， 
その日のもっとも 
高い気温のことだよ

表 1 東京の 7月の日最高気温 （℃）
1958年 1978年 1998年 2018年

最大値 32.8 33.6 36.1 39.0
第 3四分位数 30.1 32.9 31.6 34.8
中央値 29.1 31.7 29.2 32.8

第 1四分位数 27.2 30.7 27.2 31.2
最小値 25.2 23.8 20.5 25.0

(気象庁「過去の気象データ」)

1958年20

25

30

35

1978年 1998年 2018年

図 1 東京の 7月の日最高気温
(℃)

	箱ひげ図を読みとりましょう。

問 1 	 東京の 7月の日最高気温について，上の図 1，表 1から	
読みとれることとして，次の⑴〜⑸は正しいといえますか。

「正しい」「正しくない」「このデータからはわからない」	

のどれかで答えなさい。

⑴	 1958年では，日最高気温が 33℃以上の日はない。
⑵	 1958年と 1978年では，範囲も四分位範囲も	

1958年の方が大きい。
⑶	 1978年では，平均値は 31.7℃である。
⑷	 1998年では，75％以上の日が，27℃以上である。
⑸	 2018年で，もっとも高い日最高気温は 39.0℃である。
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2年 2年2年 2年

88

ヒストグラムと比較した
箱ひげ図の特徴を
まとめています。
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数学ライブラリー

これまでに学んできた箱ひげ図は，ヒストグラムとくらべて，	

どんな特
とく

徴
ちょう

があるのでしょうか。

下の図は，2017年の東京の日平均気温を，月別に箱ひげ図に	
表したものです。この図を見ると，1月から 12月の日平均気温の	
おおまかな変化を見ることができます。

上の箱ひげ図をつくるのにもとにしたデータをヒストグラムに	

表すと，下のようになります。

ヒストグラムだと，多くの図が並び，年間を通しての分布の変化は	

くらべにくくなってしまいます。

このように，箱ひげ図は，データのおおまかな分布のようすをとらえる	

ことができ，複数のデータを一度にくらべやすいという特徴があります。
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データを活用して，問題を解決しよう2

けいたさんとかりんさんは，東京について，1958年，1978年，	
1998年，2018年の 7月の日最高気温を調べ，次のようにまとめました。

けいたさんとかりんさんは，昔にくらべて，気温が高く	

なっているという話を聞きました。

昔にくらべて， 
気温は変化している 
のかな

過去の気温と最近の気温を 
調べて，本当に気温が上がって 
いるのかくらべてみようよ

日最高気温とは， 
その日のもっとも 
高い気温のことだよ

表 1 東京の 7月の日最高気温 （℃）
1958年 1978年 1998年 2018年

最大値 32.8 33.6 36.1 39.0
第 3四分位数 30.1 32.9 31.6 34.8
中央値 29.1 31.7 29.2 32.8

第 1四分位数 27.2 30.7 27.2 31.2
最小値 25.2 23.8 20.5 25.0

(気象庁「過去の気象データ」)
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図 1 東京の 7月の日最高気温
(℃)

	箱ひげ図を読みとりましょう。

問 1 	 東京の 7月の日最高気温について，上の図 1，表 1から	
読みとれることとして，次の⑴〜⑸は正しいといえますか。

「正しい」「正しくない」「このデータからはわからない」	

のどれかで答えなさい。

⑴	 1958年では，日最高気温が 33℃以上の日はない。
⑵	 1958年と 1978年では，範囲も四分位範囲も	

1958年の方が大きい。
⑶	 1978年では，平均値は 31.7℃である。
⑷	 1998年では，75％以上の日が，27℃以上である。
⑸	 2018年で，もっとも高い日最高気温は 39.0℃である。
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箱ひげ図をもとにして，
問題を解決する項です。
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身のまわりの疑問を解決するために，分布を箱ひげ図に表して複数のデータの特徴を読みとり， 
その特徴を利用できないかと考えた。

図 1から，1958年よりも 1978年の方が， 

26℃より下の線が長い。
したがって，気温が 26℃より低い日は，
1958年より 1978年の方が多い。

説明しよう

かりんさんは，前ページの図 1から，1958年と 1978年の	
箱ひげ図に着目して，次のように考えました。	

下線をひいた部分は正しいでしょうか。	

理由もあわせて説明しましょう。

1958年20

25
26

30

35

1978年

(℃)

	箱ひげ図から判断しましょう。

話しあおう

前ページの図 1，表 1から，気温は高くなる傾向にあるといえるでしょうか。

箱の位置をくらべると，上がったり 
下がったりしているけれど， 
1958 年と 2018 年の箱に着目すると， 
1958 年より 2018 年の方が上にあるから， 
気温は高くなる傾向にあるんじゃないかな

箱ひげ図の箱以外の 
部分や，ほかの年の 
気温も調べてみようよ

数学ライブラリー

前ページでは，東京の気温について調べました。同じようにして，	

みなさんの住む地域の気温についても調べてみましょう。

気温のデータは，気象庁のホームページから見ることができます。

データを整理する際には，コンピュータを使うと，データの値を	

大きい順や小さい順に並べかえたり，箱ひげ図をつくることができます。

コンピュータをうまく使って，データを活用してみましょう。

コンピュータを使って

5
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学びをたしかめよう
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7章		章末問題
7章で学習したこと

下の箱ひげ図は，ある学校の Aグループ 45人と	
Bグループ 45人の，ハンドボール投げの記録を	
表したものです。

この箱ひげ図から読みとれることとして，次の⑴〜⑷は	

正しいといえますか。

「正しい」「正しくない」「このデータからはわからない」	

のどれかで答えなさい。

⑴	 Aグループの記録の平均値は 11 mである。
⑵	 記録が 13 m以上の人は，Aグループより	

Bグループの方が多い。
⑶	 記録が 15 m以上の人は，Bグループが	

Aグループの 2倍以上である。
⑷	 範囲も四分位範囲も，Aグループより	

Bグループの方が大きい。

2

A

B

0 5 10 25 (m)2015

ある生徒 15人について，先月読んだ本の冊数を調べた	
ところ，下のような結果になりました。

3，5，10，14，3，12，15，2，4，8，	
7，6，	 9，11，3

⑴	 四分位数を求めなさい。

⑵	 四分位範囲を求めなさい。

⑶	 箱ひげ図をかきなさい。

1

0 5 10 15 (冊)

2

箱ひげ図を読みと
ることができます
か。

 p.179〜p.180

1

四分位数，四分位
範囲，箱ひげ図に
ついて，理解して
いますか。

 p.174〜p.1785

10

15

20

2年 2年2年 2年

90

箱ひげ図から読み取ったことをもとに説明したり
判断したりすることで，批判的に考察する力を
養えるようにしています。

QRコンテンツとして，箱ひげ図や
ヒストグラムを簡単にかくことができる
統計ツールなどをご用意しています。
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身のまわりの疑問を解決するために，分布を箱ひげ図に表して複数のデータの特徴を読みとり， 
その特徴を利用できないかと考えた。

図 1から，1958年よりも 1978年の方が， 

26℃より下の線が長い。
したがって，気温が 26℃より低い日は，
1958年より 1978年の方が多い。

説明しよう

かりんさんは，前ページの図 1から，1958年と 1978年の	
箱ひげ図に着目して，次のように考えました。	

下線をひいた部分は正しいでしょうか。	

理由もあわせて説明しましょう。

1958年20

25
26

30

35

1978年

(℃)

	箱ひげ図から判断しましょう。

話しあおう

前ページの図 1，表 1から，気温は高くなる傾向にあるといえるでしょうか。

箱の位置をくらべると，上がったり 
下がったりしているけれど， 
1958 年と 2018 年の箱に着目すると， 
1958 年より 2018 年の方が上にあるから， 
気温は高くなる傾向にあるんじゃないかな

箱ひげ図の箱以外の 
部分や，ほかの年の 
気温も調べてみようよ

数学ライブラリー

前ページでは，東京の気温について調べました。同じようにして，	

みなさんの住む地域の気温についても調べてみましょう。

気温のデータは，気象庁のホームページから見ることができます。

データを整理する際には，コンピュータを使うと，データの値を	

大きい順や小さい順に並べかえたり，箱ひげ図をつくることができます。

コンピュータをうまく使って，データを活用してみましょう。

コンピュータを使って

5

10

15

20

学びをたしかめよう
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7章		章末問題
7章で学習したこと

下の箱ひげ図は，ある学校の Aグループ 45人と	
Bグループ 45人の，ハンドボール投げの記録を	
表したものです。

この箱ひげ図から読みとれることとして，次の⑴〜⑷は	

正しいといえますか。

「正しい」「正しくない」「このデータからはわからない」	

のどれかで答えなさい。

⑴	 Aグループの記録の平均値は 11 mである。
⑵	 記録が 13 m以上の人は，Aグループより	

Bグループの方が多い。
⑶	 記録が 15 m以上の人は，Bグループが	

Aグループの 2倍以上である。
⑷	 範囲も四分位範囲も，Aグループより	

Bグループの方が大きい。

2

A

B

0 5 10 25 (m)2015

ある生徒 15人について，先月読んだ本の冊数を調べた	
ところ，下のような結果になりました。

3，5，10，14，3，12，15，2，4，8，	
7，6，	 9，11，3

⑴	 四分位数を求めなさい。

⑵	 四分位範囲を求めなさい。

⑶	 箱ひげ図をかきなさい。

1

0 5 10 15 (冊)

2

箱ひげ図を読みと
ることができます
か。

 p.179〜p.180

1

四分位数，四分位
範囲，箱ひげ図に
ついて，理解して
いますか。

 p.174〜p.1785

10

15

20

2年 2年2年 2年

91

QRコードを読み取ると，
全ての問題の考え方と詳しい
解説を見ることができます。
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3章 ニ次方程式
開
かい

催
さい

日
び

はいつ？

けいたさんとかりんさんの学校では，	

毎年 6月に，3年生を対象にした	
数学自由研究発表会を開催しています。

先生から，次のような案内のチラシが	

配られました。

1

6月
月 火 水 木 金 土 日

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

数学自由研究発表会のお知らせ

問題

み
な
さ
ん
の
発
表
を

　
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
発
表
を

　
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

今年も6月に，数学自由研究発表会をします。
発表会の開催日は，次の問題を解くとわかります。
考えてみてください。

今年も6月に，数学自由研究発表会をします。
発表会の開催日は，次の問題を解くとわかります。
考えてみてください。

発表会の開催日の真上にある数と真下にある数を
かけると，207になります。
発表会の開催日はいつでしょうか。

発表会の開催日の真上にある数と真下にある数を
かけると，207になります。
発表会の開催日はいつでしょうか。

5
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二次方程式節1

話しあおう

発表会の開催日を求めるには，どうすればよいでしょうか。

何かいい方法は 
ないかな？

もし，10 日だとすると，
3×17＝51

だから違
ちが

うね

2

けいたさんは，方程式をつくってみることにしました。
3

発表会の開催日をx日とすると， 
開催日の真上にある日は，x日より 日前， 
開催日の真下にある日は，x日より 日後， 
この 2つの日の数をかけると 207だから， 
方程式をつくると，

となる。

これまでに 
学んだ式と 
少し違う式だね

x2のような 2次の項
こう
をふくむ方程式について学びましょう。

5

10

3年 3年3年 3年

92

身近にあるカレンダーを
題材にしています。
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3章 ニ次方程式
開
かい

催
さい

日
び

はいつ？

けいたさんとかりんさんの学校では，	

毎年 6月に，3年生を対象にした	
数学自由研究発表会を開催しています。

先生から，次のような案内のチラシが	

配られました。

1

6月
月 火 水 木 金 土 日

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

数学自由研究発表会のお知らせ

問題

み
な
さ
ん
の
発
表
を

　
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
発
表
を

　
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

今年も6月に，数学自由研究発表会をします。
発表会の開催日は，次の問題を解くとわかります。
考えてみてください。

今年も6月に，数学自由研究発表会をします。
発表会の開催日は，次の問題を解くとわかります。
考えてみてください。

発表会の開催日の真上にある数と真下にある数を
かけると，207になります。
発表会の開催日はいつでしょうか。

発表会の開催日の真上にある数と真下にある数を
かけると，207になります。
発表会の開催日はいつでしょうか。

5
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二次方程式節1

話しあおう

発表会の開催日を求めるには，どうすればよいでしょうか。

何かいい方法は 
ないかな？

もし，10 日だとすると，
3×17＝51

だから違
ちが

うね

2

けいたさんは，方程式をつくってみることにしました。
3

発表会の開催日をx日とすると， 
開催日の真上にある日は，x日より 日前， 
開催日の真下にある日は，x日より 日後， 
この 2つの日の数をかけると 207だから， 
方程式をつくると，

となる。

これまでに 
学んだ式と 
少し違う式だね

x2のような 2次の項
こう
をふくむ方程式について学びましょう。

5

10

3年 3年3年 3年

93

この節でどのようなことを学んでいくかを示し，
目的意識を持ちながら学習できるようにしています。
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二次方程式は，1 年生で学んだ方程式の次数を増やしたものとみることができる。

二次方程式とその解き方1
	2次の項をふくむ方程式とその解き方について学びましょう。

前ページの場面で，数学自由研究	

発表会の開催日を 6月 x日とすると，
真上にある日の数は，x-7
真下にある日の数は，x+7

だから，次の方程式ができます。

(x-7)(x+7) = 207 ……①
この方程式①を成り立たせる xの値を	

求めることを考えましょう。

上の方程式①は，左辺を展開して次のように整理できます。

x2 = 256
x2 = 256を成り立たせる xの値は，16と-16です。
この値は，はじめの方程式①も成り立たせます。

6月
月 火 水 木 金 土 日

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

xは 256の
平方根だね

方程式 x2 = 256は，次のような形にすることができます。
x2-256 = 0

6 月 16 日に 
開催します

移項して整理すると，(xの二次式) = 0という形に	
なる方程式を，xについての 二

に

次
じ

方
ほう

程
てい

式
しき

 といいます。

2x2-50 = 0，  x2-5x+6 = 0，  x2-8x = 0
なども xについての二次方程式で，次の形で表されます。

ax2+bx+c = 0

二次方程式を成り立たせる文字の値を，その方程式の 	

解
かい

 といい，解をすべて求めることを 二
に

次
じ

方
ほう

程
てい

式
しき

を解
と

く 	
といいます。

二次方程式 x2-256 = 0の解は，16と-16です。

解が 2つあるね

問 1 	 1，2，3，4のうち，x2-5x+6 = 0の解であるものを	
すべて選びなさい。
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二次方程式を解くために，平方根の意味にもとづいて，x2＝kの形にすることができないかと 
考えた。

