
内容資料説明資料20200108→ 20200122

一人一人の資質・能力を育成するためのさらなる工夫

ＩＣＴ機器などの活用 コンテンツ一覧
（全学年）

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

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

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

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

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

めあて

問1

中点連結定理4 中点連結定理を使う証明例1

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

対角線ACをひく。
;ABCにおいて BP = PA， BQ =QC

中点連結定理より PQ : AC， PQ =　AC…… 1

同じように，;DACで SR : AC， SR =　AC…… 2

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

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

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

証明
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問2

問3

　右の図の四角形ABCDは，AD:BCの台形です。
　AE=EB，EF:BCのとき，線分EFの長さを
求めましょう。
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三角形の2辺の中点を結ぶ線分は，残りの辺に
平行で，長さはその半分である。
　AM=MB　　　　　MN :BC
　AN=NC　

ならば
　MN=　BC1

2

定理　中点連結定理
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NM

B C

WEB

図形の関係に着目する
な見方・考え方大切

平行四辺形になる
条件から考える

条件を変えて考える
な見方・考え方大切

AC=BDを条件に
加える

深めよう
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3 年 p.145

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

教科書ＱＲコンテンツ

WEB

中点連結定理に関するシミュレーション
（3 年 p.145）

箱ひげ図に関するシミュレーション
（2 年 p.194）

根号のついた数に関する練習問題
（3 年 p.45）

1 次関数に関するアニメーション
（2 年 p.86）

※スマートフォンでは快適に動作しない場合があります。
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プログラミング教育

231230

3 年巻末 190329

プログラム
と数学

　全体が，その一部と同じ形の図形のくり返しに
なっている図形を，フラクタル図形といいます。
　右の図形は，フラクタル図形の一例です。

上のフラクタル図形をかくアルゴリズムを考え，S
ス ク ラ ッ チ
cratchという

プログラミング言語を使って，プログラムをつくります。
1

右の図形も，フラクタル図形の一例です。　　　　　
このフラクタル図形をかくアルゴリズムを
考え，Scratchを使って，プログラムを
つくります。

2

　右のプログラムでは，同じ長さの
線分を，角度を変えてかいていく
ことにより，次の図をかいています。

　回数を1，2，3と設定して実行すると，
それぞれ次の図をかくことができます。
 （1）　「回数」を1 　　（2）　「回数」を2 　　　　（3）　「回数」を3　

！注意�問題を解くための計算の方法や処理の手順を，アルゴリズムといいます。

　上のプログラムでは，同じ長さの線分を，角度を変えて
かいていくことにより，正三角形をかいています。
　回数を1，2，3と設定して実行すると，それぞれ
次の図をかくことができます。
 （1）　「回数」を1 　　（2）　「回数」を2 　　　　（3）　「回数」を3　

フラクタル図形のアルゴリズムを考えよう WEB

1  正三角形をかく。
2 	 かいた正三角形について，
	 各辺の中点を結び，
	 正三角形をかく。
3 	 かいた正三角形のまわりにできる
	 3つの正三角形について，
	 各辺の中点を結び，
	 正三角形をかく。
4 	 3 を，設定した回数だけ
	 くり返す。

1  線分を3等分し，真ん中の線分を
	 1辺とする正三角形をかき，
	 新しくできた頂点に向かい合う辺を
	 消す。
2 	 1 で得られた4つの線分について，
	 1 と同じ処理を，設定した回数だけ
	 くり返す。

フラクタル図形をかくアルゴリズム1

フラクタル図形をかくアルゴリズム2

フラクタル図形をかくプログラム１

フラクタル図形をかくプログラム2

Scratchは，マサチューセッツ工科大学のMITメディアラボという研究組織で
開発されたプログラミング言語で，無

む
償
しょう
で提供されています。

◎Scratchのよりくわしいしくみや使い方は，ウェブページにのっています。
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1年巻末 190314

プログラム
と数学

 コンピュータに計算や処理をさせるには，その方法や
手順を，コンピュータにも人間にもわかるプログラミング
言語で記述して，コンピュータに伝える必要があります。
 計算の方法や処理の手順を命令の形で記述したものを，
プログラムといいます。

素数を求める計算方法を考えます。
2は素数であることがわかっていることとして，
3から1000までの素数を求めます。

3÷2の余りは1なので，3は素数です。
4÷2の余りは0なので，4は素数ではありません。
5÷2の余りは1，5÷3の余りは2，5÷4の余りは1なので，5は素数です。
6÷2の余りは0なので，6は素数ではありません。
1000までの自然数について，同じように調べます。

1

例

「素数を求めるプログラム」を考えます。
S
ス ク ラ ッ チ
cratchというプログラム言語を使って， 1 の計算方法を記述すると，
次のようなプログラムになります。
1 の 3 の処理はくり返し使うので，

「素数かどうか調べる」という1つの手順としてまとめています。

　
 上のプログラムをつくり，右の
「素数を求める」のブロックの に
「1000」を入力し，ブロックをクリックすると，
「素数を求めるプログラム」が実行され，
1000までの素数が「素数」リストに出力されます。

　ところで，上のプログラムでは，3から1000までの
自然数について調べていますが，3以上の素数はすべて奇

き
数
すう
なので，

偶
ぐう
数
すう
を調べる必要はありません。

　コンピュータでは，このようなむだを省き，
計算の回数を減らすことが，処理時間の短縮につながります。

2素数を求めるプログラムを考えよう WEB

Scratchは，マサチューセッツ工科大学のMITメディアラボという研究組織で
開発されたプログラミング言語で，無

む
償
しょう

で提供されています。

(1)  2は素数です。
(2)  3から1000までの自然数について，素数かどうか調べます。
 1 「調べる数」の最初は，3です。
 2 「わる数」の最初は，2です。
 3 「調べる数」÷「わる数」の余りが0かどうか調べます。
  もし，余りが0ならば，「調べる数」は素数ではありません。 4 に進みます。
   そうでなかったならば，
    「わる数」に1をたして，次の「わる数」とします。
    もし，「わる数」＜「調べる数」ならば， 3 にもどります。
     そうでなかったならば，「調べる数」は素数です。
 4 「調べる数」に1をたして，次の「調べる数」とします。
  もし，「調べる数」＞1000ならば終わりです。
   そうでなかったならば， 2 にもどります。

1000までの素数を求める計算方法

素数を求めるプログラム

◎Scratchのよりくわしいしくみや使い方は，ウェブページにのっています。

「素数かどうか調べる」

15

10

5

20

25

15

10

5

205204

2 年巻末 190322

プログラム
と数学

　問題を解くための計算の方法や処理の手順を，アルゴリズムといいます。

正多角形をかくアルゴリズムを考え，S
ス ク ラ ッ チ
cratchという

プログラミング言語を使って，プログラムをつくります。
1

 「角の数」を5，「辺の長さ」を100に設定して，
このプログラムを実行すると，正五角形をかくことが
できます。

右の図のように，正多角形の辺をのばしてできる図形を，
星形正多角形といいます。
この星形正多角形をかくアルゴリズムを考え，
Scratchを使ってプログラムをつくります。

2

　「角の数」を5，「辺の長さ」を100，
「回転数」を2に設定して，右の
プログラムを実行すると，前ページの
星形正五角形をかくことができます。

下の図は，上のプログラムで，「角の数」，「辺の長さ」，「回転数」を，
それぞれ次のように設定してかいた星形正多角形です。

例

(1) 「角の数」を31
 「辺の長さ」を200
 「回転数」を11

(2) 「角の数」を64，
 「辺の長さ」を200
 「回転数」を31

星形正多角形のアルゴリズムを考えよう WEB

Scratchは，マサチューセッツ工科大学のMITメディアラボという研究組織で
開発されたプログラミング言語で，無

む
償
しょう
で提供されています。

◎Scratchのよりくわしいしくみや使い方は，ウェブページにのっています。

1  辺の長さの線分をかく。	
2 	 反時計回りに(360÷角の数)°回転する。
3 	 1 ， 2 を，角の数だけくり返す。

正多角形をかくアルゴリズム

1  辺の長さの線分をかく。	
2 	 反時計回りに(360*回転数÷角の数)°回転する。
3 	 1 ， 2 を，角の数だけくり返す。	

星形正多角形をかくアルゴリズム

正多角形をかくプログラム

星形正多角形をかくプログラム

星形正五角形
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Scratch3.0 の動作推奨環境
（令和 2 年 2 月 19 日現在）

デスクトップ
・Google Chrome 63以上
・Microsoft Edge 15以上
・Mozilla Firefox 57以上
・Safari 11以上
※Internet Explorerはサポートされていません。

タブレット
・Google Mobile Chrome 63以上
・Mobile Safari 11以上

数学に関連したプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けられるコラムを
すべての学年の巻末に設けています。プログラミング言語として，小・中学生でも使い
やすく開発され，世界中で広く使われている Scratch（スクラッチ）を取り上げています。
この内容は，全員が一律に学習する必要はありません。

プログラムと数学

3 年 p.230

１年 p.270 ／素数を求めるプログラム

２年 p.204 ／星形正多角形をかくプログラム

フラクタル図形をかく プログラム１
（シェルピンスキーのギャスケット）

フラクタル図形をかく プログラム 2
（コッホ曲線）

Scratch について
Scratchは，マサチューセッツ工科大学の
MITメディアラボという研究組織で
開発されたプログラミング言語で，
無償で提供されています。
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一人一人の資質・能力を育成するためのさらなる工夫