	二次方程式を，平方根の意味にもとづいて解くことを考えましょう。

	ax2=bの解き方

ある数xを 2乗し，それを 3倍すると 18になりました。
ある数xを求めるには，どうすればよいでしょうか。

ひろげよう

3x2 = 18のような ax2 = bの形の二次方程式は，	
x2 = kの形に変形して解くことができます。

	x2＝k
	
	x＝±	 k

2乗して kになる数

ax2＝b例 1
⑴	 3x2 = 18
	 x2 = 6
	 x = ±	 6

⑵	 2x2 = 50
	 x2 = 25
	 x = ±5

注意 	 x = ±	 6 は，	 6 と-	 6 が，ともに二次方程式 3x2 = 18の	
解であることを表しています。

問 2 	 次の二次方程式を解きなさい。
⑴	 2x2 = 18	 ⑵	 5x2 = 35	 ⑶	 7x2 = 70

ax2−b＝0例 2
⑴	 3x2-24 = 0
	 3x2 = 24
	 x2 = 8
	 x = ±	 8
	 x = ±2 	 2

⑵	 4x2-3 = 0
	 4x2 = 3

	 x2 = 3
4

	 x = ±	 3
4

	 x = ± 	 3
2

問 3 	 次の二次方程式を解きなさい。
⑴	 2x2-36 = 0	 ⑵	 5x2-60 = 0	 ⑶	 9x2-2 = 0

p.220 1

5
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15

20

3年 3年3年 3年

94

二次方程式を，１年で学んだ
一次方程式を発展させたもの
としてみる，数学的な見方・
考え方を紹介しています。
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二次方程式は，1 年生で学んだ方程式の次数を増やしたものとみることができる。

二次方程式とその解き方1
	2次の項をふくむ方程式とその解き方について学びましょう。

前ページの場面で，数学自由研究	

発表会の開催日を 6月 x日とすると，
真上にある日の数は，x-7
真下にある日の数は，x+7

だから，次の方程式ができます。

(x-7)(x+7) = 207 ……①
この方程式①を成り立たせる xの値を	
求めることを考えましょう。

上の方程式①は，左辺を展開して次のように整理できます。

x2 = 256
x2 = 256を成り立たせる xの値は，16と-16です。

この値は，はじめの方程式①も成り立たせます。

6月
月 火 水 木 金 土 日

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

xは 256の
平方根だね

方程式 x2 = 256は，次のような形にすることができます。
x2-256 = 0

6 月 16 日に 
開催します

移項して整理すると，(xの二次式) = 0という形に	
なる方程式を，xについての 二

に

次
じ

方
ほう

程
てい

式
しき

 といいます。

2x2-50 = 0，  x2-5x+6 = 0，  x2-8x = 0
なども xについての二次方程式で，次の形で表されます。

ax2+bx+c = 0

二次方程式を成り立たせる文字の値を，その方程式の 	

解
かい

 といい，解をすべて求めることを 二
に

次
じ

方
ほう

程
てい

式
しき

を解
と

く 	
といいます。

二次方程式 x2-256 = 0の解は，16と-16です。

解が 2つあるね

問 1 	 1，2，3，4のうち，x2-5x+6 = 0の解であるものを	
すべて選びなさい。
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二次方程式を解くために，平方根の意味にもとづいて，x2＝kの形にすることができないかと 
考えた。

	二次方程式を，平方根の意味にもとづいて解くことを考えましょう。

	ax2=bの解き方

ある数xを 2乗し，それを 3倍すると 18になりました。
ある数xを求めるには，どうすればよいでしょうか。

ひろげよう

3x2 = 18のような ax2 = bの形の二次方程式は，	
x2 = kの形に変形して解くことができます。

	x2＝k
	
	x＝±	 k

2乗して kになる数

ax2＝b例 1
⑴	 3x2 = 18
	 x2 = 6
	 x = ±	 6

⑵	 2x2 = 50
	 x2 = 25
	 x = ±5

注意 	 x = ±	 6 は，	 6 と-	 6 が，ともに二次方程式 3x2 = 18の	
解であることを表しています。

問 2 	 次の二次方程式を解きなさい。
⑴	 2x2 = 18	 ⑵	 5x2 = 35	 ⑶	 7x2 = 70

ax2−b＝0例 2
⑴	 3x2-24 = 0
	 3x2 = 24
	 x2 = 8
	 x = ±	 8
	 x = ±2 	 2

⑵	 4x2-3 = 0
	 4x2 = 3

	 x2 = 3
4

	 x = ±	 3
4

	 x = ± 	 3
2

問 3 	 次の二次方程式を解きなさい。
⑴	 2x2-36 = 0	 ⑵	 5x2-60 = 0	 ⑶	 9x2-2 = 0

p.220 1
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前章で学んだ平方根とのつながりを考え，
平方根の考えにもとづく解法を先に扱っています。
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二次方程式を解くために，式の一部を 1 つの文字におきかえることで， 
これまでと同じように，平方根の意味にもとづいて計算することができないかと考えた。

	(x+m)2=nの解き方

(x+1)2 = 36のような (x+m)2 = nの形の二次方程式は，	
x+mを 1つのものとみて，これを Xとおくと，

X 2 = n
となり，ax2 = bの解き方と同じ方法で解くことができます。

(x+1)2 = 36
x+1を Xとおくと，	 X 2 = 36
これから，	 X = ±6
Xをもとにもどすと，  x+1 = ±6
x+1 = 6から x = 5， x+1 = -6から x = -7
よって，  x = 5，-7

（x＋1）2＝36

X 2＝36

（x＋m）2＝k2例 3

注意 	 x = 5，-7は，x = 5，x = -7をまとめて表したものです。

問 4 	 次の二次方程式を解きなさい。
⑴	 (x-2)2 = 9	 ⑵	 (x+8)2 = 36
⑶	 (x+3)2-25 = 0	 ⑷	 (x-5)2-16 = 0

(x-3)2 = 7
	 x-3 = ±	 7
	 x = 3±	 7

（x−3）2＝7

x−3	は
7の平方根

（x＋m）2＝n例 4

注意 	 x = 3±	 7 は，x = 3+	 7，x = 3-	 7 をまとめて表した	
ものです。

問 5 	 次の二次方程式を解きなさい。
⑴	 (x-1)2 = 5	 ⑵	 (x+5)2 = 27
⑶	 (x+6)2-12 = 0	 ⑷	 (x-5)2-8 = 0

p.220 2
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	x2+px+q=0の解き方

次の⑴，⑵の式で，左辺の式を右辺の形にするとき，
にはどんな数があてはまるでしょうか。

⑴	 x2＋2x＋ ＝（x＋ ）2

⑵	 x2−10x＋ ＝（x− ）2

ひろげよう

平方の公式を使った
因数分解 p.22〜p.23
a2＋2ab＋b2＝（a＋b）2

a2−2ab＋b2＝（a−b）2

ふりかえり 3年

xの 1次の項をふくむ二次方程式 x2+px+q = 0は，
(x+m)2 = n

の形に変形して解くことができます。

（x＋m）2＝nの形にして二次方程式を解く例 5
x2+6x-1 = 0
数の項-1を移項して，
	 	 	 	 x2+6x = 1
xの係数 6の半分の 2乗を両辺にたすと，

x2+6x+32 = 1+32

	 	 	 	 (x+3)2 = 10
	 	 	 	 x+3 = ±	 10
	 	 	 	 x = -3±	 10

	 x2＋6x＝1

x2＋6x＋32＝1＋32

（x＋3）2

半分の 2乗

問 6 	 次の二次方程式を解きなさい。
⑴	 x2+2x-4 = 0	 ⑵	 x2-10x-16 = 0

p.220 3

練習問題 1 二次方程式とその解き方

1 	 次の二次方程式を解きなさい。
⑴	 x2 = 64	 ⑵	 2x2 = 14	 	 	 ⑶	 4x2-11 = 0

2 	 次の二次方程式を解きなさい。
⑴	 (x+1)2 = 49	 	 	 	 ⑵	 8(x-3)2-56 = 0

3 	 次の二次方程式を解きなさい。
⑴	 x2+6x = 4	 	 	 	 ⑵	 x2+2x-2 = 0
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20

25

3年 3年3年 3年

96

「同じように考える」という
大切な数学的な見方・考え方
を示しています。
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二次方程式を解くために，式の一部を 1 つの文字におきかえることで， 
これまでと同じように，平方根の意味にもとづいて計算することができないかと考えた。

	(x+m)2=nの解き方

(x+1)2 = 36のような (x+m)2 = nの形の二次方程式は，	
x+mを 1つのものとみて，これを Xとおくと，

X 2 = n
となり，ax2 = bの解き方と同じ方法で解くことができます。

(x+1)2 = 36
x+1を Xとおくと，	 X 2 = 36
これから，	 X = ±6
Xをもとにもどすと，  x+1 = ±6
x+1 = 6から x = 5， x+1 = -6から x = -7
よって，  x = 5，-7

（x＋1）2＝36

X 2＝36

（x＋m）2＝k2例 3

注意 	 x = 5，-7は，x = 5，x = -7をまとめて表したものです。

問 4 	 次の二次方程式を解きなさい。
⑴	 (x-2)2 = 9	 ⑵	 (x+8)2 = 36
⑶	 (x+3)2-25 = 0	 ⑷	 (x-5)2-16 = 0

(x-3)2 = 7
	 x-3 = ±	 7
	 x = 3±	 7

（x−3）2＝7

x−3	は
7の平方根

（x＋m）2＝n例 4

注意 	 x = 3±	 7 は，x = 3+	 7，x = 3-	 7 をまとめて表した	
ものです。

問 5 	 次の二次方程式を解きなさい。
⑴	 (x-1)2 = 5	 ⑵	 (x+5)2 = 27
⑶	 (x+6)2-12 = 0	 ⑷	 (x-5)2-8 = 0

p.220 2
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二
次
方
程
式

3
章

	x2+px+q=0の解き方

次の⑴，⑵の式で，左辺の式を右辺の形にするとき，
にはどんな数があてはまるでしょうか。

⑴	 x2＋2x＋ ＝（x＋ ）2

⑵	 x2−10x＋ ＝（x− ）2

ひろげよう

平方の公式を使った
因数分解 p.22〜p.23
a2＋2ab＋b2＝（a＋b）2

a2−2ab＋b2＝（a−b）2

ふりかえり 3年

xの 1次の項をふくむ二次方程式 x2+px+q = 0は，
(x+m)2 = n

の形に変形して解くことができます。

（x＋m）2＝nの形にして二次方程式を解く例 5
x2+6x-1 = 0
数の項-1を移項して，
	 	 	 	 x2+6x = 1
xの係数 6の半分の 2乗を両辺にたすと，

x2+6x+32 = 1+32

	 	 	 	 (x+3)2 = 10
	 	 	 	 x+3 = ±	 10
	 	 	 	 x = -3±	 10

	 x2＋6x＝1

x2＋6x＋32＝1＋32

（x＋3）2

半分の 2乗

問 6 	 次の二次方程式を解きなさい。
⑴	 x2+2x-4 = 0	 ⑵	 x2-10x-16 = 0

p.220 3

練習問題 1 二次方程式とその解き方

1 	 次の二次方程式を解きなさい。
⑴	 x2 = 64	 ⑵	 2x2 = 14	 	 	 ⑶	 4x2-11 = 0

2 	 次の二次方程式を解きなさい。
⑴	 (x+1)2 = 49	 	 	 	 ⑵	 8(x-3)2-56 = 0

3 	 次の二次方程式を解きなさい。
⑴	 x2+6x = 4	 	 	 	 ⑵	 x2+2x-2 = 0
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97

QRコードを読み取ると，
平方完成の様子を
アニメーションで
確認することができます。
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もっと練習しよう

次の式を因数分解しなさい。

⑴	 x2-4	 	 	 	 ⑵	 a2-49
⑶	 81y2-4	 	 	 	 ⑷	 25x2-64y2

p.22 問 28

次の式を因数分解しなさい。

⑴	 a2+ab	 	 	 	 ⑵	 6x2-4x
⑶	 bx+by+bz	 	 	 	 ⑷	 12x2y+16xy2

p.22 問 17

次の式を計算しなさい。

⑴	 (x-1)2-(x+5)(x-5)	 ⑵	 (a+b+1)(a+b+2)

p.19 問 6

 問 7
6

次の式を計算しなさい。

⑴	 (a-9)(a+9)	 	 	 	 ⑵	 (3x+4)(3x-4)
⑶	 (5y-2)(5y+2)	 	 	 	 ⑷	 (2a+b)(2a-b)

p.18 問 45

次の式を計算しなさい。

⑴	 (x-9)2	 	 	 	 ⑵	 (a+10)2

⑶	 (3x-1)2	 	 	 	 ⑷	 (a+7b)2

p.17 問 2

 問 3
4

次の式を計算しなさい。

⑴	 (x+4)(x+3)	 	 	 	 ⑵	 (x-5)(x-2)

⑶	 (x+9)(x-3)	 	 	 	 ⑷	 (x+ 2
5 )(x+ 3

5 )

p.16 問 13

次の式を計算しなさい。

⑴	 (2a-5b)(3a-2b)	 	 	 	 ⑵	 (a-b-2)(2a-3b)

p.15 問 5

 問 6
2

次の式を計算しなさい。

⑴	 (y-2)(y+7)	 	 	 	 ⑵	 (2x-3)(x-4)

p.14 問 3

 p.15 問 4
1

1章  式の展開と因数分解
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次の計算をしなさい。

⑴	 8/	 2 	 ⑵	 	 5 /	 12 	 	 ⑶	 2 	 3 /5 	 6

p.54 問 84

次の数の分母を有理化しなさい。

⑴	 3
	 8
	 ⑵	 	 5

	 6
	 	 	 	 ⑶	 6

	 27

p.54 問 73

次の計算をしなさい。

⑴	 	 5 *	 10 	 	 	 	 ⑵	 	 8 *	 27
⑶	 	 75 *	 20 	 	 	 	 ⑷	 	 30 *	 42

p.54 問 62

次の計算をしなさい。

⑴	 	 2 *(-	 11 )	 	 	 	 ⑵	 	 8 *	 2
⑶	 	 30 /(-	 2 )	 	 	 	 ⑷	 (-	 12 )/(-	 3 )

p.52 問 21

2章  平方根

x = 3，y = - 1
2 のとき，次の式の値を求めなさい。

⑴	 x2+8xy+16y2	 	 	 	 ⑵	 (x-y)(x+3y)-(x+y)(x-y)

p.31 問 513

展開や因数分解を利用して，次の計算をしなさい。

⑴	 2.32-1.72	 	 	 	 ⑵	 1012

p.30 問 3

  問 4
12

次の式を因数分解しなさい。

⑴	 4x2-36y2	 	 	 	 ⑵	 4ay2-16ay+16a
⑶	 (x+2y)2+2(x+2y)+1	 ⑷	 2y(x-3)-3+x

p.26 問 10

  問11
11

次の式を因数分解しなさい。

⑴	 x2-5x+6	 	 	 	 ⑵	 x2+x-20
⑶	 x2-12x+20	 	 	 	 ⑷	 x2-3x-28
⑸	 y2+11y+30	 	 	 	 ⑹	 t2-18t-19

p.24 問 6
 〜

 p.25 問 9

10

次の式を因数分解しなさい。

⑴	 x2+6x+9	 	 	 	 ⑵	 x2-20x+100
⑶	 64a2-16a+1	 	 	 	 ⑷	 25x2+10xy+y2

p.23 問 3

  問 4
9
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98
「もっと練習しよう」では，章の学習の「問」と
同程度の難易度の問題を掲載しています。
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もっと練習しよう

次の式を因数分解しなさい。

⑴	 x2-4	 	 	 	 ⑵	 a2-49
⑶	 81y2-4	 	 	 	 ⑷	 25x2-64y2

p.22 問 28

次の式を因数分解しなさい。

⑴	 a2+ab	 	 	 	 ⑵	 6x2-4x
⑶	 bx+by+bz	 	 	 	 ⑷	 12x2y+16xy2

p.22 問 17

次の式を計算しなさい。

⑴	 (x-1)2-(x+5)(x-5)	 ⑵	 (a+b+1)(a+b+2)

p.19 問 6

 問 7
6

次の式を計算しなさい。

⑴	 (a-9)(a+9)	 	 	 	 ⑵	 (3x+4)(3x-4)
⑶	 (5y-2)(5y+2)	 	 	 	 ⑷	 (2a+b)(2a-b)

p.18 問 45

次の式を計算しなさい。

⑴	 (x-9)2	 	 	 	 ⑵	 (a+10)2

⑶	 (3x-1)2	 	 	 	 ⑷	 (a+7b)2

p.17 問 2

 問 3
4

次の式を計算しなさい。

⑴	 (x+4)(x+3)	 	 	 	 ⑵	 (x-5)(x-2)

⑶	 (x+9)(x-3)	 	 	 	 ⑷	 (x+ 2
5 )(x+ 3

5 )

p.16 問 13

次の式を計算しなさい。

⑴	 (2a-5b)(3a-2b)	 	 	 	 ⑵	 (a-b-2)(2a-3b)

p.15 問 5

 問 6
2

次の式を計算しなさい。

⑴	 (y-2)(y+7)	 	 	 	 ⑵	 (2x-3)(x-4)

p.14 問 3

 p.15 問 4
1

1章  式の展開と因数分解
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次の計算をしなさい。

⑴	 8/	 2 	 ⑵	 	 5 /	 12 	 	 ⑶	 2 	 3 /5 	 6

p.54 問 84

次の数の分母を有理化しなさい。

⑴	 3
	 8
	 ⑵	 	 5

	 6
	 	 	 	 ⑶	 6

	 27

p.54 問 73

次の計算をしなさい。

⑴	 	 5 *	 10 	 	 	 	 ⑵	 	 8 *	 27
⑶	 	 75 *	 20 	 	 	 	 ⑷	 	 30 *	 42

p.54 問 62

次の計算をしなさい。

⑴	 	 2 *(-	 11 )	 	 	 	 ⑵	 	 8 *	 2
⑶	 	 30 /(-	 2 )	 	 	 	 ⑷	 (-	 12 )/(-	 3 )

p.52 問 21

2章  平方根

x = 3，y = - 1
2 のとき，次の式の値を求めなさい。

⑴	 x2+8xy+16y2	 	 	 	 ⑵	 (x-y)(x+3y)-(x+y)(x-y)

p.31 問 513

展開や因数分解を利用して，次の計算をしなさい。

⑴	 2.32-1.72	 	 	 	 ⑵	 1012

p.30 問 3

  問 4
12

次の式を因数分解しなさい。

⑴	 4x2-36y2	 	 	 	 ⑵	 4ay2-16ay+16a
⑶	 (x+2y)2+2(x+2y)+1	 ⑷	 2y(x-3)-3+x

p.26 問 10

  問11
11

次の式を因数分解しなさい。

⑴	 x2-5x+6	 	 	 	 ⑵	 x2+x-20
⑶	 x2-12x+20	 	 	 	 ⑷	 x2-3x-28
⑸	 y2+11y+30	 	 	 	 ⑹	 t2-18t-19

p.24 問 6
 〜

 p.25 問 9

10

次の式を因数分解しなさい。

⑴	 x2+6x+9	 	 	 	 ⑵	 x2-20x+100
⑶	 64a2-16a+1	 	 	 	 ⑷	 25x2+10xy+y2

p.23 問 3

  問 4
9
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章の学習へのリンクを置き，解けなかったときには，
戻って確認できるようにしています。

教科書ダイジェスト版_みんなで学ぼう編_p098-099.indd   99 2020/03/11   10:55



43〜44

感想・わかったこと

全身をうつすために必要な鏡の縦の長さは，身長の半分だということがわかりました。	
思っていたよりも，短くておどろきました。
次は，鏡から 100cm離れたら，必要な鏡の縦の長さはどうなるのかを調べてみたいと	
思います。

考えた結果

EF と ABと CDは平行であるから，
FB：BD＝EP：PM＝FQ：QM

FB：BD＝1：1より，
EP：PM＝1：1
FQ：QM＝1：1

点 Pは EMの中点で，	
点 Qは FMの中点だから，
中点連結定理より，

PQ＝ 1
2
EF

私の身長は 160cmだから，

PQ＝ 1
2
×160＝80

よって，全身をうつすために必要な鏡の縦の長さは 80cmとなる。

F

E
A

C
P

Q

M

B D50 cm

160
  cm

参考資料

……

考えてみての感想や， 
今後の課題を書きましょう。

実際に調べたことがらや， 
得られたデータ，調べた内容や
データからいえること， 
考えたことを書きましょう。

参考にした資料があれば， 
本の著者名，書名，発行年， 
出版社名，ホームページの 
アドレスなどを書きましょう。

レポート例 調べたことや学んだことをレポートにまとめてみましょう。

○年○月○日
○年○組　○○かりん

考えた方法

鏡から 50cm離れたときのことを考えます。
右の図のように，鏡の上下の端

はし

を A，B，	
実物の頭頂部を C，足をD，目の位置をM，	
像の頭頂部を E，足を F，頭頂部からの光が鏡で	
反射する位置を P，足からの光が鏡で反射する	
位置を Qとします。
全身をうつすために必要な鏡の縦の長さは，	
線分 PQの長さになります。 F

E
A

B D

C

Q

P

鏡
像 実物

M
図を使って 
示していて， 
わかりやすいね

考えた理由

全身がうつる鏡がほしいと思っています。でも，どんな鏡にすればいいのかわかりません	
でした。縦の長さが身長と同じ長さの鏡にしようかと考えていたときに，兄から「鏡の縦の長さは	
もっと短くても全身がうつるよ」といわれたので，全身をうつすために必要な鏡の縦の長さを	
考えてみることにしました。

全身がうつる鏡の縦の長さ

考える方法や調べる方法を 
書きましょう。

調べたいと思ったきっかけや， 
自分の予想などを書きましょう。

レポートの研究テーマを
書きましょう。 レポートを書いた年月日を

書きましょう。

名前を書きましょう。

8

3年

8

3年

26

自由研究などで
レポートをかくときの
参考にすることが
できます。
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次は，鏡から 100cm離れたら，必要な鏡の縦の長さはどうなるのかを調べてみたいと	
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点 Pは EMの中点で，	
点 Qは FMの中点だから，
中点連結定理より，

PQ＝ 1
2
EF

私の身長は 160cmだから，

PQ＝ 1
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×160＝80

よって，全身をうつすために必要な鏡の縦の長さは 80cmとなる。
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データからいえること， 
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本の著者名，書名，発行年， 
出版社名，ホームページの 
アドレスなどを書きましょう。

レポート例 調べたことや学んだことをレポートにまとめてみましょう。
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考えた方法

鏡から 50cm離れたときのことを考えます。
右の図のように，鏡の上下の端

はし

を A，B，	
実物の頭頂部を C，足をD，目の位置をM，	
像の頭頂部を E，足を F，頭頂部からの光が鏡で	
反射する位置を P，足からの光が鏡で反射する	
位置を Qとします。
全身をうつすために必要な鏡の縦の長さは，	
線分 PQの長さになります。 F
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P

鏡
像 実物

M
図を使って 
示していて， 
わかりやすいね

考えた理由

全身がうつる鏡がほしいと思っています。でも，どんな鏡にすればいいのかわかりません	
でした。縦の長さが身長と同じ長さの鏡にしようかと考えていたときに，兄から「鏡の縦の長さは	
もっと短くても全身がうつるよ」といわれたので，全身をうつすために必要な鏡の縦の長さを	
考えてみることにしました。

全身がうつる鏡の縦の長さ
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書きましょう。
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8

3年

8

3年

25

レポートの一例を紹介しています。



ページ解答

41〜42

右の図で，鏡 AB，	
実物 CD，鏡の像 EFは，	
すべて床

ゆか

に垂直で，	

FB = BDとなっています。
実物の目の位置をM，	

頭頂部 Cからの光が鏡で	
反射する位置を Pとすると，

C→ P→M
が，光が目に届く道すじ	

です。

同じように，足 Dからの	
光が鏡で反射する位置を	

Qとすると，
D→ Q→M

が，光が目に届く道すじです。

このことから，線分 PQの長さが，全身をうつすために	
必要な鏡の縦の長さになります。

F

E
A

B D

C

Q

P

鏡
像 実物

M

身長 160 cmのかりんさんが，鏡から 50 cm離
はな

れて	

立っているとき，全身をうつすために必要な鏡の

縦の長さは何 cmでしょうか。

4 	 かりんさんが鏡から 100 cm離れたとすると，全身を	
うつすために必要な鏡の縦の長さはどうなるでしょうか。

5 	 全身をうつすために必要な鏡の縦の長さについて，	

どんなことがいえるでしょうか。

F

A
C

M

B D50 cm

160
   cm

図 1

ステップ3 問題をひろげたり，深めたりしてみよう

レポート例

発
展

発
展

5章  図形と相似 理科

ページ（ ）

解答 73〜74

全身がうつる鏡
かりんさんは，全身がうつる鏡がほしいと思っています。

全身をうつすためには，	
鏡の縦の長さが，身長と	
同じだといいのかな

でも，縦の長さがもっと短くても，	
全身がうつりそうな気がするね

鏡で物体を見ることが	

できるのは，物体から出た光が	

鏡で反射して目に届くからです。

光が鏡で反射するとき，	

右の図のように，

入射角=反射角
となります。

入射角
反射角

入射光
鏡

反射光

鏡
の
面
に
垂
直
な
直
線

←

場面の状況を整理し，問題を設定しようステップ 1 見通しを立てて，問題を解決しようステップ2

1 	 下の図 1に，線分 EFをかき，点 P，Qをとりましょう。

2 	 必要な鏡の縦の長さと身長の比 PQ：CDを求めましょう。

3 	 身長 160 cmのかりんさんが，全身をうつすために	
必要な鏡の縦の長さは，何 cmになるでしょうか。

8

3年

8

3年

24

理科と関連した題材を扱っています。
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かりんさんは，全身がうつる鏡がほしいと思っています。

全身をうつすためには，	
鏡の縦の長さが，身長と	
同じだといいのかな

でも，縦の長さがもっと短くても，	
全身がうつりそうな気がするね

鏡で物体を見ることが	

できるのは，物体から出た光が	

鏡で反射して目に届くからです。

光が鏡で反射するとき，	

右の図のように，

入射角=反射角
となります。

入射角
反射角

入射光
鏡

反射光

鏡
の
面
に
垂
直
な
直
線

←

場面の状況を整理し，問題を設定しようステップ 1 見通しを立てて，問題を解決しようステップ2

1 	 下の図 1に，線分 EFをかき，点 P，Qをとりましょう。

2 	 必要な鏡の縦の長さと身長の比 PQ：CDを求めましょう。

3 	 身長 160 cmのかりんさんが，全身をうつすために	
必要な鏡の縦の長さは，何 cmになるでしょうか。

8

3年

8

3年

23

「みんなで学ぼう編」で学んだ問題発見・解決の流れに
そって，身のまわりの問題を発見・解決し，深める
までの流れを，「ステップ１」，「ステップ２」，
「ステップ３」の３段階に分けて示しています。