数学的な表現力・読解力の育成

内容資料説明資料20200108→ 20200122

具体的な事象と図，表，式，グラフなどを関連付ける活動などを通して，
数学的な表現力・読解力を育成できるようにしました。

223

内のりの縦と高さが60cm，横が80cmの
直方体の水そうがあります。
この水そうの底に，縦が60cm，横が40cm，
高さが30cmの直方体の段が右の図のように
固定してあります。
この水そうに一定の割合で水を入れたところ，
水を入れ始めて1分後に，水面の高さが
6cmになりました。
水を入れ始めてからx分後の水面の高さをycmとして，
次の問いに答えなさい。
（1） 水面の高さが30cmになるのは，水を入れ始めてから
 何分後ですか。

（2） xの増加量に対するyの増加量の割合を，
 変化の割合といいます。
 水を入れ始めてから水面の高さが30cmになるまでの
 変化の割合は6です。この値

あたい
は，どのような数量を

 表していますか。

（3） 水面の高さが30cmになってから満水になるまでの
　　変化の割合を求めなさい。

（4） 水を入れ始めてから満水に
 なるまでの，xとyの
 関係を表すグラフとして
 正しいものを，右のア～
 エの中から1つ選びなさい。
 また，そのグラフが正しい
 理由を，「傾

かたむ
き」という

 ことばを使って説明しなさい。
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内のりの縦と高さが60cm，横が80cmの
直方体の水そうがあります。
この水そうの底に，縦が60cm，横が40cm，
高さが30cmの直方体の段が右の図のように
固定してあります。
この水そうに一定の割合で水を入れたところ，
水を入れ始めて1分後に，水面の高さが
6cmになりました。
水を入れ始めてからx分後の水面の高さをycmとして，
次の問いに答えなさい。
（1） 水面の高さが30cmになるのは，水を入れ始めてから
 何分後ですか。

（2） xの増加量に対するyの増加量の割合を，
 変化の割合といいます。
 水を入れ始めてから水面の高さが30cmになるまでの
 変化の割合は6です。この値

あたい
は，どのような数量を

 表していますか。

（3） 水面の高さが30cmになってから満水になるまでの
　　変化の割合を求めなさい。

（4） 水を入れ始めてから満水に
 なるまでの，xとyの
 関係を表すグラフとして
 正しいものを，右のア～
 エの中から1つ選びなさい。
 また，そのグラフが正しい
 理由を，「傾

かたむ
き」という
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225

正
まさ
樹
き
さんは，次の問題を考えています。

次の問いに答えなさい。
（1） 正樹さんは，次のように証明をしましたが，すぐに，
　　この証明にはまちがいがあることに気づきました。

  上の証明のまちがっている部分に下線　　をひきなさい。
　　また，正しい証明をかきなさい。

（2） 上の問題について，正樹さんは，AD=BCを証明する途
と
中
ちゅう
で，

 ;AOD#;BOCを示しました。;AOD#;BOCをもとにすると，
 問題の図について，AD=BC以外に新しいことがわかります。
 それを，次のア～エの中から 1つ選びなさい。
 ア　OC=CA   イ　OC=OD
 ウ　~OAD=~BOC  エ　~OAD=~OBC

4
［問題］

右の図のように，~XOYの辺OXと
辺OYの上に，OA=OBとなる点A，
Bと，OC=ODとなる点C，Dを，
それぞれとります。
また，点Aと点D，点Bと点Cを
それぞれ線分で結びます。
このとき，AD=BCとなることを
証明しなさい。

O

A

BD

C

X

Y

;AODと;BOCにおいて
仮定から　　OA=OB  ……①
　　　　　　OD=OC  ……②
　　　　　　AD=BC  ……③
①，②，③より，3組の辺がそれぞれ等しいから
　　　　;AOD#;BOC

合同な図形の対応する辺の長さは等しいから
　　　　　　AD=BC

まちがった証明
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２年 p.225

デザイン-1年章扉 190314

次の図のように，長さが等しい棒を並べて，正方形を
横一列につくっていきます。

図をかいて調べよう。
正方形が1個増えると，
必要な棒は何本増えるかな。

 陸
りく

さん  真
ま

央
お

さん

正方形が1個のとき，
必要な棒は4本

正方形が2個のとき，
必要な棒は　　　本

正方形が3個のとき，
必要な棒は　　　本

文字と式章
棒は何本必要かな？

64

正方形を20個つくるとき，必要な棒の本数を求める方法を
考えてみましょう。

彩
あや
さんは，まず簡単な場合で考えることにして，

正方形を4 個つくるときに必要な棒の本数の求め方を，
次のような図と式で表しました。

（1） 彩さんが考えた式で，1，3，4は，それぞれどんな数量を表していますか。

（2） 正方形を5個つくるときに必要な棒の本数を求める図と式を，
 彩さんと同じ考え方でそれぞれ表しましょう。 

文
字
と
式

２
章

正方形を20個つくるときも，
彩さんが考えた方法で
求められるかな。

  

  

 和
かず

也
や

さん

 彩さん

式

式　1+3*4

小学校では，数の代わりに〇や□，aや xなどを
使った式を学びました。
この章では，文字を使った式の計算や，文字を使って
数量の関係などを式に表すことを学びましょう。

65
１年 p.64 〜 65

棒の総数を求める方法を，
図と関連付けて
式で表したり，
式から読み取ったりする
活動を設けています。

具体的な事象と関数のグラフを関連付けて
読み取る問題を設けています。

計算や証明などの間違いを見つけて
訂正する問題を設けています。

32



探究的な課題・高等学校数学との連携
生徒の興味・関心や学級の学習状況に応じて，
発展的・探究的な課題に取り組めるようにしました。

117

方
程
式

３
章

クリームパン
90円

チーズパン
140円

チキンサンド
300円

ロールパン
40円

あんぱん
80円

食パン
200円

カレーパン
160円

メロンパン
100円

例1について， 考え方 をもとに，次の問いに答えなさい。
（1） 兄が妹に追いついたとき，次の関係が成り立ちます。
 　(妹が進んだ道のり)=(兄が進んだ道のり)
 このことから，xについての方程式をつくりなさい。
（2） （1）の方程式を解いて，答えを求めなさい。
（3） 兄は，駅までの途

と
中
ちゅう
で妹に追いつけますか。

例1で，兄が出発したのが，妹が出発してから
15分後だったとすると，兄は駅までの途中で妹に
追いつけますか。その理由も説明しなさい。

　方程式を使って問題を解くとき，その方程式の解が問題の
答えとしてあわない場合があります。
　したがって，方程式の解が問題にあうかどうかを確かめる
必要があります。

家と公園を往復しました。行きは分速50mで歩き，
帰りは分速125mで走ったところ，かかった時間は，
行きより帰りの方が 9分短かったそうです。
行きにかかった時間と片道の道のりを求めましょう。
どの数量をxとして，どんな方程式をつくりましたか。

問2

問3

問4

話し合おう

　右の絵の場面から，方程式を使って
解くことができる問題と，その答案を
つくりましょう。
　また，ほかの人がつくった問題を
解いてみましょう。

やってみよう

説明できるかな？

ふり返って考える
な見方・考え方大切

方程式の解が問題に
あうかどうかを
確かめる

5

10

15

20

１年 p.117

169

円

6
章

前ページの手順でひいた直線APが，円Oの接線である
ことを説明しなさい。

右の図で，点Aを通る円Oの接線を
作図しなさい。

問2でひいた 2本の接線の接点をそれぞれP，P%としたとき，
AP=AP%であることを証明しなさい。

　上の図で，線分AP，AP%の長さを，点Aから円Oに
ひいた接線の長さといいます。
　問3から，次の定理が成り立ちます。

問1

問2

問3

円の外部にある1点から，その円にひいた
2本の接線の長さは等しい。

定理　円の接線の長さ

O

A

O

A

O

Q C

R

 P

D

S

A

B

　右の図のように，四角形ABCDの各辺に，
円Oが点P，Q，R，Sで接しているとき，
　　AB+CD=AD+BC
であることを証明しましょう。

P

P%

OA

説明できるかな？

やってみよう 発展

5 5

10

10

15

15

20

３年 p.169

269268

1年巻末 190314

数学研究室数学研究室 情報

　正十二面体の辺の数を，計算で求めてみましょう。
　正十二面体には12枚の面があり，そのそれぞれに5本の
辺があるから，面をばらばらにして辺の数を数えると，全部で
(5*12)本です。
　正十二面体の1つの辺は，2枚の面の辺どうしが重なって
できているから，正十二面体の辺の数は，(5*12)本の半分です。

　これと同じように考えると，ほかの正多面体の
辺の数も，計算で求めることができます。
　また，1つの頂点に集まる面の数に着目すると，
正多面体の頂点の数を計算で求めることもできます。

5つの正多面体について，次の表を完成しましょう。

上の表から，5つの正多面体について，それぞれ次の
計算をしてみましょう。どんなことがいえますか。
　　(面の数)+(頂点の数)-(辺の数)