43〜44

食塩水の濃度参考

食塩水の濃度 (質量パーセント濃度)は，食塩水に対する食塩の	
質量の割合を百分率で表したものです。
食塩水の濃度，質量は，それぞれ，次の式で表されます。

例えば，食塩水 150 gの中に 12 gの食塩がとけているとき，	
この食塩水の濃度は次のようになります。

12
150 *100 = 8 (％)

1 	食塩水について，次の問いに答えましょう。
⑴	 食塩水 200 gの中に，10 gの食塩がとけているとき，	
この食塩水の濃度は何％でしょうか。

⑵	 230 gの水に 20 gの食塩をとかしたとき，	
できる食塩水の濃度は何％でしょうか。

⑶	 7％の食塩水 300 gにとけている食塩は何 gでしょうか。
⑷	 10％の食塩水を 150 gつくろう	
と思います。このとき，何 gの	
水に何 gの食塩をとかせば	
よいでしょうか。

⑷では，まず， 
必要な食塩の質量を 
求めてみよう

2 	濃度が，それぞれ 8％，15％の 2種類の食塩水があります。	
この 2種類の食塩水を混ぜあわせて，濃度が 10％の食塩水を	
700 gつくろうと思います。
8％の食塩水を x g，15％の食塩水を y gとして，数量の関係を	
考えると，次の表のようになります。

8％の食塩水 15％の食塩水 10％の食塩水

食塩水の質量 (g) x y 700

食塩の割合 8
100

15
100

10
100

食塩の質量 (g) x* 8
100 y* 15

100 700* 10
100

上の表をもとにして連立方程式をつくります。
	x+y = 700

	
8

100 x+ 15
100 y = 700* 10

100
この方程式を解いて，それぞれの食塩水を何 gずつ混ぜれば	
よいか求めましょう。

3 	14％の食塩水 500 gに 6％の食塩水を何 gか混ぜると，11％の	
食塩水になりました。6％の食塩水を何 g混ぜたのでしょうか。
また，11％の食塩水は何 gできたでしょうか。

・食塩水の濃度 (%)＝ 食塩の質量 (g)
食塩水の質量 (g) *100

・食塩水の質量 (g) =水の質量 (g)+食塩の質量 (g)

この機械では， 
何をしているのか
わかりますか？

左の写真の機械では，12個のトレイにのせた明太子の重さをそれぞれはかって，
あらかじめ設定した重さとぴったりになる組み合わせを，すぐにさがすことができます。
例えば，下の図のように，いろいろな重さの 12個の明太子をのせたとき，
400gになる組み合わせを，ランプですばやく示すことができます。

この機械では，10秒から 15秒で，
1セットをつくることができます。

今日は，30 人が働いていて， 
850kg の明太子を製造しています

昨日は，25 人が働いていて， 
800kg の明太子を製造しました

すばやく計量できるんだね！

工場では
どのくらいの人が
働いているのですか？

働いている人にインタビュー

74g74g

113g113g

103g103g

77g77g

82g82g

121g121g

73g73g

106g106g

117g117g

105g105g

94g94g

86g86g

74g 103g

77g77g113g113g

82g82g

106g121g121g

73g73g 117g

105g105g

94g94g

86g86g

明太子の計量方法
8

2年

8

2年

22

「社会見学にいこう」に関連する
数学の内容を掲載しています。
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けいたさんメモ

●	スケトウダラのお腹から	

取り出した生の卵を	

食塩水につけこむことで，	

プチプチとした食感になる。
●	食塩水の濃度は 7%くらいが	

効果的だけれど，塩からいので，	

5.5%にしている。
●	つぶつぶ感やおいしさを保った

まま，塩分を減らす	

ため，塩づけ技術の	

研究をしている。

かりんさんメモ

●	日本で 1年間に食べられる	

明太子は約３万トンである。

	 この量を小学校の 25mプール

（25m× 12m×深さ 1.2m）に

換
かん

算
さん

すると，およそ 124 杯分	

にもなる。

卵の解
かい

凍
とう

卵は冷凍された状態で運ばれて
くるので，解凍庫で解凍します。

卵をたるに入れて塩を加え，1晩
かけてじっくりと塩づけします。

人の目と手で，黒いうす皮を 
取り除き，サイズを選別します。

唐
とう
辛
がら
子
し
が入った調味液に，

じっくりとつけこみます。
重さを調整し，見た目を
きれいに整えます。

解凍された卵の表面についている
うろこや骨などを洗い流します。

1 卵の洗
せん

浄
じょう

2 塩づけ3

異物除去・選別 調 味 計量・整形・包装4 5 6

明太子のつくり方 次に，明太子をつくる過程を紹
しょう

介
かい

します

発
展

発
展

ページ（ ）

解答 54

けいたさんとかりんさんは，明太子を製造する 
工場にやってきました。これから，明太子が 
できるまでの流れを見学します。

2章，3章

見学しながら，クイズの答えを 
考えてみてください

明太子は，スケトウダラの 
卵からつくられていて， 
3 年以上の魚が 
卵をもちます

スケトウダラの体長

1年魚

約 16cm

3年魚

約 26cm

5年魚

約 36cm

体が大きくなる
にしたがって，
卵も大きく
なっていきます。

卵 20kg を塩づけをするために，
8000g の食塩水を使うとき，
必要な食塩の量は，何 g ですか。

➡　　 食塩水の濃度

  ❶440g　❷560g　❸680g

明太子 100g の体積は，
どのくらいでしょうか。

　　 ❶15cm3

　　 ❷150cm3

　　 ❸1500cm3

同じ割合で成長すると考えた
とき，スケトウダラの８年魚の
体長はどのくらいでしょうか。

❶41cm　❷51cm　❸61cm

900kg の明太子を製造したいとき，
作業に必要な人数は，どのくらいに
なると考えられますか。１人増える
ごとに，製造できる明太子の量が
一定量増えていくとして考えましょう。

　❶33 人　　❷35 人　　❸37 人

参考

2 3 41

のう ど

明太子の原料

社会見学にいこう‒明太子ができるまで‒
8

2年

8

2年

20

たくさんの情報の中から問題
解決に必要な情報を読み取る
読解力を育成することができます。 41〜42
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解答 54
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2 3 41

のう ど

明太子の原料

社会見学にいこう‒明太子ができるまで‒
8

2年

8

2年

19

数学が社会で実際にどのように使われているのかを
紹介することで，キャリア教育にも配慮しています。



51〜52

命令を組み合わせたものを，プログラムといいます。

上の 4つの命令を組み合わせて，図 1のように，	
点 Oから 2 cm上の位置においたつむぎを使って，	
模様 1 をつくるプログラムを考えます。

1 	 かりんさんは，右のような	

プログラムを考えて実行	

しましたが，模様 2 のように	
なってしまいました。模様 1 を	
つくるためには，右のプログラム	

のどこをなおせばよいでしょうか。 後 2

後 2

印

印

印

前 2

前 2

回 90

回 90

前 2

回 90

後 2

2 cm

2 cm 2 cm
O

模様 2

つむぎの跡が 
3つしか残っていないね

図 1

O

2 cm

4 	 次の⑴，⑵のプログラムを実行すると，それぞれ，下の㋐～㋒の

どの模様ができるでしょうか。㋐～㋒にある は，点 Oから	
2 cm上の位置を表しています。
⑴	

を 4回くり返す。

回 45

回 45

後 4

後 2

印

印

前 2

前 4

⑵	

を８回くり返す。

後 2

前 4印

印

後 2

回 45

㋐	 ㋑	 ㋒

5 	 前 ， 後 ， 回 ， 印 を組み合わせたり，	

くり返したりして，いろいろな模様をつくるプログラムを	

考えましょう。

O O O

？  選ばれなかった模様は，どんなプログラムでつくることができるかな。

発
展

発
展

ページ（ ）

解答 67〜68

プログラミングで模様をつくろう
模様 1 は，点 Oから 2 cm上に	

おいたつむぎを，点 Oを回転の	
中心として，90°回転移動して，	
その場所につむぎの跡

あと

を残すこと	

をくり返せばつくれます。

このような模様を，コンピュータ	

に命令してつくるにはどうすれば	

よいでしょうか。

ここでは，次の 4つの命令だけを使い，つむぎをはじめにおく	
位置は，いつも点 Oから 2 cm上の位置とします。

模様 1

O

2 cm

前 ……まっすぐに cm前進する。

後 ……まっすぐに cm後退する。

回 ……その場所で時計まわりに	
°回転する。

印 ……その場所につむぎの跡を残す。

命 令

2 cm

前 2

回 90

2 	 けいたさんは，かりんさんが考えたプログラムを見ていると，	

同じ命令がくり返されていることに気づき，次のように，	

模様 1 をつくるプログラムをまとめました。
次の空

くう

欄
らん

にあてはまる数を求めましょう。

を 回くり返す。

回 90 後 2 印前 2

3 	 2 と同じように考えて，下の 模様 3 をつくるプログラムを	
考えます。次の空欄にあてはまる数を求めましょう。

を 回くり返す。

C前 回 後 印

点 Oを中心とする 
半径 2cmの円周上に 
6個のつむぎの跡が 
等
とう

間
かん

隔
かく

に並んだ模様だね 2 cm

O

模様 3

8

1年

8

1年

18

プログラミング的
思考に触れることが
できます。
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プログラミングで模様をつくろう
模様 1 は，点 Oから 2 cm上に	

おいたつむぎを，点 Oを回転の	
中心として，90°回転移動して，	
その場所につむぎの跡

あと

を残すこと	

をくり返せばつくれます。

このような模様を，コンピュータ	

に命令してつくるにはどうすれば	

よいでしょうか。

ここでは，次の 4つの命令だけを使い，つむぎをはじめにおく	
位置は，いつも点 Oから 2 cm上の位置とします。

模様 1

O

2 cm

前 ……まっすぐに cm前進する。

後 ……まっすぐに cm後退する。

回 ……その場所で時計まわりに	
°回転する。

印 ……その場所につむぎの跡を残す。

命 令

2 cm

前 2

回 90

2 	 けいたさんは，かりんさんが考えたプログラムを見ていると，	

同じ命令がくり返されていることに気づき，次のように，	

模様 1 をつくるプログラムをまとめました。
次の空

くう

欄
らん

にあてはまる数を求めましょう。

を 回くり返す。

回 90 後 2 印前 2

3 	 2 と同じように考えて，下の 模様 3 をつくるプログラムを	
考えます。次の空欄にあてはまる数を求めましょう。

を 回くり返す。

C前 回 後 印

点 Oを中心とする 
半径 2cmの円周上に 
6個のつむぎの跡が 
等
とう

間
かん

隔
かく

に並んだ模様だね 2 cm

O

模様 3

8

1年

8

1年

17 プログラミングを
体験できるオリジ
ナルコンテンツと
Scratch をご用意
しています。
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日本の標準時

地球は 24 時間で西から東へ 1 回転 
します。経度にすると 360°まわる 
ことになるので，1 時間では 15°ずつ 
まわります。つまり，経度が 15°違

ちが
うと，

1 時間の時差が生まれることになります。
北海道と九州では，経度に約 15°の 

違いがあり，実際には約 1 時間の時差が 
あります。

しかし，日本の中で時刻が 
違うと不便であるため， 
兵庫県明石市を通る東経 135° 
の経線を標準時子午線と定めて， 
この上を太陽が横切るとき，日本中 
どこでも正午と決めています。

これを日本標準時といいます。

標準時子午線が通る人
ひと
丸
まる
前
まえ
駅

（兵庫県明石市）

ロンドン，ニューヨーク以外の都市の	

時刻についても考えてみましょう。

3 	 下の表は，日本を基準にして，それぞれ	

の都市の時差を表したものです。

⑴	 日本が 15日 20時のとき，	
プラハは何日の何時でしょうか。

⑵	 ロサンゼルスを基準にすると，	

リオデジャネイロの時差は	

どのように表されますか。

⑶	 ロサンゼルスが 15日 3時のとき，	
リオデジャネイロは何日の何時	

でしょうか。

⑷	 プラハが 15日 20時のとき，	
シドニーは何日の何時でしょうか。

プラハ −8

シドニー ＋1

ロサンゼルス −17

リオデジャネイロ −12

時差を正負の符
ふ

号
ごう

を使って表しましょう。

例えば，ロンドンを基準にすると，日本の	

時差は，

19-10 = 9
となり，+9時間と表すことができます。

1 	 次の時差を，正の符号や負の符号を	

使って表しましょう。

⑴	 日本を基準にしたときの，	

ロンドンの時差

⑵	 ニューヨークを基準にしたときの，	

ロンドンの時差

2 	 けいたさん，エミリーさん，ボブさんの	

3人が寝ている時間や早朝にならない	
ように，電話をする時刻は，それぞれの	

場所の時刻で，6時から 22時の間と	
します。

日本の時刻で，何時から何時の間に	

電話をすればよいでしょうか。

発
展

発
展

1章  正の数・負の数 国際理解
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何時に電話しようかな?

注意 	「19時」は「午後 7時」のことです。

180° 150° 120° 90° 60° 30° 0°60° 90° 120° 135° 150°30°0°30°

ロンドンロンドン ロンドンロンドンプラハプラハ

東京東京 ロサンゼルスロサンゼルス

赤道赤道

日
付
変
更
線

日
付
変
更
線

日
本
の
標
準
時
子
午
線

日
本
の
標
準
時
子
午
線

ニューヨークニューヨーク

リオデジャネイロリオデジャネイロ
シドニーシドニー

明石明石
あかしあかし

けいたさんは，ロンドンに住んでいる 
エミリーさんと，ニューヨークに住んでいる 
ボブさんの 3 人で，インターネットを 
使って電話をすることになりました。
3 人が寝

ね
ている時間や早朝にならないように 

電話をする時刻を決めようと思います。
何時に電話をすると，みんなにとって 
都合がよいでしょうか。
電話をする時刻を決めるために，2 人が 
住んでいる場所が，いま何時なのか調べた 
ところ，次のような時刻でした。

8

1年

8

1年

16

社会科と関連した題材を扱っています。
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日本の標準時

地球は 24 時間で西から東へ 1 回転 
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ことになるので，1 時間では 15°ずつ 
まわります。つまり，経度が 15°違

ちが
うと，

1 時間の時差が生まれることになります。
北海道と九州では，経度に約 15°の 

違いがあり，実際には約 1 時間の時差が 
あります。

しかし，日本の中で時刻が 
違うと不便であるため， 
兵庫県明石市を通る東経 135° 
の経線を標準時子午線と定めて， 
この上を太陽が横切るとき，日本中 
どこでも正午と決めています。

これを日本標準時といいます。

標準時子午線が通る人
ひと
丸
まる
前
まえ
駅

（兵庫県明石市）

ロンドン，ニューヨーク以外の都市の	

時刻についても考えてみましょう。

3 	 下の表は，日本を基準にして，それぞれ	

の都市の時差を表したものです。

⑴	 日本が 15日 20時のとき，	
プラハは何日の何時でしょうか。

⑵	 ロサンゼルスを基準にすると，	

リオデジャネイロの時差は	

どのように表されますか。

⑶	 ロサンゼルスが 15日 3時のとき，	
リオデジャネイロは何日の何時	

でしょうか。

⑷	 プラハが 15日 20時のとき，	
シドニーは何日の何時でしょうか。

プラハ −8

シドニー ＋1

ロサンゼルス −17

リオデジャネイロ −12

時差を正負の符
ふ

号
ごう

を使って表しましょう。

例えば，ロンドンを基準にすると，日本の	

時差は，

19-10 = 9
となり，+9時間と表すことができます。

1 	 次の時差を，正の符号や負の符号を	

使って表しましょう。

⑴	 日本を基準にしたときの，	

ロンドンの時差

⑵	 ニューヨークを基準にしたときの，	

ロンドンの時差

2 	 けいたさん，エミリーさん，ボブさんの	

3人が寝ている時間や早朝にならない	
ように，電話をする時刻は，それぞれの	

場所の時刻で，6時から 22時の間と	
します。

日本の時刻で，何時から何時の間に	

電話をすればよいでしょうか。
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1章  正の数・負の数 国際理解
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何時に電話しようかな?

注意 	「19時」は「午後 7時」のことです。

180° 150° 120° 90° 60° 30° 0°60° 90° 120° 135° 150°30°0°30°

ロンドンロンドン ロンドンロンドンプラハプラハ

東京東京 ロサンゼルスロサンゼルス

赤道赤道

日
付
変
更
線

日
付
変
更
線

日
本
の
標
準
時
子
午
線

日
本
の
標
準
時
子
午
線

ニューヨークニューヨーク

リオデジャネイロリオデジャネイロ
シドニーシドニー

明石明石
あかしあかし

けいたさんは，ロンドンに住んでいる 
エミリーさんと，ニューヨークに住んでいる 
ボブさんの 3 人で，インターネットを 
使って電話をすることになりました。
3 人が寝

ね
ている時間や早朝にならないように 

電話をする時刻を決めようと思います。
何時に電話をすると，みんなにとって 
都合がよいでしょうか。
電話をする時刻を決めるために，2 人が 
住んでいる場所が，いま何時なのか調べた 
ところ，次のような時刻でした。

8

1年

8

1年

15

「学びをいかそう」では，学んだ数学を使って
身のまわりの問題を解決する課題や，数学を
発展，深化させる探究課題などを
扱っています。
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反比例の関係 y = 6
x 	 ……① と

一次関数 y = ax-1	 ……②

のグラフがあります。

右の図のように，①と②の	

グラフの交点のうち，x座標が	
小さい方の点を A，大きい方の	
点を Bとします。a > 0とする	
とき，次の問いに答えなさい。

⑴	 ②のグラフが，点 (-3，-2)を	
通るとき，aの値を求めなさい。

⑵	 点 Bの x座標，y座標が，ともに自然数となるような	
aの値は，何個ありますか。

⑶	 ②のグラフと y軸
じく

との交点を C，x軸との交点を Dと	
します。CD：DB = 1：3のとき，aの値を求めなさい。

⑷	 大小 2つのさいころを投げ，大きいさいころの出た目の	
数を s，小さいさいころの出た目の数を tとして，	
座標が (s，t)となる点 Pをとります。
このとき，点 Pが①の x > 0の範

はん

囲
い

のグラフよりも	

上側にある確率を求めなさい。

ただし，点 Pが①のグラフ上の点になる場合は，	
ふくめないものとします。

2

O

①

①

②

A
C

D

B

y

x

右の図のように，∠B = 90°，	
AB = 6 cm，BC = 10 cmの	
直角三角形 ABCがあります。
辺 AC上に点 Pをとり，	
点 Pから辺 AB，BCに垂線を	
ひき，その交点をそれぞれ，	

点 Q，Rとします。
長方形 PQBRが正方形となるとき，PQの長さは何 cmに	
なりますか。

次の⑴～⑷の方法で，それぞれ求めなさい。

⑴	 相似を利用する方法

下の図から，相似な三角形を見つけ，	

三角形の相似比を利用して，PQの長さを求める。

3 A

C

P

B R

Q

10 cm

6 cm

A

C

P

B R

Q

x cm

x cm

x cmx cm

⑵	 面積に着目する方法 その 1
△ABCの面積に着目すると，

△AQP+正方形 PQBR+△PRC =△ABC
となる。この面積の関係を利用して，	

PQの長さを求める。
⑶	 面積に着目する方法 その 2

△ABCの面積を別の見方でみると，
△PAB+△PBC =△ABC

となる。この面積の関係を利用して，

PQの長さを求める。
⑷	 一次関数のグラフとみる方法

辺 AB，BC，CAを，それぞれ延長して，	
直線 BCを x軸，直線 ABを y軸，点 Bを原点，	
点 Pの x座標を aとすると，点 Pが直線 AC上に	
あることから aの値を求め，PQの長さを求める。

A

CR

Q P

x

y

O
B
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総合問題

円 Oの周上に 6つの点	
A，B，C，D，E，Fがあり，	
これらの点は円周を 6等分	
しています。

円 Oの半径が 4 cmのとき，	
次の問いに答えなさい。

⑴	 △OABは	
どんな三角形ですか。

⑵	 △ABDの面積を求めなさい。
⑶	 6つの点 A，B，C，D，E，Fのうち，3つの点を，	
それぞれ結んでできる直角三角形はいくつありますか。

⑷	 A，B，C，D，E，Fの文字が，それぞれ書かれた	
カードが 1枚ずつあります。この 6枚のカードを	
よくきって，同時に 3枚を取り出すとき，	
書かれている文字の頂点を結ぶ三角形が，	

正三角形となる確率を求めなさい。

1 A

B

C

D

E

F

O

これまでに学んできたいろいろな数学を思い出し， 
組み合わせながら，次の問題に取り組みましょう。

右の図のように，∠B = 90°，	
AB = 6 cm，BC = 10 cmの	
直角三角形 ABCがあります。
辺 AC上に点 Pをとり，	
点 Pから辺 AB，BCに垂線を	
ひき，その交点をそれぞれ，	

点 Q，Rとします。
長方形 PQBRが正方形となるとき，PQの長さは何 cmに	
なりますか。

次の⑴～⑷の方法で，それぞれ求めなさい。

⑴	 相似を利用する方法

下の図から，相似な三角形を見つけ，	

三角形の相似比を利用して，PQの長さを求める。
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⑵	 面積に着目する方法 その 1
△ABCの面積に着目すると，

△AQP+正方形 PQBR+△PRC =△ABC
となる。この面積の関係を利用して，	

PQの長さを求める。
⑶	 面積に着目する方法 その 2

△ABCの面積を別の見方でみると，
△PAB+△PBC =△ABC

となる。この面積の関係を利用して，

PQの長さを求める。
⑷	 一次関数のグラフとみる方法

辺 AB，BC，CAを，それぞれ延長して，	
直線 BCを x軸，直線 ABを y軸，点 Bを原点，	
点 Pの x座標を aとすると，点 Pが直線 AC上に	
あることから aの値を求め，PQの長さを求める。
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x

y

O
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8

3年

8

3年

14

様々な解法で解くことのできる問題です。これまでに
学んだことを統合的に考える力が身につきます。31〜32

反比例の関係 y = 6
x 	 ……① と

一次関数 y = ax-1	 ……②

のグラフがあります。

右の図のように，①と②の	

グラフの交点のうち，x座標が	
小さい方の点を A，大きい方の	
点を Bとします。a > 0とする	
とき，次の問いに答えなさい。

⑴	 ②のグラフが，点 (-3，-2)を	
通るとき，aの値を求めなさい。

⑵	 点 Bの x座標，y座標が，ともに自然数となるような	
aの値は，何個ありますか。

⑶	 ②のグラフと y軸
じく

との交点を C，x軸との交点を Dと	
します。CD：DB = 1：3のとき，aの値を求めなさい。

⑷	 大小 2つのさいころを投げ，大きいさいころの出た目の	
数を s，小さいさいころの出た目の数を tとして，	
座標が (s，t)となる点 Pをとります。
このとき，点 Pが①の x > 0の範
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囲
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のグラフよりも	

上側にある確率を求めなさい。

ただし，点 Pが①のグラフ上の点になる場合は，	
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右の図のように，∠B = 90°，	
AB = 6 cm，BC = 10 cmの	
直角三角形 ABCがあります。
辺 AC上に点 Pをとり，	
点 Pから辺 AB，BCに垂線を	
ひき，その交点をそれぞれ，	

点 Q，Rとします。
長方形 PQBRが正方形となるとき，PQの長さは何 cmに	
なりますか。

次の⑴～⑷の方法で，それぞれ求めなさい。

⑴	 相似を利用する方法

下の図から，相似な三角形を見つけ，	

三角形の相似比を利用して，PQの長さを求める。
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⑵	 面積に着目する方法 その 1
△ABCの面積に着目すると，

△AQP+正方形 PQBR+△PRC =△ABC
となる。この面積の関係を利用して，	

PQの長さを求める。
⑶	 面積に着目する方法 その 2

△ABCの面積を別の見方でみると，
△PAB+△PBC =△ABC

となる。この面積の関係を利用して，

PQの長さを求める。
⑷	 一次関数のグラフとみる方法

辺 AB，BC，CAを，それぞれ延長して，	
直線 BCを x軸，直線 ABを y軸，点 Bを原点，	
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A，B，C，D，E，Fがあり，	
これらの点は円周を 6等分	
しています。

円 Oの半径が 4 cmのとき，	
次の問いに答えなさい。

⑴	 △OABは	
どんな三角形ですか。

⑵	 △ABDの面積を求めなさい。
⑶	 6つの点 A，B，C，D，E，Fのうち，3つの点を，	
それぞれ結んでできる直角三角形はいくつありますか。
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カードが 1枚ずつあります。この 6枚のカードを	
よくきって，同時に 3枚を取り出すとき，	
書かれている文字の頂点を結ぶ三角形が，	

正三角形となる確率を求めなさい。
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これまでに学んできたいろいろな数学を思い出し， 
組み合わせながら，次の問題に取り組みましょう。

右の図のように，∠B = 90°，	
AB = 6 cm，BC = 10 cmの	
直角三角形 ABCがあります。
辺 AC上に点 Pをとり，	
点 Pから辺 AB，BCに垂線を	
ひき，その交点をそれぞれ，	

点 Q，Rとします。
長方形 PQBRが正方形となるとき，PQの長さは何 cmに	
なりますか。

次の⑴～⑷の方法で，それぞれ求めなさい。

⑴	 相似を利用する方法

下の図から，相似な三角形を見つけ，	

三角形の相似比を利用して，PQの長さを求める。
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⑵	 面積に着目する方法 その 1
△ABCの面積に着目すると，

△AQP+正方形 PQBR+△PRC =△ABC
となる。この面積の関係を利用して，	

PQの長さを求める。
⑶	 面積に着目する方法 その 2

△ABCの面積を別の見方でみると，
△PAB+△PBC =△ABC

となる。この面積の関係を利用して，

PQの長さを求める。
⑷	 一次関数のグラフとみる方法

辺 AB，BC，CAを，それぞれ延長して，	
直線 BCを x軸，直線 ABを y軸，点 Bを原点，	
点 Pの x座標を aとすると，点 Pが直線 AC上に	
あることから aの値を求め，PQの長さを求める。
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３年の終わりには，「総合問題」として，いろいろな領域で
学んだことを使って解く問題を集めています。
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下の図のように，長方形 ABCDと台形 EFGHが	
直線 l上に並んでいて，台形 EFGHは，直線 lに	
そって矢印の方向に毎秒 1 cmの速さで動き，	
Gが Cの位置まできたらとまります。

点 Gが点 Bの位置にきたときから	
x秒後の，2つの図形が	
重なった部分の面積を y cm2と	

するとき，次の問いに答えなさい。

⑴	 0≦x≦6のとき，xと yの	
関係を式に表しなさい。

⑵	 6≦x≦10のとき，xと yの	
関係を式に表しなさい。

⑶	 xと yの関係を表すグラフを	
かきなさい。

⑷	 2つの図形が重なった部分の	
面積が，台形 EFGHの	
面積の半分になるのは，	

何秒後ですか。

4
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E H E H
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6 cm

O
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y

右の図は，y = ax2のグラフで，	

A(-1，1)，B(3，9)は，この	
グラフ上の点です。また，直線 AB	
と y軸との交点を Cとするとき，	
次の問いに答えなさい。

⑴	 aの値を求めなさい。
⑵	 点 Cの座標を求めなさい。
⑶	 △OABの面積を求めなさい。

6

O
A

C

B

x

y

⑷	 点 Cを通り，△OABの面積を	
2等分する直線の式を求めなさい。
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右の図の曲線①は，	

関数 y = 2x2のグラフであり，	

曲線②は，関数 y = 1
2 x2の	

グラフです。

曲線①上の点で，x座標が	
2，-2である点をそれぞれ	
A，Bとし，曲線②上の点で，	
x座標が 2，-2である点を	
それぞれ C，Dとします。	
また，線分 CD上の点を Eとします。
このとき，次の問いに答えなさい。