正多面体以外でも，へこみのない多面体では 2 でいえたことが
成り立ちます。このことを，三角柱や四角錐

すい
で確かめてみましょう。

1

2

3

多面体の面,��頂点，��辺の数の関係 コンピュータの活用

　コンピュータの表計算ソフトには，
データを集計したり整理したりするときに
便利な機能があります。
　表計算ソフトは，右の図のように，セルと
よばれるます目からできています。セルの
位置は，縦の「列」と横の「行」で表します。
右の図で選

せん
択
たく
しているセルはC列の6行目で，

C6と表されます。

　セルに右のような計算式を入力することで，
データに関するいろいろな値

あたい
を簡単に

求めることができます。
　こうした計算式を使うときは，セルの最初に
必ず「=」を入力します。
　例えば，「=AVERAGE（B4：B53）」と
すると，B4のセルからB53のセルまでの
値の平均値を求めることができます。

C6のセル

合計 SUM（セルの範
はん
囲
い
）

最大値 MAX（セルの範囲）
最小値 MIN（セルの範囲）
平均値 AVERAGE（セルの範囲）
中央値 MEDIAN（セルの範囲）
最
さん
頻
ひん
値
ち

 MODE（セルの範囲）
※セルの範囲は，次のように表す。

　　（始点のセル：終点のセル）

解答例▶p.294

面の形 面の数 頂点の数 辺の数

正四面体 正三角形 4

正六面体 正方形 6

正八面体 正三角形 8

正十二面体 正五角形 12 30

正二十面体 正三角形 20

発展

15

20

10

5

15

10

5

正十二面体

正四面体 正六面体
（立方体）

正八面体 正二十面体

正十二面体の辺の数は　　5*12/2=30 (本 )

１年 p.268

各章で学んだことを
活用して考える
課題です。
授業の進度に応じて
柔軟に取り扱うことが
できます。

やってみよう

学習指導要領上，
その学年で扱うことと
されていない

「発展的な学習内容」
であることを示す
マークです。

発展マーク

「発展的な学習内容」
のうち，学習指導要領上，
高等学校数学で
扱うこととされている
内容です。

「発展的な学習内容」
のうち，学習指導要領上，
高等学校を含め，
どの学年でも扱うことと
されていない内容です。

33
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補充問題
	 章　式の展開と因数分解	 解答例▶p.273 　
　次の1～ 5の計算をしなさい。

（1） (7x-5y)*2y （2）　-4x(3x-y+2)

（3） (4x2+8xy)/(-4x) （4）　(6a2-9a)/　a

（1） (x+5)(y+6) （2）　(-x+2)(x+4)

（3） (2y-5)(-y+3) （4）　(-2-2a)(4+3a)

（5） (x+2y)(3x+4y) （6）　(-5a+b)(-a-2b)

（7） (x+1)(x+y+4) （8）　(a+b+2)(a-3)

（1） (x+3)(x+2) （2）　(a+6)(a-5)

（3） (y-4)(y+1) （4）　(x-8)(x-2)

（1） (x+4)2 （2）　(9+x)2

（3） (a-7)2 （4）　(y-10)2

（1） (x+1)(x-1) （2）　(x+10)(x-10)

（3） (a-2)(a+2) （4）　(9-y)(9+y)

乗法公式を使って，次の計算をしなさい。
（1） 34*26 （2）　232

次の計算をしなさい。
（1） (3x+4)(3x-8) （2）　(2x+4)2

（3） (3x-2y)2 （4）　(7a-2b)(7a+2b)

（5） (a+1)(a-5)-(a+6)(a-6) 

（6） (x+2y)2+(x-y)2 

（7） (a-b+5)2

（8）　(x-2y+3)(x-2y-2)

11
3

2

2

3

4

5

6

7

（1）（2）▶p.12 例1
（3）▶p.13 例2
（4）▶p.13 例3

（1）▶p.15 例1
（2）〜（6）▶p.15 例2
（7）（8）▶p.15 例3

（1）〜（4）
 ▶p.17 例1

（1）（2）▶p.18 例1
（3）（4）▶p.19 例2

（1）〜（4）▶p.20 例1

（1）（2）▶p.21 例1

（1）〜（4）▶p.22 問3
（5）（6）▶p.22 問4
（7）（8）▶p.23 問6

234

3 年巻末 190329

5

10

15

20

13

式
の
展
開
と
因
数
分
解

１
章

(多項式)/(単項式)例2

(多項式)/(係数が分数の単項式)例3

　x =　　だから，

　xの逆数は　　だね。

2
3

2x
3

2
3

3
2x

（1） 　 (9a2+15a)/3a 
=(9a2+15a)*　1

3a

=　 +　 

=3a+5

（2） 　 (6x3-8x2+2x)/2x

=(6x3-8x2+2x)*　 

=　　-　 +　

=3x2-4x+1

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

9a2

3a
15a
3a

1
2x

6x3

2x
8x2

2x

2x

2x

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

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

（5） (8x3+4x2-16x)/4x （6） (b2-2ab+b)/b

問2

　 (2x2+8xy)/　x2
3

=(2x2+8xy)*　3
2x

=　　　 +　　　

=3x+12y

2x2*3

2x

8xy*3

2x

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

問3
1

2

3

4
補充問題１
▶︎p.234

　　 ＋　　 

3 a
9a2

3a
1 1

5 1
15a

3a
1 1

次の課題　(多項式 )* (多項式 )は，どのように計算すればよいかな。

同じように考える
な見方・考え方大切

 (9a2+15a)/3

=(9a2+15a)*
1

3

　　 -　　 ＋　　 
6x3

2x
1 1

8x2

2x
1 1

2x

2x
1 1

1 14x3x2

20

25

15

10

5

３年 p.234

13

式
の
展
開
と
因
数
分
解

１
章

(多項式)/(単項式)例2

(多項式)/(係数が分数の単項式)例3

　x =　　だから，

　xの逆数は　　だね。

2
3

2x
3

2
3

3
2x

（1） 　 (9a2+15a)/3a 
=(9a2+15a)*　1

3a

=　 +　 

=3a+5

（2） 　 (6x3-8x2+2x)/2x

=(6x3-8x2+2x)*　 

=　　-　 +　

=3x2-4x+1

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

9a2

3a
15a
3a

1
2x

6x3

2x
8x2

2x

2x

2x

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

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

（5） (8x3+4x2-16x)/4x （6） (b2-2ab+b)/b

問2

　 (2x2+8xy)/　x2
3

=(2x2+8xy)*　3
2x

=　　　 +　　　

=3x+12y

2x2*3

2x

8xy*3

2x

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

問3
1

2

3

4
補充問題１
▶︎p.234

　　 ＋　　 

3 a
9a2

3a
1 1

5 1
15a

3a
1 1

次の課題　(多項式 )* (多項式 )は，どのように計算すればよいかな。

同じように考える
な見方・考え方大切

 (9a2+15a)/3

=(9a2+15a)*
1

3

　　 -　　 ＋　　 
6x3

2x
1 1

8x2

2x
1 1

2x

2x
1 1

1 14x3x2

20

25

15

10

5

確認

習熟・定着

一人一人の資質・能力を育成するためのさらなる工夫

個に応じて取り組める多彩な問題
生徒一人一人の学習状況に応じて取り組めるように，
巻末にはさまざまなタイプの問題を用意しました。

３年 p.13

中１で小学校の内容を復習する問題です。

算数の確かめ【問題編】

１年 p.274

２年 p.208

３年 p.242

基礎的・基本的な知識及び技能を確実に定着させるための問題です。
各小節と双方向にリンクさせているので，授業の最後に扱ったり，
その日の宿題にしたりすることができます。

中２で中１の内容を復習する問題です。

１年の復習

中３で中学校の３年間を復習する問題です。

総合問題

補充問題
	 章　式の展開と因数分解	 解答例▶p.273 　
　次の1～ 5の計算をしなさい。

（1） (7x-5y)*2y （2）　-4x(3x-y+2)

（3） (4x2+8xy)/(-4x) （4）　(6a2-9a)/　a

（1） (x+5)(y+6) （2）　(-x+2)(x+4)

（3） (2y-5)(-y+3) （4）　(-2-2a)(4+3a)

（5） (x+2y)(3x+4y) （6）　(-5a+b)(-a-2b)

（7） (x+1)(x+y+4) （8）　(a+b+2)(a-3)

（1） (x+3)(x+2) （2）　(a+6)(a-5)

（3） (y-4)(y+1) （4）　(x-8)(x-2)

（1） (x+4)2 （2）　(9+x)2

（3） (a-7)2 （4）　(y-10)2

（1） (x+1)(x-1) （2）　(x+10)(x-10)

（3） (a-2)(a+2) （4）　(9-y)(9+y)

乗法公式を使って，次の計算をしなさい。
（1） 34*26 （2）　232

次の計算をしなさい。
（1） (3x+4)(3x-8) （2）　(2x+4)2

（3） (3x-2y)2 （4）　(7a-2b)(7a+2b)

（5） (a+1)(a-5)-(a+6)(a-6) 

（6） (x+2y)2+(x-y)2 

（7） (a-b+5)2

（8）　(x-2y+3)(x-2y-2)

11
3

2

2

3

4

5

6

7

（1）（2）▶p.12 例1
（3）▶p.13 例2
（4）▶p.13 例3

（1）▶p.15 例1
（2）〜（6）▶p.15 例2
（7）（8）▶p.15 例3

（1）〜（4）
 ▶p.17 例1

（1）（2）▶p.18 例1
（3）（4）▶p.19 例2

（1）〜（4）▶p.20 例1

（1）（2）▶p.21 例1

（1）〜（4）▶p.22 問3
（5）（6）▶p.22 問4
（7）（8）▶p.23 問6

234

3 年巻末 190329

5

10

15

20

基礎・基本

復　習

補充問題

275274

1年巻末 190314

分数� ▶p.8

算数の確かめ 問題編

●分数の大小●

　と　の大小を，不等号を使って表しましょう。

　 =　　 =  　　 =　　 =

   > 　だから　　 >　 答　　 >　

次の各組の数の大小を，不等号を使って表しなさい。

（1） 　 　 （2） 　  （3） 　 　

●分数のたし算とひき算●

（1） 　+　=　 （2） 　-　=　

（3） 　+　 =　　+　 （4） 　-　=　　-　　

  = 　+　    = 　-　

  = 　    = 　

次の計算をしなさい。
（1） 　+　 （2） 　-　 （3） 　+     （4） 　-　

●分数のかけ算とわり算●

（1） 　*　=　　 （2） 　/　=　*　

  =　   =　

次の計算をしなさい。
（1） 　*　 （2）    *7 （3） 　*　 （4） 　*　

（5） 　/　 （6） 　/     （7） 　/4 （8） 　/9

例1 3
4例1 5

7

解答例 3
4

解答例 3*7
4*7

21
28解答例 5

7
解答例 5*4

7*4
20
28

21
28

20
28

3
4

5
7

3
4

5
7

問1
8
9

7
9

7
11

7
10

5
6

7
9

例2 1
7

4
7

5
7

4
5

3
5

1
5

2
5

2
15

2*3
5*3

2
15

2
3

1
4

2*4
3*4

1*3
4*3

6
15

2
15

8
12

3
12

8
15

5
12

問2
5
9

2
9

4
7

3
7

1
6

5
12

2
5

1
3

例3 2
3

5
6

2*5
3*6

1
2

2
3

1
2

3
2

5
9

3
4

問3
1
3

4
5

1
10

5
8

8
9

4
7

3
8

5
8

7
9

2
7

5
14

1
6

3
5

通分
分母が異なる分数を，
分母が同じ分数に
なおすこと。

1

3

●割合の表し方●

3％を小数で表すと0.03，分数で表すと　　です。

割合を表す小数，分数，百分率が等しくなるように，
次の表を完成しなさい。分数が約分できる場合は，
約分をしなさい。

3割を小数で表すと0.3，分数で表すと   です。

7割を小数と分数で，それぞれ表しなさい。

●もとにする量の70％を求める問題●

500円の70％を求めましょう。

(比べる量 ) = (もとにする量 ) * (割合 )

この場合，500円がもとにする量です。

70％を分数で表すと　　だから

　　500*　　 =350　　　　　答　350円

次の数量を求めなさい。
（1） 600円の80％ （2） 700人の5％
（3） 4Lの5割 （4）120m2の9割

例1 3
100

問1

例2 3
10

問2

例3

考え方

解答例 70
100

70
100

問3

割合� ▶p.9

小数 0.03 0.17 0.2

分数 　　 　

百分率 3％ 50％

3
100

3
4

金額

割合
0 70

100
(70％)

0 □ 500(円)

1

解答例▶p.294

20

15

10

5

20

15

10

5

208

2年　1年の復習　190322

1年の復習
［正の数と負の数］� 解答例▶︎p.234 

次の計算をしなさい。
（1） (+4)+(+7) （2） (-8)+(-8) （3） (-14)+(+9) 

（4） 0-(+9) （5） (+2)-(-6) （6） -1+5-11

（7） 3-(+3)-(-2) （8） -5.7+2.2 （9）  　-　

（10） (+3)*(-7) （11） (-36)/(-6) （12） 12/ - 

（13） 5*(-2)*4 （14） (-4)3 （15） -22*8

（16） 20/(-10)*6 （17） 10-1*(-3) （18） (-3)2*(6-2)

次の数について，下の問いに答えなさい。
 -4　　　-　　　　0　　　2.9　　　-4.6
（1） 小さい方から順に並べなさい。
（2） 絶対値が最も大きい数を選びなさい。

次の自然数を素因数分解しなさい。
（1） 30 （2）　48 （3）　75

次の表は，今週の月曜日から金曜日までに，ある店で売れた
あんぱんの個数について，月曜日を基準とし，それより多い
場合を正の数，少ない場合を負の数で表したものです。
下の問いに答えなさい。

（1） この5日間で，売れたあんぱんの個数が最も多かった日と
 最も少なかった日の差は何個ですか。
（2） 月曜日に売れたあんぱんは51個でした。この5日間で
 売れたあんぱんの個数は全部で何個ですか。

1

1

2

4

3
4

3

2
9

2

3

4

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

基準との差(個) 0 -10 +3 +6 -4

5

10

15

20

25

242

3 年総合問題 190329

総合問題
［数と式］� 解答例▶︎p.274 

次の計算をしなさい。
（1） -2-(-10) （2）   - / 

（3） 10+3*(3-5) （4） {3+(-2)2}*2-42/8

（5） 6 5 - 45 - 20 （6） ( 3 +1)( 6 - 2 )

（7） ( 5 )2-(- 3 )2 （8） ( 7 +2 3 )(- 7 +2 3 )

次の計算をしなさい。
（1） 2a-5a+7a （2） 4(a-1)-(a+3) 

（3） (6a2+ab)/ a （4） 9a2*(-2ab)2/6ab

（5）  　　　 -　　　 *6 （6） 　　　 -　　　 
（7） (a+6)(a-7) （8） 3(a-b)2-(3a-b)(a-b)

次の式を因数分解しなさい。
（1） x2-2x-48 （2） x2+14x+49 

（3） x2-18x+81 （4） x2+7xy-8y2

（5） 12x2-27y2 （6） 20a2+20a+5

（7） (a+b)2-16 （8） a2-b2+a+b

次の方程式を解きなさい。
（1） 5x-3=2x+6 （2） 4x+9=8x+1 

（3） 2x-　　　=　　　  （4） 

（5）  （6） 

（7） (x+5)2=3 （8） x2-3x-4=0

（9） x2=-4x+11 （10） (2x+1)(x+3)=2(x+1)

1
1

4

2

3

5

6

2

1

2
3x-1

2

x-4

3

x+3y

3

x-3y

4

3

4

6-x

5

5x-9

2

x+y=5

2x+y=1 

3x+y-2=0

2(x+y)=3(y+1)

2(x-1)-3y=10

2y-　　　=5x-1

2

20

15

10

5
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３年 p.250 〜 251

１年 p.288 ３年 p.248

３年間の各領域の内容を総合的に扱う応用問題です。

ステップアップ

全国学力・学習状況調査を参考にして作成した活用の問題です。

活用の問題活　用

さらなる学力向上

250

3 年ステップアップ　190329

放物線と三角形� 解答例▶︎p.276

（1） 点Aは関数y=-x+3のグラフ上の点だから，
 x=-6のとき y =-(-6)+3 

=9

 したがって，点Aの座標は(-6，9)
 点Aは関数y=ax2のグラフ上の点で，
 x=-6のときy=9だから
  9=a*(-6)2

  a=　 答　a=　

（2） 直線y=-x+3とy軸
じく
の交点をPとする。

 点Pは直線y=-x+3の切片だから，
 点Pのy座標は3
 また，点Aのx座標は-6，点Bの
 x座標は2
 ;OAB=;OAP+;OBPだから

　  　*3*6+　*3*2=12
 答　12

解答例 解説

1

4

1

4

1

2

1

2

（1） 点Bを利用してもよい。
 点Bは関数y=-x+3の
 グラフ上の点だから，
 x=2のとき y=-2+3=1
 したがって，点Bの座標は
 (2，1)
 これをy=ax2に代入すると
　  a=

1

4

（2） ;OABを;OAPと;OBPの
 2つに分ける。それぞれの
 三角形で，OPを底辺，点A， 
 Bのx座標の絶対値を高さと
 みて面積を求める。

右の図のように，関数y=ax2のグラフと
関数y=-x+3のグラフが，2点A，Bで
交わっています。交点A，Bのx座標が
それぞれ-6，2であるとき，次の問いに
答えなさい。
（1） aの値

あたい
を求めなさい。

（2） ;OABの面積を求めなさい。
（3） 原点Oを通り;OABの面積を
 2等分する直線の式を求めなさい。

例

O 2-6

y

x

A

B

y=ax2

y=-x+3

ステップアップ

O 2-6

y

x

A

P(0，3)

B

5

10

15

20

25

251

（3） 原点Oを通り;OABの面積を2等分する
 直線は，辺ABの中点を通る。

 辺ABの中点をMとすると，
 点Mのx座標は
 -6と2の
 真ん中だから，
 図より　-2

 点Mのy座標は
 9と1の真ん中だから，
 図より　5

 よって，点Mの座標は(-2，5)