ただし，Oは原点とします。
⑴	 2点 A，Dを通る直線の式を求めなさい。

⑵	 △ACEの面積が，四角形 ABDCの面積の 2
5 倍で	

あるとき，点 Eの座標を求めなさい。

7
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CD
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① ②

B

y
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4章 関数 y=ax2

関数 y = ax2で，xの変域が-4≦x≦2のとき，	
yの最大の値が 8です。aの値を求めなさい。

3  

次の⑴～⑷のそれぞれにあてはまる関数を，	

下の (ア)～(エ)からすべて選びなさい。
⑴	 グラフが原点を通り，x軸

じく

の上側にあるもの

⑵	 グラフが，x軸を対
たい

称
しょう

の軸として，y = 5x2のグラフと	

線対称の関係にあるもの

⑶	 グラフの開き方が，もっとも小さいもの

⑷	 x≦0の範
はん

囲
い

では，xの値が増加するにつれて yの値が	
増加するもの

2

(ア) y = 1
5 x2 (イ) y = - 1

5 x2 (ウ) y = 6x2 (エ) y = -5x2

関数 y = ax2で，x = -3のとき y = 18です。
⑴	 この関数の式を求めなさい。

⑵	 x = -2のとき，yの値を求めなさい。
⑶	 y = 32のとき，xの値を求めなさい。
⑷	 xの値が-6から-1まで増加するときの変化の割合を	
求めなさい。

1

右の図は，y = ax2のグラフで，	

A(-1，1)，B(3，9)は，この	
グラフ上の点です。また，直線 AB	
と y軸との交点を Cとするとき，	
次の問いに答えなさい。

⑴	 aの値を求めなさい。
⑵	 点 Cの座標を求めなさい。
⑶	 △OABの面積を求めなさい。

6
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y

⑷	 点 Cを通り，△OABの面積を	
2等分する直線の式を求めなさい。

右の図のように，	

直線 y = 12が y軸と	
交わる点を Aとし，	
2つの関数 y = 3x2，	

y = ax2 (a > 0)の	
グラフと交わる 4点の	
うち，x座標が正で	
ある 2点をそれぞれ，	
B，Cとします。
⑴	 点 Bの座標を求めなさい。
⑵	 AB = BCであるとき，aの値を求めなさい。

5

x

y y = 3x2

y = 12

y = ax2

O

12
A B C

8

3年

8

3年

12

その章で学んだことを
使って解くことのできる，
公立高校入試問題を
扱っています。
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そって矢印の方向に毎秒 1 cmの速さで動き，	
Gが Cの位置まできたらとまります。

点 Gが点 Bの位置にきたときから	
x秒後の，2つの図形が	
重なった部分の面積を y cm2と	

するとき，次の問いに答えなさい。

⑴	 0≦x≦6のとき，xと yの	
関係を式に表しなさい。

⑵	 6≦x≦10のとき，xと yの	
関係を式に表しなさい。

⑶	 xと yの関係を表すグラフを	
かきなさい。
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面積の半分になるのは，	

何秒後ですか。
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右の図は，y = ax2のグラフで，	

A(-1，1)，B(3，9)は，この	
グラフ上の点です。また，直線 AB	
と y軸との交点を Cとするとき，	
次の問いに答えなさい。

⑴	 aの値を求めなさい。
⑵	 点 Cの座標を求めなさい。
⑶	 △OABの面積を求めなさい。
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⑷	 点 Cを通り，△OABの面積を	
2等分する直線の式を求めなさい。
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関数 y = 2x2のグラフであり，	

曲線②は，関数 y = 1
2 x2の	

グラフです。

曲線①上の点で，x座標が	
2，-2である点をそれぞれ	
A，Bとし，曲線②上の点で，	
x座標が 2，-2である点を	
それぞれ C，Dとします。	
また，線分 CD上の点を Eとします。
このとき，次の問いに答えなさい。

ただし，Oは原点とします。
⑴	 2点 A，Dを通る直線の式を求めなさい。

⑵	 △ACEの面積が，四角形 ABDCの面積の 2
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7

O

CD
E

A

① ②

B

y

x

ページ（ ）

解答 68〜69

発
展

発
展

4章 関数 y=ax2

関数 y = ax2で，xの変域が-4≦x≦2のとき，	
yの最大の値が 8です。aの値を求めなさい。

3  

次の⑴～⑷のそれぞれにあてはまる関数を，	

下の (ア)～(エ)からすべて選びなさい。
⑴	 グラフが原点を通り，x軸

じく

の上側にあるもの

⑵	 グラフが，x軸を対
たい

称
しょう

の軸として，y = 5x2のグラフと	

線対称の関係にあるもの

⑶	 グラフの開き方が，もっとも小さいもの

⑷	 x≦0の範
はん

囲
い

では，xの値が増加するにつれて yの値が	
増加するもの

2

(ア) y = 1
5 x2 (イ) y = - 1

5 x2 (ウ) y = 6x2 (エ) y = -5x2

関数 y = ax2で，x = -3のとき y = 18です。
⑴	 この関数の式を求めなさい。

⑵	 x = -2のとき，yの値を求めなさい。
⑶	 y = 32のとき，xの値を求めなさい。
⑷	 xの値が-6から-1まで増加するときの変化の割合を	
求めなさい。

1

右の図は，y = ax2のグラフで，	

A(-1，1)，B(3，9)は，この	
グラフ上の点です。また，直線 AB	
と y軸との交点を Cとするとき，	
次の問いに答えなさい。

⑴	 aの値を求めなさい。
⑵	 点 Cの座標を求めなさい。
⑶	 △OABの面積を求めなさい。
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⑷	 点 Cを通り，△OABの面積を	
2等分する直線の式を求めなさい。

右の図のように，	

直線 y = 12が y軸と	
交わる点を Aとし，	
2つの関数 y = 3x2，	

y = ax2 (a > 0)の	
グラフと交わる 4点の	
うち，x座標が正で	
ある 2点をそれぞれ，	
B，Cとします。
⑴	 点 Bの座標を求めなさい。
⑵	 AB = BCであるとき，aの値を求めなさい。
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y y = 3x2

y = 12

y = ax2
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3年

8
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11
各章の学習の総仕上げとなる問題を
扱っています。



7〜8

次の計算をしなさい。

⑴	 3(x-7)+2(2x-9)	 ⑵	 5(x+3)-4(2x+6)

⑶	 3x-2
4 + x+1

3 	 ⑷	 3a-2b
5 -(a-b)

⑸	 a+0.2b-2b-1.3a	 ⑹	 1
2 x+y-x+ 1

3 y

⑺	 x2-(x2-8x+1)	 ⑻	 4a+(3b-a)

2

次の方程式を解きなさい。

⑴	 5x-7y = 2x-3y+2 = 7
⑵	 2x+3y = 3x+y-50 = 2y-100

5

次の連立方程式を解きなさい。

⑴	
	2x+y = 5
	 x-y = 1

	 ⑵	
	x+y = 13
	 9x-9y = -27

⑶	
	y = 2x-5
	 x-2y = 7

	 ⑷	
	2(x+y) = 3x+y
	 3x-4y = 1

⑸	
	 x

3 + y
2 = -1

	 x+4y = 7
	 ⑹	

	3x = 4y
	 0.2x-0.4y = -0.3

4

次の方程式，比例式を解きなさい。

⑴	 5x-6 = 4x	 ⑵	 3-8x = 39+4x
⑶	 25-(4x+3) = 2	 ⑷	 -2(4x+1) = 5(1-3x)
⑸	 0.6x-1.8 = x+1.4	 ⑹	 300-40x = -20x-200

⑺	 3x-2
4 = x+1

3 	 ⑻	 1
2 x- 2

3 = 3
5 x-1

⑼	 x：2 = 8：4	 ⑽	 (x+5)：6 = (x+9)：9

3

⑼	 3
4 x-( 5

8 x+ 7
8 y)	 ⑽	 6(2x- 1

3 y)-4(3x-y)

7 km離
はな

れた A地点と B地点があります。
ある人が A地点から B地点へ行くのに，
途
と

中
ちゅう

の C地点までは自転車で行き，
そこから B地点まで歩いたところ，	
全体で 45分かかりました。
自転車の速さを時速 12 km，	
歩く速さを時速 4 kmとして，	
A地点から C地点までの道のりを求めなさい。

12

どんな数量を	
文字で表そうかな

1本 100円の花と 1本 150円の花をあわせて 15本買い，	
1700円払

はら

いました。100円の花と 150円の花を，それぞれ	
何本買いましたか。

11

2000円で，しおり 3枚と 530円のブックカバー 1枚を買うと，	
おつりが 600円でした。
しおり 1枚の値段を求めなさい。

10

x，yについての連立方程式
	x-y = 6
	 2x+y = 3a

の解が，	

x：y = 3：1を満たすとき，	
aの値と，この連立方程式の解を求めなさい。

9
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解答 63〜64

発
展

発
展

1，2年の問題 数と計算のまとめ

次の計算をしなさい。

⑴	 3(x-7)+2(2x-9)	 ⑵	 5(x+3)-4(2x+6)

⑶	 3x-2
4 + x+1

3 	 ⑷	 3a-2b
5 -(a-b)

⑸	 a+0.2b-2b-1.3a	 ⑹	 1
2 x+y-x+ 1

3 y

⑺	 x2-(x2-8x+1)	 ⑻	 4a+(3b-a)

2

次の計算をしなさい。

⑴	 -7-(-11)	 ⑵	 2.5+(-4)	 ⑶	 (-7)*12

⑷	 -6*(-16)	 ⑸	 (-9)/3	 ⑹	 (-6)/(- 3
5 )

⑺	 17-(-5)+(-14)	 ⑻	 -7.6+(-9.8)-(-3.6)

⑼	 - 1
2 + 1

3 - 1
6 	 ⑽	 7

6 - 5
4 - 5

12
⑾	 (-2)*(-3)*(-5)	 ⑿	 (-30)/2/(-3)

⒀	 -1.6*(-3.3)/0.2	 ⒁	 1
2 / 2

3 *(- 4
15 )

⒂	 -13-(-6)*7	 ⒃	 84/(-3)-42

⒄	 49/(-7)-4*(-2)2	 ⒅	 {8-(29-31)}*97

⒆	 5
12 + 3

2 *(- 1
2 )	 ⒇	 - 1

4 -(- 2
3 )2

*(- 1
2 )

1

⑼	 3
4 x-( 5

8 x+ 7
8 y)	 ⑽	 6(2x- 1

3 y)-4(3x-y)

下の表は，けいたさんがある 1週間に	
読んだ本のページ数を，目標としている	

10ページを基準にして，基準との違
ちが

いを	

示したものです。

⑴	 けいたさんが読んだページ数が，もっとも	

多かった日ともっとも少なかった日の差は，	

何ページですか。

⑵	 上の表から，けいたさんは，この 1週間で	
1日に平均何ページ読んだといえますか。

8

曜日 日 月 火 水 木 金 土

目標との違い 0 +5 -2 +1 -6 -8 +3

x = -2のとき，次の式の値を求めなさい。

⑴	 (-x)2	 ⑵	 x3	 ⑶	 -x3	 ⑷	 - 2
x2

7

等式 3x+ 2
7 y = 5を，yについて解きなさい。6

8

3年

10

3年

8

３年の学習に入る前
の準備や，試験前の
総復習として使う
ことができます。

7〜8
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⑸	 a+0.2b-2b-1.3a	 ⑹	 1
2 x+y-x+ 1

3 y

⑺	 x2-(x2-8x+1)	 ⑻	 4a+(3b-a)
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次の方程式を解きなさい。

⑴	 5x-7y = 2x-3y+2 = 7
⑵	 2x+3y = 3x+y-50 = 2y-100
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次の連立方程式を解きなさい。
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次の方程式，比例式を解きなさい。

⑴	 5x-6 = 4x	 ⑵	 3-8x = 39+4x
⑶	 25-(4x+3) = 2	 ⑷	 -2(4x+1) = 5(1-3x)
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3 = 3
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ある人が A地点から B地点へ行くのに，
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そこから B地点まで歩いたところ，	
全体で 45分かかりました。
自転車の速さを時速 12 km，	
歩く速さを時速 4 kmとして，	
A地点から C地点までの道のりを求めなさい。
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どんな数量を	
文字で表そうかな

1本 100円の花と 1本 150円の花をあわせて 15本買い，	
1700円払

はら

いました。100円の花と 150円の花を，それぞれ	
何本買いましたか。
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2000円で，しおり 3枚と 530円のブックカバー 1枚を買うと，	
おつりが 600円でした。
しおり 1枚の値段を求めなさい。
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x，yについての連立方程式
	x-y = 6
	 2x+y = 3a

の解が，	

x：y = 3：1を満たすとき，	
aの値と，この連立方程式の解を求めなさい。
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1，2年の問題 数と計算のまとめ

次の計算をしなさい。

⑴	 3(x-7)+2(2x-9)	 ⑵	 5(x+3)-4(2x+6)

⑶	 3x-2
4 + x+1

3 	 ⑷	 3a-2b
5 -(a-b)

⑸	 a+0.2b-2b-1.3a	 ⑹	 1
2 x+y-x+ 1

3 y

⑺	 x2-(x2-8x+1)	 ⑻	 4a+(3b-a)

2

次の計算をしなさい。

⑴	 -7-(-11)	 ⑵	 2.5+(-4)	 ⑶	 (-7)*12

⑷	 -6*(-16)	 ⑸	 (-9)/3	 ⑹	 (-6)/(- 3
5 )

⑺	 17-(-5)+(-14)	 ⑻	 -7.6+(-9.8)-(-3.6)

⑼	 - 1
2 + 1

3 - 1
6 	 ⑽	 7

6 - 5
4 - 5

12
⑾	 (-2)*(-3)*(-5)	 ⑿	 (-30)/2/(-3)

⒀	 -1.6*(-3.3)/0.2	 ⒁	 1
2 / 2

3 *(- 4
15 )

⒂	 -13-(-6)*7	 ⒃	 84/(-3)-42

⒄	 49/(-7)-4*(-2)2	 ⒅	 {8-(29-31)}*97

⒆	 5
12 + 3

2 *(- 1
2 )	 ⒇	 - 1

4 -(- 2
3 )2

*(- 1
2 )