 求める直線は，原点Oと点Mを通る直線である。
 求める直線の式をy=mxとし，
 x=-2，y=5を代入すると
  　5=-2m

  m=-

 ゆえに，求める直線の式は　y=-　x
答　y=-　x

解答例 解説

5

2
5

2
5

2

（3） 三角形の1つの頂点と，その
 頂点と向かい合う辺の中点を
 結ぶ直線は，その三角形の
 面積を2等分する。

 中点Mの座標は，x座標，
 y座標に分けて考える。
 ■x座標
 点A，Bのそれぞれのx座標の
 真ん中の値となる。

  　　　=-2

 ■y座標
 点A，Bのそれぞれの
 y座標の真ん中の値と
 なる。

  　　=5

-6+2

2

9+1

2

  右の図のように，関数y=-x2のグラフと
 直線lが，2点A，Bで交わっています。
 交点A，Bのx座標がそれぞれ-3，1で
 あるとき，次の問いに答えなさい。
 （1） 直線lの式を求めなさい。
　 （2） ;OABの面積を求めなさい。
　 （3） 原点Oを通り;OABの面積を
  2等分する直線の式を求めなさい。

問1

O

1

5

9

2-6 -2

y

x

A

M

B

M

高さ

O 2

BMA

-6 -2

x

O
1

5

9

M

B

A

y

-3 1

A

B

y=-x2

l

x
y

O
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1年活用の問題　0314

あるボウリング場では，貸し出し用のくつを，
すべて新しいものに買いかえようとしています。
そこで，各サイズのくつを何足くらい買えば
よいかを考えるために，過去 1年間で
貸し出したくつのデータを調べました。
調べた結果は，次の通りです。

○貸し出し用のくつの総数　　300足
○貸し出しされた回数の合計　10000回
○貸し出しされたくつのサイズの平均値　24.5cm

上のグラフから，例えば，20.0cmのくつは，77回貸し出されたことが
わかります。
上に示したことをもとに，どのサイズのくつを何足買うかを決めるとき，
次の問いに答えなさい。
（1） 「貸し出されたくつのサイズの平均値である24.5cmのくつを
 最も多く買う」という考えは適切ではありません。その理由を，
 上のグラフをもとに説明しなさい。
（2） 買うくつの総数は300足です。各サイズのくつを貸し出す回数は
 毎年同じであると考え，「過去 1年間で貸し出された回数の
 相対度数」と「買うくつの総数」の積を，そのサイズのくつを
 買う数としたとき，23.0cmのくつは何足買えばよいですか。
 小数点以下を四捨五入した整数で答えなさい。

2

0

500

1000

1500

(回) くつのサイズと過去1年間で貸し出された回数

貸
し
出
さ
れ
た
回
数

(cm)20.0 20.5 21.0

77 85
190

362

21.5 22.0

461

22.5

815

23.0

1012

23.5

798

24.0

683

24.5

339

25.0

664

25.5

1258

26.0

1179

26.5

1064

27.0

666

27.5

258

28.0

89

くつのサイズ

20

15

10

5

248

3 年活用の問題　190329

活用の問題 解答例▶p.276

次の図のように，1番目，2番目，3番目，…と，同じ大きさの
白と黒の正方形のタイルを規則正しく正方形に並べました。
下の問いに答えなさい。

（1） 5番目の白と黒のタイルの枚数をそれぞれ求めなさい。
（2） 美

み
奈
な
子
こ
さんは，x番目の図の白のタイルの枚数を，xの式で

 表そうとしています。次に示したのは，美奈子さんのノートです。

 美奈子さんの考えをもとにして，x番目の白のタイルの枚数を，
 xの式で表しなさい。ただし，その式は計算をせずに，どのように
 考えたかがわかるように表すこと。また，単位はつけなくてよい。

（3） 白のタイルが100枚並ぶのは，何番目ですか。

（4） x番目の図の白のタイルの枚数をy枚とすると，yはxの
 関数です。xとyの間にある関係は，どのような関数ですか。
 次のア～オの中から正しいものを１つ選びなさい。
 ア　比例    イ　反比例
 ウ　比例ではない1次関数  エ　2乗に比例する関数
 オ　ア～エ以外の関数

1

［美奈子さんのノート］

x番目の図全体では，1辺に (x+2)枚ずつの正方形となるから，
タイル全部の枚数は，次の式で表される。
　　(x+2)2

この式から，黒のタイルの枚数をひいた差が，x番目の図の
白のタイルの枚数である。

……

……1番目 2番目 3番目

5
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内容資料説明資料20200108→ 20200122

229228

デザイン-1年 7章 190314

デ
ー
タ
の
活
用

7
章6 76.5

階級(6℃以上7℃未満)

階級値

　右の表4は，表2と表3のデータについて，
1℃ずつの幅

はば
の区間に区切り，各区間にはいる

年の回数を整理するためのものです。

　度数分布表に整理すると，データの分布が
読み取りやすくなります。

表4の階級の幅は1℃です。
また，6℃以上7℃未満の階級の階級値は6.5℃，
20世紀前半のその階級の度数は 2回です。

表4の20世紀前半のデータについて，
次の問いに答えなさい。
（1） 8℃以上9℃未満の階級の度数は何回ですか。
（2） 10.0℃は，どの階級にふくまれますか。
（3） 12℃以上13℃未満の階級の階級値は何℃ですか。
（4） 度数が最も多いのは，どの階級ですか。

227ページの表3をもとに，上の表4を完成して，
2つのデータの分布の傾向を比べてみましょう。
どんなことがいえますか。

問3

問4

階級の幅，階級値，度数例2

 表4で，「6℃以上7℃未満」のように
分けた区間のことを階

かい
級
きゅう
，

その区間の幅を階級の幅，
階級の真ん中の値を階

かい
級
きゅう
値
ち
といいます。

　それぞれの階級にはいる値の個数を
その階級の度

ど
数
すう
といい，階級ごとに

度数を整理した表4のような表を
度
ど
数
すう
分
ぶん
布
ぷ
表
ひょう
といいます。

次の課題　データの分布をわかりやすくするには，どうすればよいかな。

表 4　高
こう
知
ち
市の 3月の平均気温

階級(℃)
度数(回)

20世紀
前半

20世紀
後半

以上 未満
6 〜 7 2
7 〜 8 3
8 〜 9 14
9 〜 10 16
10 〜 11 8
11 〜 12 6
12 〜 13 1
合計 50

話し合おう

比べて考える
な見方・考え方大切

共通する特
とく
徴
ちょう
や

ちがいに着目する

5

10

15

20

25

（p228 は折込ページ
別途、データあり「1年７章折込」）

初出の数学用語

その他の強調したいことがら

165

円

6
章

1つの円で，等しい円周角に対する弧は等しいことを
証明しなさい。

　例1と問2から，次の定理が成り立ちます。

　この定理は，半径が等しい2つ以上の円でも成り立ちます。

問2

O

C

A

P Q

B
D

長さが等しい弧に対する円周角例1

1つの円で，等しい弧に対する円周角は
等しいことを証明しましょう。
右の図で，AB=CDとする。
1つの円で，等しい弧に対する中心角は等しいから
 ~AOB =~COD

円周角の定理より ~APB =　~

 ~CQD =　~
したがって ~APB =~CQD

ゆえに，1つの円では，等しい弧に対する円周角は等しい。

証明

1

2
1

2

右の図の円で，AB=BC=CDです。
~AFB=20'であるとき，
~BFC，~AFC，~AEDの大きさを
それぞれ求めなさい。

問3

A

B
C

D

E

F

20'

補充問題30
▶p.240

1 　　1つの円で，等しい弧に　
対する円周角は等しい。

2 　　1つの円で，等しい円周角に　
対する弧は等しい。

定理　円周角と弧

5

5

10

10

15

15

20 重要事項

一人一人の資質・能力を育成するためのさらなる工夫

特別支援教育・ユニバーサルデザイン
特別支援教育・ユニバーサルデザインの観点から専門家の監修を受けて，
できるだけ多くの生徒が等しく情報を取り入れられるようにしました。

読みやすいUDフォントを全面的に使用しました。

● 文章は読みやすさを重視し，文節で改行しました。
● 初出の数学用語や重要事項には，枠囲みをしたり，下線をひいたりして，

目立つようにしました。

4 つの合同な正三角形の面で囲まれた立体をある方向から見ると，

3つの合同な二等辺三角形を並べたように見えます。

（　 ６章 空間図形）

708

１〜３年　裏表紙

１年 p.229

３年 p.165

OC：OD=2：3

133132

3 年５章　190329

相
似
な
図
形

5
章

LK
60' 80'

J

G

I

H
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40'

A

B

C
45'

E

D

F

P

Q

R

5cm

9cm

N O

M

45'

15cm

27cm

12cm

14cm
10cm

6cm

7cm
5cm

次の図で，相
そう
似
じ
な三角形の組をすべて選び出し，記号]を

使って表しなさい。また，その相似条件を答えなさい。

次の（1）～（4）のそれぞれの図で，相似な三角形を記号]を
使って表しなさい。また，その相似条件を答えなさい。
（1）　　　　　　　　　　　　　（2）

（3）　　　　　　　　　　　　　（4）

問3

問4

三角形の相似条件を使って，いろいろなことがらを証明しよう。めあて

5 相似の証明

2 つの三角形が相似であることの証明例1

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

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

右の図で，
　　;ABC];BCD
であることを証明しなさい。

証明

問1

問2

;ABDと;ACBにおいて
仮定から　~ABD=~C…… 1

　　　　　~Aは共通 　…… 2
1 ， 2 より，
2組の角がそれぞれ等しいから
　　　　　;ABD];ACB
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平成28年度版

令和３年度版

直線ABを対称の軸とする線対称な図形です。

　

182

1年 5 章 190314

3 垂線の作図

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

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

たい
称
しょう
の軸
じく
とする線対称な図形です。

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

線対称な図形の性質に着目して，垂線を作図する	
方法について考えよう。

めあて

直線上にない点を通る垂線の作図の手順例1

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

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

3  直線PQをひく。

BA
l

Q

P

BA
l

Q

P P

A
l

1 21 2

3
1

Q

BA

P

M

20

15

10
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● ふり仮名には大きく見える UD ゴシック体を使用しました。
● 漢字を読むことが困難な生徒への配慮として，ふり仮名を増やしました。

平成28年度版

令和３年度版

文章などの読みやすさへの配慮

36



●  CUD に配慮した配色にしました。
● 色だけではなく，形や線の種類，文字など，色以外

の情報でも識別できるように配慮しました。
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積
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対
度
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山が１つで対称な分布

平均値
中央値
最頻値

中央値中央値
最頻値 最頻値平均値 平均値

右にすそが長い分布 左にすそが長い分布

大
おお
阪
さか
モノレールの万

ばん
博
ぱく
記
き
念
ねん
公
こう
園
えん
駅は，

万博記念公園や市立吹
すい
田
た
サッカースタジアムの

最
も
寄
よ
りの駅です。次の図は，2017年 6月の

30日間に，この駅から乗車した人の数を 1日
ごとに集計し，ヒストグラムに表したものです。

上の図から，このデータの最大値は，極
きょく
端
たん
にかけ離

はな
れた値

あたい
であると

いえます。このように，極端にかけ離れた値があると，平均値は
中央値に比べて，その値に強く影

えい
響
きょう
を受けます。

次の図は，上の図のデータを，平日（月曜日から金曜日まで）と
週末（土曜日・日曜日）に分けて表したものです。

この図から，万博記念公園駅は，平日よりも週末の方が，1 日の乗車人数が
多いという傾

けい
向
こう
が読み取れます。

このように，1つのデータに性質の異なる複数の集団が混じっていると
考えられるときは，その集団ごとにデータを分けて整理し直してみると，
集団ごとの傾向がよりよく読み取れることがあります。

山が1つで対
たい
称
しょう
に近い分布では，平均値，中央値，最

さい
頻
ひん
値
ち
が近い値になります。

しかし，分布の形によっては，まったく異なる値になることもあります。

右の図は，240ページの表2，241ページの
表3の累積相対度数を折れ線グラフで
表したものです。

この図で，例えば縦軸
じく
の0.70のところから

横に見ると，まずD中学校のグラフが
あります。そこから下向きに見ていくと，
横軸の15のめもりが読み取れます。
このことから，「D中学校に通う1年生の

70％は，通学時間15分未満である」と
いうことがわかります。

また，グラフが全体的に左側にあるD中学校の
方が，C中学校よりも通学時間が短い生徒の
割合が大きいことがわかります。

データを分けて調べてみると 分布の形と代表値

 累
るい

積
せき

相対度数を折れ線グラフに表すと
数学の
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(回)

万博記念公園駅の１日の乗車人数
（2017年６月１日～６月30日）
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最小値
6173人

平均値
9021人

最大値
19668人
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(回) 月～金（22日間）
土・日（8日間）

Jリーグの試合があった
日曜日

大阪モノレールの万博記念公園駅
（大阪府吹田市）

乗車人数が飛びぬけて
多い日が1回だけあるね。

数学の数学の
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起こりうる
すべての場合
Aの起こる
場合

Aの起こらない
場合

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

確率のとりうる値の範
はん
囲
い
について考えよう。

　　で，アの箱から赤玉が出る確率は　，つまり0です。

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

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

めあて

0

7
7

7

問1

2 確率の性質

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

あたい
は，次の範囲にある。

　　0≤p≤1

白玉が 7個 赤玉が 7個赤玉が4個と
白玉が 3個

ウイア

(3)は，赤玉でも
白玉でも青玉でも
いいんだね。

あることがらが「起こる確率」と「起こらない確率」の
関係について，次の（1），（2）のことがらを例に考えましょう。

（1） さいころを 1回投げるとき，
 どの目が出ることも同様に
 確からしいとして，次の に
 あてはまる数をかき入れましょう。

（2） 　の確率であたりが出るくじがあります。このくじを
 1回引くとき，はずれる確率はいくらになりますか。
 「起こる確率」と「起こらない確率」の関係から
 考えましょう。

　一
いっ
般
ぱん
に，ことがらAについて，次のことがいえます。　

正十二面体の各面に，1から12までの整数が1つずつ
かかれたさいころがあります。
このさいころを1回投げるとき，どの目が出ることも
同様に確からしいとして，次の確率を求めなさい。
（1） 3の倍数の目が出る確率
（2） 3の倍数の目が出ない確率
（3） 2の倍数または3の倍数の目が出る確率
（4） 2の倍数の目も3の倍数の目も出ない確率

問2

1

8

問3

考えよう

次の課題　コインを 2枚同時に投げたとき，2枚とも表になる確率はいくらかな。

起こりうるすべての場合
6通り

1の目が出る場合
1通り

1の目が出ない場合
5通り

　　(Aの起こる確率)+(Aの起こらない確率)=1
したがって，Aの起こる確率がpのとき，
Aの起こらない確率は1-pである。

さいころを 1回投げるとき，1の目が出るか，1の目が出ないかの
どちらかしか起こりえないから，次の関係が成り立つ。
　　( 1の目が出る確率 )+( 1の目が出ない確率 )=

5
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　次の表2と表3は，226ページの表1のデータを
20世紀の前半と後半の2つのデータに分けた後，
それぞれ平均気温が低い順に並べかえたものです。
 この 2つのデータの分布には，どんなちがいが
あるかを調べていきましょう。

	 データの分布1 節

表2　高知市の 3月の平均気温
　　（20世紀前半，低い順）

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

表3　高知市の 3月の平均気温
　　（20世紀後半，低い順）

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

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

あたい
です。

　また，最
さい
頻
ひん
値
ち
は，前ページの例１，

問２で求めた値です。

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

「高
こう
知
ち
市の3月の平均気温は，20世紀の前半より後半の方が

高かった」と主張するとき，あなたならその根
こん
拠
きょ
として

表5の平均値，中央値，最頻値のどれを使いますか。

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

問3

問4

上の考え方で，20世紀前半のデータの平均値を求めてみましょう。

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

　　　　=9.44

この計算で求めた9.44℃を
平均値とします。

！注意	すべての階級の度数の合計のことを総度数といいます。

472

50

表 5　代表値
20世紀
前半

20世紀
後半

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

表 6　高知市の 3月の平均気温（20世紀前半）

階級(℃) 階級値
(℃)

度数
(回) (階級値)*(度数)

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

右の表7を使って，20世紀
後半のデータの平均値を
求めなさい。

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

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

はば
を設けてあれば，例２の方法でも，

本来の平均値に近い値を得ることができます。

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

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

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

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

問5

問6

問7

表 7　高知市の 3月の平均気温（20世紀後半）

階級(℃) 階級値
(℃)

度数
(回) (階級値)*(度数)

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

表 8　高知市の 3月の平均気温（20世紀前半）

階級(℃) 階級値
(℃)

度数
(回) (階級値)*(度数)

以上 未満
0 〜10
10 〜 20
合計 50

話し合おう

考えよう

深めよう

根拠を明らかにする
な見方・考え方大切

数値とことばで
説明する

コンピュータの活用
▶p.269
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です。
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右の表6のように，各階級の
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それらを合計すると，472と
なります。
これを総度数50でわると

　　　　=9.44

この計算で求めた9.44℃を
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！注意	すべての階級の度数の合計のことを総度数といいます。
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どんなことがいえますか。

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

はば
を設けてあれば，例２の方法でも，

本来の平均値に近い値を得ることができます。

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

　度数分布表やヒストグラムから平均値を求める場合，
その階級の取り方しだいで得られる値が変わります。
　表8のように，階級の幅が大きすぎると，得られる
平均値は本来の平均値から大きく外れることがあるので
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　同じように，度数分布表やヒストグラムから最頻値を
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１年７章では，章の扉に載せたデータを第１節の第３小節まで使います。
そこで，折込を使ってページをめくらずにデータを参照できるように
しました。

図中の文字を大きくしました。
また，線の太さにメリハリを
付けて見やすくしました。

15

20

5

10

x

y

O

2

2-2

4

6

8

x2y=2

平成28年度版

３年 p.103

O

2

-2 2

4

6

8

y

x

y=2x2

令和３年度版

CUD（カラーユニバーサルデザイン）

図の見やすさへの配慮

学びやすさへの配慮

37



内容資料説明資料20200108→ 20200122

一人一人の資質・能力を育成するためのさらなる工夫

現代的な諸課題への対応

３年 p.216 〜 217

217216

3 年巻末 190329

暮らしと
数学

防災

風の力

　日本は，たびたび台風の直
ちょく
撃
げき
を

受けます。
　2018年9月には台風21号が
日本列島に上陸し，近

きん
畿
き
地方を中心に

大きな被
ひ
害
がい
をもたらしました。

　発生当初「猛烈な」勢力だった台風21号は，
「非常に強い」勢力のまま徳

とく
島
しま
県南部に上陸し，

近畿地方に向かいました。「非常に強い」勢力を
保った台風が日本列島に上陸するのは，
25年ぶりのことでした。
　右の2枚の写真は，そのときのようすです。

　風向きと垂直の位置にある平面で風を
受けるとき，風を受ける力は，風を受ける面の
面積に比例します。そのため，荷台に大きな
トランクを積んだトラックや，面積の大きい
看板，かさをさしている人などは，強風の
被
ひ
害
がい
にあいやすいといえます。