1

⑼	 3
4 x-( 5

8 x+ 7
8 y)	 ⑽	 6(2x- 1

3 y)-4(3x-y)

下の表は，けいたさんがある 1週間に	
読んだ本のページ数を，目標としている	

10ページを基準にして，基準との違
ちが

いを	

示したものです。

⑴	 けいたさんが読んだページ数が，もっとも	

多かった日ともっとも少なかった日の差は，	

何ページですか。

⑵	 上の表から，けいたさんは，この 1週間で	
1日に平均何ページ読んだといえますか。

8

曜日 日 月 火 水 木 金 土

目標との違い 0 +5 -2 +1 -6 -8 +3

x = -2のとき，次の式の値を求めなさい。

⑴	 (-x)2	 ⑵	 x3	 ⑶	 -x3	 ⑷	 - 2
x2

7

等式 3x+ 2
7 y = 5を，yについて解きなさい。6

8

3年3年

8
9

３年の「力をつけよう」のはじめには，
１，２年で学んだことを使って解く
問題を，領域ごとにまとめて掲載して
います。



7～8

■ 速さの表し方
● 時速…1時間あたりに進む道のりで表した速さ
● 分速…1分間あたりに進む道のりで表した速さ
● 秒速…1秒間あたりに進む道のりで表した速さ

■ 速さ・道のり・時間
● 速さ=道のり/時間
● 道のり=速さ*時間
● 時間=道のり/速さ

速さ・道のり・時間参考

⑴ 12kmの道のりを 3時間で歩いた人の時速は，
12/3=4 時速 4km

⑵ 時速 45kmの自動車が 2時間で進む道のりは，
45*2=90 90km

⑶ 時速 25kmの台風が 300km進むのにかかる時間は，
300/25=12 12時間

⑷ 分速 900mを，時速になおすと，
1時間は 60分だから，900*60=54000
54000mは 54kmだから，時速 54km

秒速になおすと，1分は 60秒だから，
900/60=15 秒速 15m

例 1 速さ・道のり・時間

上の　　　　　　　　　から，公園のりんごを食べた犯人を 
見つけましょう。

1  サルの歩く速さは，分速何mでしょうか。
2  ウサギの歩く速さは，分速何mでしょうか。
3  ウマの家から公園までの道のりは，何mでしょうか。
4  サル，ウサギ，ウマが，家から公園まで歩いて 
行くときにかかる時間は，それぞれ何分でしょうか。

5  下の表の空
くう

欄
らん

をうめましょう。

サル ウサギ ウマ

公園に
着いた時刻 時　　 分 時　　 分 時　　 分

公園を出た
時刻 時　　 分 時　　 分 時　　 分

わかっていること

考え方

公園のりんごを食べた犯人はだれでしょうか。

1年

88

動物を主人公としたストーリー調になっていて，
数学に苦手意識をもつ生徒でも，主体的に楽しく
学習に取り組むことができます。
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速さ・道のり・時間

サル ウサギ ウマ

歩く速さ 時速 3km 600mの道のりを 
12 分で歩く速さ 分速 80m

家から公園までの
道のり 1500m 1000m 分速 120mで走ると， 

20 分で着く道のり

「公園を出て，何時に家に着きましたか。」「家を何時に出て，公園に行きましたか。」

11 時 15分に着いたよ

公園のりんごを食べたのはだれ？
ある公園に実っていたりんごが，食べられていました。
この日，公園に行ったのはサル，ウサギ，ウマの3匹

びき

で， 
犯人はこのうちのだれかです。

1. 犯人は 10時には 
公園にいたが， 
11 時には公園に 
いなかった。

わかっていること

2. サル，ウサギ，ウマの
歩く速さと，家から 
公園までの道のりは， 
それぞれ，右の表の 
ようだった。

11時 20分に
着きました

11時 40分に
着いたよその日は，

9時 25分に出ました

サル

9時 20分に
出たよ

ウマ

9時 45分に出たよ

ウサギ

解答 57
7

「算数をふりかえろう」では，
算数で学んだことのうち，
特に苦手とする生徒が多い
内容を扱っています。
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1 2 3 4 5

6

1 2 3 4 5

6 7 9 108

学習日　　　　 /　　　　～　　　　/　　　

力をつけよう

学びを身につけよう

学びをたしかめよう

学びをいかそう

同じように考える

関連づけて考えるこれまでに学んだ形にする逆にみる

みなして考える
分類整理する同じものとみる

これまでに学んだ 正の数＋正の数 の計算と
同じように，負の数＋正の数，正の数＋負の
数，負の数＋負の数 の計算を考えた。

比例の関係の特徴を，表・式・グラフを
関連づけながら考えた。

比例式を，比の値が等しいことを使って，
これまでに学んだ方程式になおして解いた。

ある場面で数量の関係を文字式に表すだけで
なく，逆に，文字式が何を表すのかを考えた。

身のまわりの「必ず～なる」といいきれない
ことがらについての疑問を解決するために，
相対度数を確率とみて，その確率を
利用できないかと考えた。

空間内の 2直線の位置関係を分類整理する
ために，同じ平面上にあるかどうか，
交わるかどうかなどに着目した。

線分の垂直二等分線，角の二等分線，垂線の
作図方法を見いだすために，どれもひし形の
対称性に着目した。

正の数・負の数1章

最大公約数と最小公倍数発
展

何時に電話しようかな？

学びをいかそう

不等式発
展

おにぎりを売ろう

学びをいかそう

お手玉をつくろう

学びをいかそう

おうぎ形の面積
「ヒンメリ」をつくろう

学びをいかそう

移動を使って面積を求める

学びをいかそう

少子高齢化している国は？
ヒストグラムを観察しよう

学びのあしあと

力をつけよう学びを身につけよう

問題に取り組んだら，その番号の
ところに記録をつけましょう。

すべての問題ができるまで取り組み，
できたら，チェックをしましょう。

学びをたしかめよう

　　　　　　　　　　　　　のそれぞれの章ではたらかせた，数学的な見方・考え方
の 1 つをとり上げています。これらの数学的な見方・考え方をはたらかせて，
数学の世界をどんどんひろげ，身のまわりの場面でも役立てましょう。

章末問題

1 2 3 4 5

6 7 8

1 2 3 4 5

6 7

学習日　　　　 /　　　　～　　　　/　　　

力をつけよう

学びを身につけよう

学びをたしかめよう

学びをいかそう

変化と対応4章

ランドルト環
緊急地震速報

章末問題

1 2 3 4 5

6 7

1 2 3 4 5

6 7 9 108

学習日　　　　 /　　　　～　　　　/　　　

力をつけよう

学びを身につけよう

学びをたしかめよう

方程式3章

章末問題

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

6 7 98

学習日　　　　 /　　　　～　　　　/　　　

力をつけよう

学びを身につけよう

学びをたしかめよう

文字の式2章

章末問題

1 2

1 2 3 4 5

学習日　　　　 /　　　　～　　　　/　　　

力をつけよう

学びを身につけよう

学びをたしかめよう

データの活用7章

章末問題

1 2 3 4 5

6 7 8

1 2 3 4 5

6 7

学習日　　　　 /　　　　～　　　　/　　　

力をつけよう

学びを身につけよう

学びをたしかめよう

空間図形6章

章末問題

1 2 3 4 5

6 7 8 9

1 2 3 4 5

6 7 8

学習日　　　　 /　　　　～　　　　/　　　

力をつけよう

学びを身につけよう

学びをたしかめよう

平面図形5章

章末問題

みんなで学ぼう 編 p.22

みんなで学ぼう 編 p.127みんなで学ぼう 編 p.98みんなで学ぼう 編 p.64

みんなで学ぼう 編 p.237みんなで学ぼう 編 p.191みんなで学ぼう 編 p.163

その題材に取り組んだら，
チェックをしましょう。

学びをいかそう

みんなで学ぼう 編

記録の例
　　を解いたあと…
　・しっかりと理解して解けた

　・解けたけれど，
もう一度確認したい

1

1

1

このほかにも
記録のしかたは
いろいろあるよ

問題を解いたり，課題に取り組んだりしたら，学びの記録をつけましょう。
記録のしかたはいろいろあります。理解できたところを確認したり，
もう一度考えてみたいところに印をつけたり，使い方は自由です。
みなさんそれぞれの，学びのあしあとを残していきましょう。
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関連づけながら考えた。

比例式を，比の値が等しいことを使って，
これまでに学んだ方程式になおして解いた。
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交わるかどうかなどに着目した。

線分の垂直二等分線，角の二等分線，垂線の
作図方法を見いだすために，どれもひし形の
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学びをいかそう

少子高齢化している国は？
ヒストグラムを観察しよう

学びのあしあと

力をつけよう学びを身につけよう

問題に取り組んだら，その番号の
ところに記録をつけましょう。
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学びをたしかめよう

　　　　　　　　　　　　　のそれぞれの章ではたらかせた，数学的な見方・考え方
の 1 つをとり上げています。これらの数学的な見方・考え方をはたらかせて，
数学の世界をどんどんひろげ，身のまわりの場面でも役立てましょう。
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記録の例
　　を解いたあと…
　・しっかりと理解して解けた

　・解けたけれど，
もう一度確認したい

1
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1

このほかにも
記録のしかたは
いろいろあるよ

問題を解いたり，課題に取り組んだりしたら，学びの記録をつけましょう。
記録のしかたはいろいろあります。理解できたところを確認したり，
もう一度考えてみたいところに印をつけたり，使い方は自由です。
みなさんそれぞれの，学びのあしあとを残していきましょう。
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「学びのあしあと」では，学びの記録を
残すことができます。

学びの達成度を自己評価することで，
今後の学習の改善につなげることができます。
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「みんなで学ぼう編」の章の学習でふれた
数学的な見方・考え方を，各章１つずつ
ピックアップして掲載しています。
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算数で学んだ「速さ・道のり・時間」，
「割合」，「小数・分数」について，
なぞ解きをしながら確認しましょう。

章の学習が終わったあとに取り組んで，これまでの総仕上げをする
問題です。基本的な問題から，少し難しい問題までいろいろな問題を
用意しています。どんどんチャレンジして，力をつけていきましょう。

QRコードから，問題を解くときの
たいせつなポイントや，くわしい解説を
見ることができます。
自分で答えあわせをするときに，参考にしてみましょう。

1章  正の数・負の数

2章  文字の式

3章  方程式

4章  変化と対応

5章  平面図形

6章  空間図形

7章  データの活用

それぞれの章で学んだことを，身のまわりで役立てたり，
深めたりできる題材を集めました。章の学習が終わったあとに取り組んでみましょう。

速さ・道のり・時間

みなさんの学びを
サポートします。

「章末問題」，「力をつけよう」，
「学びをいかそう」に取り組んだら，
学びの記録をつけましょう。

公園のりんごを食べたのはだれ？

割　合 いちばん多く食べたのは？

小数・分数 暗号を解読せよ

　　　　　　　　　　　　では，興味・関心に応じて
取り組むことができる数学を活用する課題や，
本編で学習したことの理解を深めたり，さらに力を
伸ばしたりするための問題をとり上げています。

（全員が一律に学習する必要はありません。）

発展マークのついているところは，数学第 1学年の
学習指導要領に示されていない内容をとり上げています。
興味・関心に応じて取り組んでみましょう。

学習の役に立つ情報や参考になる情報を見ることが
できます。QRコードをタブレット PCや
スマートフォンのアプリで読みとりましょう。

発展

2章 文字の式

いろいろな国に住んでいる友だちと電話をする時刻を，時差を
考えながら決めてみましょう。

3章 方程式

5章 平面図形

6章 空間図形

7章 データの活用

4章 変化と対応

レポート例
社会見学にいこう

1章 正の数・負の数

■ 何時に電話しようかな？

素因数分解を使って，最大公約数と最小公倍数を求めてみましょう。

■  最大公約数と最小公倍数発
展

あるお店でおにぎりを売ったときの記録を読みとって，この店の商品
の売り方について考えてみましょう。

■ おにぎりを売ろう

　　　　　　　　　　　　　では，方程式の解き方について
学びました。ここでは，不等式の解き方を学びましょう。

■  不等式

留学生との交流会でお手玉をつくることになりました。交流会の準備
から当日までのできごとを，文字式を使って追ってみましょう。

地震の発生を可能なかぎりすばやく知らせる緊急地震速報のしくみを，
比例の関係を使って考えてみましょう。

■ 緊急地震速報
きんきゅう じ しんそくほう

しょう し こうれい か

かん

視力を検査するときに使うランドルト環にかくされた比例や反比例の
関係をさぐってみましょう。

■ ランドルト環

■ お手玉をつくろう

複雑にみえる図形の面積を，その図形の一部を移動するくふうをして
求めてみましょう。

■ 移動を使って面積を求める

半径と弧の長さだけがわかっているおうぎ形の面積を求めてみましょう。

■ おうぎ形の面積

データの分布のようすをヒストグラムに表したとき，山が2つできる
ことがあります。性質や条件で分けて，整理しなおしてみましょう。

■ ヒストグラムを観察しよう

日本は少子高齢化が進んでいるといわれています。世界のほかの
国々はどうなのか，年齢別の人口を調べて考えてみましょう。

■ 少子高齢化している国は？

コンピュータにどのような命令をすれば，図形を移動させて
模様をつくることができるか考えてみましょう。

■ プログラミングで模様をつくろう

回転焼きができるまで
けいたさんとかりんさんといっしょに，回転焼きのできるまでの
ようすを見学しながら，「回転焼きクイズ」に挑戦してみましょう。

フィンランドの伝統装飾であるヒンメリをつくるときに必要な材料を
準備するために，正多面体の面の数や辺の数について調べましょう。

■ 「ヒンメリ」をつくろう
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裏表紙から，
毛糸の線が
つながっています。

生徒が自分から取り組むオプション部分を
「自分から学ぼう編」としています。

算数で学んだ「速さ・道のり・時間」，
「割合」，「小数・分数」について，
なぞ解きをしながら確認しましょう。

章の学習が終わったあとに取り組んで，これまでの総仕上げをする
問題です。基本的な問題から，少し難しい問題までいろいろな問題を
用意しています。どんどんチャレンジして，力をつけていきましょう。