　また，風を受ける面積が一定で
あるとき，風を受ける力は，風速の
2乗に比例します。つまり，風速が
2倍になると受ける力は4倍，
風速が3倍になると受ける力は
9倍になります。

　具体的な例で考えてみましょう。
　右の表に示した風力階級は風の
強さを数値で表したもので，風速と
対応しています。この表に示された
陸上のようすから，およその風速を
知ることもできます。
　この表によると，風速が
秒速10ｍのときは，葉のある
丈
たけ
の低い木がゆれ始める程度です。

しかし，風速が秒速20ｍだと，
風に向かっては歩けないほどに
なります。

　このように，風の力は強力です。
しかし，その力をうまく使えば，
世の中の役に立てることもできます。
　風力発電は，運転時に地球温暖化の
原因の1つといわれている温室効果ガスを
排
はい
出
しゅつ
しないクリーンエネルギーです。

　国連が掲
かか
げる持続可能な開発目標が

達成される社会をめざして，クリーン
エネルギーのさらなる普

ふ
及
きゅう
が

求められています。

台風の強さの階級分け

階級 最大風速

強い　 33m/s 以上 44m/s 未満

非常に強い 44m/s 以上 54m/s 未満

猛
もう
烈
れつ
な 54m/s 以上

▲秒速33mを33m／sと表すことがあります。 2018年9月に上陸した台風21号の進路

風力発電の風車（福
ふく
岡
おか
県北
きた
九
きゅう
州
しゅう
市）

9 月 5日 3時

強い

猛烈な9月 2日 15時

9月 3日 21時

9月 4日 15時

9月 1日 0時

非常に強い

風力階級表
風力
階級 風速 (m/s) 陸上のようす

以上 未満

0 0 .0 ～ 0 .3 煙
けむり
はまっすぐにのぼる。

1 0 .3 ～ 1 .6 風向きは煙がなびくのでわかる。

2 1 .6 ～ 3 .4 顔に風を感じる。木の葉が動く。

3 3 .4 ～ 5 .5
木の葉や細かい小枝がたえず動く。
軽く旗が開く。

4 5 .5 ～ 8 .0
砂ぼこりがたち，紙がまい上がる。
小枝が動く。

5 8 .0 ～ 10 .8
葉のある丈の低い木がゆれ始める。
池や沼の水面に波頭がたつ。

6 10 .8 ～ 13 .9
大枝が動く。電線が鳴る。
かさはさしにくい。

7 13 .9 ～ 17 .2
樹木全体がゆれる。
風に向かっては歩きにくい。

8 17 .2 ～ 20 .8
小枝が折れる。
風に向かっては歩けない。

9 20 .8 ～ 24 .5 人家にわずかな損害が起こる。

10 24 .5 ～ 28 .5
樹木が根こそぎになる。
人家に大損害が起こる。

11 28 .5 ～ 32 .7
めったに起こらない。
広い範

はん
囲
い
の破

は
壊
かい
をともなう。

12 32 .7 ～ －

『気象観測ガイドブック』(気象庁)をもとに作成
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防災

風の力

　日本は，たびたび台風の直
ちょく
撃
げき
を

受けます。
　2018年9月には台風21号が
日本列島に上陸し，近

きん
畿
き
地方を中心に

大きな被
ひ
害
がい
をもたらしました。

　発生当初「猛烈な」勢力だった台風21号は，
「非常に強い」勢力のまま徳

とく
島
しま
県南部に上陸し，

近畿地方に向かいました。「非常に強い」勢力を
保った台風が日本列島に上陸するのは，
25年ぶりのことでした。
　右の2枚の写真は，そのときのようすです。

　風向きと垂直の位置にある平面で風を
受けるとき，風を受ける力は，風を受ける面の
面積に比例します。そのため，荷台に大きな
トランクを積んだトラックや，面積の大きい
看板，かさをさしている人などは，強風の
被
ひ
害
がい
にあいやすいといえます。

　また，風を受ける面積が一定で
あるとき，風を受ける力は，風速の
2乗に比例します。つまり，風速が
2倍になると受ける力は4倍，
風速が3倍になると受ける力は
9倍になります。

　具体的な例で考えてみましょう。
　右の表に示した風力階級は風の
強さを数値で表したもので，風速と
対応しています。この表に示された
陸上のようすから，およその風速を
知ることもできます。
　この表によると，風速が
秒速10ｍのときは，葉のある
丈
たけ
の低い木がゆれ始める程度です。

しかし，風速が秒速20ｍだと，
風に向かっては歩けないほどに
なります。

　このように，風の力は強力です。
しかし，その力をうまく使えば，
世の中の役に立てることもできます。
　風力発電は，運転時に地球温暖化の
原因の1つといわれている温室効果ガスを
排
はい
出
しゅつ
しないクリーンエネルギーです。

　国連が掲
かか
げる持続可能な開発目標が

達成される社会をめざして，クリーン
エネルギーのさらなる普

ふ
及
きゅう
が

求められています。

台風の強さの階級分け

階級 最大風速

強い　 33m/s 以上 44m/s 未満

非常に強い 44m/s 以上 54m/s 未満

猛
もう
烈
れつ
な 54m/s 以上

▲秒速33mを33m／sと表すことがあります。 2018年9月に上陸した台風21号の進路

風力発電の風車（福
ふく
岡
おか
県北
きた
九
きゅう
州
しゅう
市）

9 月 5日 3時

強い

猛烈な9月 2日 15時

9月 3日 21時

9月 4日 15時

9月 1日 0時

非常に強い

風力階級表
風力
階級 風速 (m/s) 陸上のようす

以上 未満

0 0 .0 ～ 0 .3 煙
けむり
はまっすぐにのぼる。

1 0 .3 ～ 1 .6 風向きは煙がなびくのでわかる。

2 1 .6 ～ 3 .4 顔に風を感じる。木の葉が動く。

3 3 .4 ～ 5 .5
木の葉や細かい小枝がたえず動く。
軽く旗が開く。

4 5 .5 ～ 8 .0
砂ぼこりがたち，紙がまい上がる。
小枝が動く。

5 8 .0 ～ 10 .8
葉のある丈の低い木がゆれ始める。
池や沼の水面に波頭がたつ。

6 10 .8 ～ 13 .9
大枝が動く。電線が鳴る。
かさはさしにくい。

7 13 .9 ～ 17 .2
樹木全体がゆれる。
風に向かっては歩きにくい。

8 17 .2 ～ 20 .8
小枝が折れる。
風に向かっては歩けない。

9 20 .8 ～ 24 .5 人家にわずかな損害が起こる。

10 24 .5 ～ 28 .5
樹木が根こそぎになる。
人家に大損害が起こる。

11 28 .5 ～ 32 .7
めったに起こらない。
広い範

はん
囲
い
の破

は
壊
かい
をともなう。

12 32 .7 ～ －

『気象観測ガイドブック』(気象庁)をもとに作成
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 これまで，データを活用することを学んできましたが，データから情報を
読み取ったり伝えたりするときには，まちがった印象で伝わることもあり，
注意が必要です。
 次の 1 ， 2 の場面では，どのようなことに気をつけなければならないでしょうか。

棒グラフで表すと…  

　情報を読み取るときには，見た目にまどわされずに正しく
読み取ることが大切です。また，情報を伝えるときには，
まちがった印象を与えないように注意しましょう。

　データを活用すれば少し先の未来を予想することもできます。
　次のデータから，どのようなことが考えられるでしょうか。

生活

データから読み取ろう

0

6000

5000

4000

3000

2000

1000

(人)

(年)2015 16 17 18 19 20

A社 他社

6000

5000

4000

3000

(人)

(年)2015 16 17 18 19 20

A社 他社

2003

500

0

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2006 2009 2012 2015 2018 (年)

(万人)

グラフから傾向を見ると，
これからも外国から日本を
訪れる人は多くなりそうだね。

外国から日本に来る人の数が
これからも増えていっても，
みんなが困らないように
準備しておかないといけないね。

どこの国の人が多いのか
知りたいね。

どのくらいまで
増えるかな。

 陸
りく

さん
 真

ま
央
お

さん

 彩
あや

さん

 和
かず

也
や

さん

A社製品と他社製品の使用者数 白米と玄
げん
米
まい
のビタミンB2含

がん
有
ゆう
量

りょう
外国から日本を訪

おとず
れる人の数

本当かな？

1 2

精白米

0.02

0

0.04

(mg)
(100gあたり)

玄米

ってすごい！ってすごい！ってすごい！ってすごい！玄米

精白米

0.02

0

0.04

(mg)
(100gあたり)

玄米

　上のグラフでは縦
たて
軸
じく
が0から

始まっていないため，小さな変化でも
大きな変化になっているように
見えてしまいます。

　ビタミンB2の含有量は玄米が
精白米の2倍であるのに対し，
上の図では，精白米と玄米のイラストの
相
そう
似
じ
比が1：2で面積比が1：4になって

いるため，実際よりも差を大きく感じて
しまいます。

(日本政府観光局(JNTO)ウェブページより作成)
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5

5
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これからも増えていっても，
みんなが困らないように
準備しておかないといけないね。