QRコードから，問題を解くときの
たいせつなポイントや，くわしい解説を
見ることができます。
自分で答えあわせをするときに，参考にしてみましょう。

1章  正の数・負の数

2章  文字の式

3章  方程式

4章  変化と対応

5章  平面図形

6章  空間図形

7章  データの活用

それぞれの章で学んだことを，身のまわりで役立てたり，
深めたりできる題材を集めました。章の学習が終わったあとに取り組んでみましょう。

速さ・道のり・時間

みなさんの学びを
サポートします。

「章末問題」，「力をつけよう」，
「学びをいかそう」に取り組んだら，
学びの記録をつけましょう。

公園のりんごを食べたのはだれ？

割　合 いちばん多く食べたのは？

小数・分数 暗号を解読せよ

　　　　　　　　　　　　では，興味・関心に応じて
取り組むことができる数学を活用する課題や，
本編で学習したことの理解を深めたり，さらに力を
伸ばしたりするための問題をとり上げています。

（全員が一律に学習する必要はありません。）

発展マークのついているところは，数学第 1学年の
学習指導要領に示されていない内容をとり上げています。
興味・関心に応じて取り組んでみましょう。

学習の役に立つ情報や参考になる情報を見ることが
できます。QRコードをタブレット PCや
スマートフォンのアプリで読みとりましょう。

発展

2章 文字の式

いろいろな国に住んでいる友だちと電話をする時刻を，時差を
考えながら決めてみましょう。

3章 方程式

5章 平面図形

6章 空間図形

7章 データの活用

4章 変化と対応

レポート例
社会見学にいこう

1章 正の数・負の数

■ 何時に電話しようかな？

素因数分解を使って，最大公約数と最小公倍数を求めてみましょう。

■  最大公約数と最小公倍数発
展

あるお店でおにぎりを売ったときの記録を読みとって，この店の商品
の売り方について考えてみましょう。

■ おにぎりを売ろう

　　　　　　　　　　　　　では，方程式の解き方について
学びました。ここでは，不等式の解き方を学びましょう。

■  不等式

留学生との交流会でお手玉をつくることになりました。交流会の準備
から当日までのできごとを，文字式を使って追ってみましょう。

地震の発生を可能なかぎりすばやく知らせる緊急地震速報のしくみを，
比例の関係を使って考えてみましょう。

■ 緊急地震速報
きんきゅう じ しんそくほう

しょう し こうれい か

かん

視力を検査するときに使うランドルト環にかくされた比例や反比例の
関係をさぐってみましょう。

■ ランドルト環

■ お手玉をつくろう

複雑にみえる図形の面積を，その図形の一部を移動するくふうをして
求めてみましょう。

■ 移動を使って面積を求める

半径と弧の長さだけがわかっているおうぎ形の面積を求めてみましょう。

■ おうぎ形の面積

データの分布のようすをヒストグラムに表したとき，山が2つできる
ことがあります。性質や条件で分けて，整理しなおしてみましょう。

■ ヒストグラムを観察しよう

日本は少子高齢化が進んでいるといわれています。世界のほかの
国々はどうなのか，年齢別の人口を調べて考えてみましょう。

■ 少子高齢化している国は？

コンピュータにどのような命令をすれば，図形を移動させて
模様をつくることができるか考えてみましょう。

■ プログラミングで模様をつくろう

回転焼きができるまで
けいたさんとかりんさんといっしょに，回転焼きのできるまでの
ようすを見学しながら，「回転焼きクイズ」に挑戦してみましょう。

フィンランドの伝統装飾であるヒンメリをつくるときに必要な材料を
準備するために，正多面体の面の数や辺の数について調べましょう。

■ 「ヒンメリ」をつくろう
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タイトルだけでなく，そのページで
どのようなことを学ぶのかも説明しています。



算数で学んだ「速さ・道のり・時間」，
「割合」，「小数・分数」について，
なぞ解きをしながら確認しましょう。

章の学習が終わったあとに取り組んで，これまでの総仕上げをする
問題です。基本的な問題から，少し難しい問題までいろいろな問題を
用意しています。どんどんチャレンジして，力をつけていきましょう。

QRコードから，問題を解くときの
たいせつなポイントや，くわしい解説を
見ることができます。
自分で答えあわせをするときに，参考にしてみましょう。

1章  正の数・負の数

2章  文字の式

3章  方程式

4章  変化と対応

5章  平面図形

6章  空間図形

7章  データの活用

それぞれの章で学んだことを，身のまわりで役立てたり，
深めたりできる題材を集めました。章の学習が終わったあとに取り組んでみましょう。

速さ・道のり・時間

みなさんの学びを
サポートします。

「章末問題」，「力をつけよう」，
「学びをいかそう」に取り組んだら，
学びの記録をつけましょう。

公園のりんごを食べたのはだれ？

割　合 いちばん多く食べたのは？

小数・分数 暗号を解読せよ

　　　　　　　　　　　　では，興味・関心に応じて
取り組むことができる数学を活用する課題や，
本編で学習したことの理解を深めたり，さらに力を
伸ばしたりするための問題をとり上げています。

（全員が一律に学習する必要はありません。）

発展マークのついているところは，数学第 1学年の
学習指導要領に示されていない内容をとり上げています。
興味・関心に応じて取り組んでみましょう。

学習の役に立つ情報や参考になる情報を見ることが
できます。QRコードをタブレット PCや
スマートフォンのアプリで読みとりましょう。

発展

2章 文字の式

いろいろな国に住んでいる友だちと電話をする時刻を，時差を
考えながら決めてみましょう。

3章 方程式

5章 平面図形

6章 空間図形

7章 データの活用

4章 変化と対応

レポート例
社会見学にいこう

1章 正の数・負の数

■ 何時に電話しようかな？

素因数分解を使って，最大公約数と最小公倍数を求めてみましょう。

■  最大公約数と最小公倍数発
展

あるお店でおにぎりを売ったときの記録を読みとって，この店の商品
の売り方について考えてみましょう。

■ おにぎりを売ろう

　　　　　　　　　　　　　では，方程式の解き方について
学びました。ここでは，不等式の解き方を学びましょう。

■  不等式

留学生との交流会でお手玉をつくることになりました。交流会の準備
から当日までのできごとを，文字式を使って追ってみましょう。

地震の発生を可能なかぎりすばやく知らせる緊急地震速報のしくみを，
比例の関係を使って考えてみましょう。

■ 緊急地震速報
きんきゅう じ しんそくほう

しょう し こうれい か

かん

視力を検査するときに使うランドルト環にかくされた比例や反比例の
関係をさぐってみましょう。

■ ランドルト環

■ お手玉をつくろう

複雑にみえる図形の面積を，その図形の一部を移動するくふうをして
求めてみましょう。

■ 移動を使って面積を求める

半径と弧の長さだけがわかっているおうぎ形の面積を求めてみましょう。

■ おうぎ形の面積

データの分布のようすをヒストグラムに表したとき，山が2つできる
ことがあります。性質や条件で分けて，整理しなおしてみましょう。

■ ヒストグラムを観察しよう

日本は少子高齢化が進んでいるといわれています。世界のほかの
国々はどうなのか，年齢別の人口を調べて考えてみましょう。

■ 少子高齢化している国は？

コンピュータにどのような命令をすれば，図形を移動させて
模様をつくることができるか考えてみましょう。

■ プログラミングで模様をつくろう

回転焼きができるまで
けいたさんとかりんさんといっしょに，回転焼きのできるまでの
ようすを見学しながら，「回転焼きクイズ」に挑戦してみましょう。

フィンランドの伝統装飾であるヒンメリをつくるときに必要な材料を
準備するために，正多面体の面の数や辺の数について調べましょう。

■ 「ヒンメリ」をつくろう
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発
展

みんなで学ぼう 編

自分から学ぼう 編

1～3

7～8

13～14

15～16

17～18

19～20

21～22

23～24

25～26

11～12

9～10

27～28 41～42

41～42

43～44

45～46

47～50

51～52

53～56

57～68

29～30

31～32

33～34

33～34

35～36

37～38

39～40

4～6
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なぞ解きをしながら確認しましょう。

章の学習が終わったあとに取り組んで，これまでの総仕上げをする
問題です。基本的な問題から，少し難しい問題までいろいろな問題を
用意しています。どんどんチャレンジして，力をつけていきましょう。

QRコードから，問題を解くときの
たいせつなポイントや，くわしい解説を
見ることができます。
自分で答えあわせをするときに，参考にしてみましょう。

1章  正の数・負の数

2章  文字の式

3章  方程式

4章  変化と対応

5章  平面図形

6章  空間図形

7章  データの活用

それぞれの章で学んだことを，身のまわりで役立てたり，
深めたりできる題材を集めました。章の学習が終わったあとに取り組んでみましょう。

速さ・道のり・時間

みなさんの学びを
サポートします。

「章末問題」，「力をつけよう」，
「学びをいかそう」に取り組んだら，
学びの記録をつけましょう。

公園のりんごを食べたのはだれ？

割　合 いちばん多く食べたのは？

小数・分数 暗号を解読せよ

　　　　　　　　　　　　では，興味・関心に応じて
取り組むことができる数学を活用する課題や，
本編で学習したことの理解を深めたり，さらに力を
伸ばしたりするための問題をとり上げています。

（全員が一律に学習する必要はありません。）

発展マークのついているところは，数学第 1学年の
学習指導要領に示されていない内容をとり上げています。
興味・関心に応じて取り組んでみましょう。

学習の役に立つ情報や参考になる情報を見ることが
できます。QRコードをタブレット PCや
スマートフォンのアプリで読みとりましょう。

発展

2章 文字の式

いろいろな国に住んでいる友だちと電話をする時刻を，時差を
考えながら決めてみましょう。

3章 方程式

5章 平面図形

6章 空間図形

7章 データの活用

4章 変化と対応

レポート例
社会見学にいこう

1章 正の数・負の数

■ 何時に電話しようかな？

素因数分解を使って，最大公約数と最小公倍数を求めてみましょう。

■  最大公約数と最小公倍数発
展

あるお店でおにぎりを売ったときの記録を読みとって，この店の商品
の売り方について考えてみましょう。

■ おにぎりを売ろう

　　　　　　　　　　　　　では，方程式の解き方について
学びました。ここでは，不等式の解き方を学びましょう。

■  不等式

留学生との交流会でお手玉をつくることになりました。交流会の準備
から当日までのできごとを，文字式を使って追ってみましょう。

地震の発生を可能なかぎりすばやく知らせる緊急地震速報のしくみを，
比例の関係を使って考えてみましょう。

■ 緊急地震速報
きんきゅう じ しんそくほう

しょう し こうれい か

かん

視力を検査するときに使うランドルト環にかくされた比例や反比例の
関係をさぐってみましょう。

■ ランドルト環

■ お手玉をつくろう

複雑にみえる図形の面積を，その図形の一部を移動するくふうをして
求めてみましょう。

■ 移動を使って面積を求める

半径と弧の長さだけがわかっているおうぎ形の面積を求めてみましょう。

■ おうぎ形の面積

データの分布のようすをヒストグラムに表したとき，山が2つできる
ことがあります。性質や条件で分けて，整理しなおしてみましょう。

■ ヒストグラムを観察しよう

日本は少子高齢化が進んでいるといわれています。世界のほかの
国々はどうなのか，年齢別の人口を調べて考えてみましょう。

■ 少子高齢化している国は？

コンピュータにどのような命令をすれば，図形を移動させて
模様をつくることができるか考えてみましょう。

■ プログラミングで模様をつくろう

回転焼きができるまで
けいたさんとかりんさんといっしょに，回転焼きのできるまでの
ようすを見学しながら，「回転焼きクイズ」に挑戦してみましょう。

フィンランドの伝統装飾であるヒンメリをつくるときに必要な材料を
準備するために，正多面体の面の数や辺の数について調べましょう。

■ 「ヒンメリ」をつくろう
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中学校の学習指導要領をこえる内容は，
「発展マーク」をつけて示しています。
高校数学の学びへとつながります。
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和

3 （
20

21
）年

度
用

教
科

書
　

内
容

解
説

資
料

B

こ
の

資
料

は
，令

和
3（

20
21

）年
度

用
中

学
校

教
科

書
の

内
容

解
説

資
料

とし
て

，一
般

社
団

法
人

教
科

書
協

会「
教

科
書

発
行

者
行

動
規

範
」に

則
っ

て
作

成
し

て
い

ま
す

。

内
容
解
説
資
料
B

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版

内容解説
資料 Bダイジェスト版

教
科

書
の

ご
案

内
は

W
EB

か
ら

で
も

ご
覧

い
た

だ
け

ま
す

。

裏
の

表
紙

も
 

ご
覧

く
だ

さ
い

。

「自分から学ぼう編」を使って，

自分から学びをどんどんひろげよう

自分から学ぼう編

未来へひろがる

啓林館ホームページ
https://www.shinko-keirin.co.jp/

本社 〒543-0052  大阪市天王寺区大道4丁目3番25号 電話（06）6779-1531
東京支社 〒113-0023  東京都文京区向丘2丁目3番10号 電話（03）3814-2151
北海道支社 〒060-0062  札幌市中央区南二条西9丁目1番2号サンケン札幌ビル1階 電話（011）271-2022
東海支社 〒460-0002  名古屋市中区丸の内1丁目15番20号ie丸の内ビルディング1階 電話（052）231-0125
広島支社 〒732-0052  広島市東区光町1丁目7番11号広島CDビル5階 電話（082）261-7246
九州支社 〒810-0022  福岡市中央区薬院1丁目5番6号ハイヒルズビル5階 電話（092）725-6677

※ QRコードから見ることのできる情報は無料ですが，インターネット
接続に必要な費用やパケット通信料などは，使用される方のご負
担になります。通信環境をご確認の上，ご利用ください。

※ QRコードは，株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

こちらからも
開いてみて
ください。
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