どこの国の人が多いのか
知りたいね。

どのくらいまで
増えるかな。
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　上のグラフでは縦
たて
軸
じく
が0から

始まっていないため，小さな変化でも
大きな変化になっているように
見えてしまいます。

　ビタミンB2の含有量は玄米が
精白米の2倍であるのに対し，
上の図では，精白米と玄米のイラストの
相
そう
似
じ
比が1：2で面積比が1：4になって

いるため，実際よりも差を大きく感じて
しまいます。

(日本政府観光局(JNTO)ウェブページより作成)

10

5

5

自然災害

情報リテラシー

国際理解
（インバウンド）

環境
（持続可能な
クリーンエネルギー）

安全・防災，ESD，SDGsなど

生徒が直面する様々な現代的諸課題について，
数学で養った力を使って取り組めるようにしました。
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私たちは，企業が集めたデータを数学的に整理
して，そこからどのようなことがいえるのかを
導き出し，企業が困っていることや改善したい
ことを解決するお手伝いをしています。
例えば，あるお店が「売り上げをのばしたい」
と考えた場合，まずは，そのお店のお客様がど
のような買い物をしたかというデータをもとに
分析します。たくさん買ってくれるお客様とそ
うでないお客様を分類したり，売れる商品の組
み合わせを分析したりして，売り上げをのばす
方法のヒントを見つけ出すのが私たちの仕事です。

分析するデータの中には，入力ミスによるまち
がった値

あたい
が混ざることがあります。また，上

のヒストグラムの右端
はし
に見られるような極

きょく
端
たん

にかけ離
はな
れた値は，入力ミスではなくても，分

析の参考になりにくい特
とく
殊
しゅ
な値と考えられます。

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

前ページのヒストグラムは，このデータをもと
に，分析用ソフトで作成したものです。
このように，まずはデータの分布をヒストグラ
ムに表したり，代表値を求めたりして，データ
の傾

けい
向
こう
を読み取ります。ヒストグラムをかくと

きは，階級の幅
はば
を小さくしたり大きくしたりし

て，データの大切な特
とく
徴
ちょう
を見落とさないよう

にします。
このデータの場合，次のような傾向を読み取る
ことができます。

・山の形は左右非対
たい
称
しょう
で右側のすそが長い。 

・買った金額が1000円付近の客が多い。
・1300円以上では山が下り坂になっており，　 

　金額が高くなるにつれて人数が減っている。
・代表値は，平均値が1248円，中央値が　　　 

　1174円で，中央値よりも平均値の方がやや 

　大きい。

次に，データを整える作業を行います。
このデータの累

るい
積
せき
相対度数に着目すると，買っ

た金額が3599円以下の客が全体の99.5%を占
し

め，3600円以上買っている客はごくわずかで
あることがわかります。このような場合は，次
のような対応をします。

・入力ミスの可能性を考え，元のデータに誤り 

　がないか確
かく
認
にん
する。

・分析の参考になりにくい特殊な値と考え，階 

　級を「3600円以上」としてひとまとめにし 

　たり，データから除外したりする。

こうして整えたデータをもとに，予測や分析を
します。
このデータでは，買った金額が1300円未満の
客が多いとわかるので，例えば「1回で1500
円以上の買い物をすると割引券がもらえるキャ
ンペーンを行えば，割引券が欲しいお客様がお
金を使ってくれるので，売り上げがのびる可能
性が高い」といった提案ができます。
より複雑な予測や分析を行う場合には，高度な
データ分析の手法を活用します。

データアナリストがどのように分析を行うのか，例をあげて見てみましょう。
ここに，あるスーパーを訪

おとず
れた客がそれぞれいくらの買い物をしたかを調べ，

集計したデータがあります。

データ分析�と�数学

お客様番号 買った商品 買った金額
00463 にんじん，キャベツ，牛肉，… 1592円
00464 りんご，牛乳，食パン，… 1246円
00465 ペットボトルお茶（2本） 196円
00466 チーズ，チョコレート，… 813円

数学を
仕事に生かす

羽
は

山
やま

 美
み

優
ゆう

さん（データアナリスト）

データから導き出す
問題解決の糸口

プロフィール

アナリストとは「分
ぶん

析
せき

する人」という意味。
大学では理工学部数学科でデータ分析について
学んだ。企

き
業
ぎょう

に勤め，データ分析業務に 携
たずさ

わる。

お
茶

お
い
し
い国

産
茶
葉

Ocha
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数学研究室
次の図は，点字でかなを表したものです。
どんなしくみで表しているかを読み取って，未完成の
「た行」，「な行」，「ま行」，「ら行」を完成しましょう。

2

　点字の数字は，次のように表します。

　230を表すときは，右の図のようになります。

　点字は，目が不自由な人が指でさわって読む
文字です。
　点字では，右の図アのように並んだ6つの点の
位置に突

とっ
起
き
があるかないかで文字を表します。

右の図イは，2つの点の位置の，突起の有
う
無
む
の

組み合わせを表したもので，組み合わせは全部で
4通りです。ただし，2つとも突起がない場合は
さわってもわからないので，2つの点で表せるのは
最大で3文字です。

6つの点を使うと，最大で何文字を表せますか。

　点字によるかなの表し方は，ローマ字に似ています。
　右の図の 1 ～ 3 の点の位置に突起があるかないかで，
「あ段」，「い段」，「う段」，「え段」，「お段」を区別します。
　また， 4 ～ 6 の点の位置に突起があるかないかで，
「あ行」，「か行」，「さ行」，「た行」，「な行」，「は行」，
「ま行」，「ら行」を表します。
　ただし，「や行」，「わ行」と「ん」は，ほかのかなと
表し方のきまりがちがいます。

1

点字のしくみ
福祉 解答例▶︎p.234

駅の運賃表に使われている点字

な に ぬ ね の わ を ん

た ち つ て と ら り る れ ろ

さ し す せ そ や ゆ よ

か き く け こ ま み む め も

あ い う え お は ひ ふ へ ほ

1

左側の　　　は，  数字であることを表しています。

2 3 4 5

6 7 8 9 0

ここでは，突起が
あるところを●，
突起がないところを
　で表しています。

ア

イ

1 2

3 4

5 6

段を表す

行を表す
5

15

10

5
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1
次
関
数

３
章

2 41 3 5 6 87 9
x(分)

O

10

20

30

40

50

60

y(℃)

右の写真のように，ビーカーの水を加熱する
実験をしました。水を熱し始めてからx分後の
水温をy℃として，5分後まで調べたところ，
次の表のようになりました。

このxとyの対応する点をグラフ用紙に
とると，右の図のように，ほぼ一直線上に
並んでいるといえます。このような場合，
yはxの1次関数とみなして考えることが
あります。
右の図では，実験結果をもとにかいた
6つの点のできるだけ近くを通るように
直線をかいています。

例1の直線を1次関数のグラフとみて，
次の問いに答えなさい。
（1） yをxの式で表しなさい。
（2） グラフの傾

かたむ
きと切

せっ
片
ぺん
は，それぞれ何を表していますか。

例1の実験を続けたとき，水温が60℃となるのは
熱し始めてから何分後かをグラフや式から予想し，
どのように考えたかを説明しなさい。

問1

問2

関数の考え方を活用して，実験などで得たデータを考察しよう。めあて

1次関数とみなして考えること例1

	 1次関数の活用3 節
1 1次関数とみなして考えること

説明できるかな？

x 0 1 2 3 4 5

y 20.0 24.0 30.0 35.5 39.5 45.5

右下の図は，長さ14cmの線
せん
香
こう
に火を

つけてからの時間と線香の長さの関係を，
2分ごとに10分後までかき入れたものです。
次の問いに答えなさい。
（1） 翼

つばさ
さんは，このグラフを見て，「線香に

 火をつけてから x分後の線香の長さを
 ycmとすると，yはxの1次関数と
 みなすことができる。」と考えました。
 それは，グラフのどのような特

とく
徴
ちょう
からで

 しょうか。その特徴を説明しなさい。
（2） このまま燃やし続けると，線香が
 燃えつきるのは，火をつけてから
 何分後と予想できますか。
 どのように考えたかも説明しなさい。

問3

説明できるかな？

2 4 6 8 10 (分)O

2

4

6

8

10

12

14
(cm)

音が空気中を伝わる速さは，そのときの気温によって
変わります。気温がx℃のとき，音が空気中を伝わる
速さを秒速 ymとすると，xとyの間には，およそ，
次の関係が成り立つことが知られています。
　　y=0.6x+331.5

1  気温が30℃で，稲
いな
妻
づま
が見えてから 8秒後に雷

らい
鳴
めい
が聞こえたとき，

 雷
かみなり
までの距

きょ
離
り
は約何mと考えられますか。

雷までの距離が遠いからといって，油断をしてはいけません。なぜなら，
雷
らい
雲
うん
は広い範

はん
囲
い
にわたって広がっているもので，その範囲内のどこで

次の雷が発生するかはわからないからです。
稲妻を見たり，雷鳴を聞いたりしたら，すぐに安全な場所に避

ひ
難
なん
しましょう。

雷に気をつけよう
数学の

防災
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STEAM 教育
 Science（科学）, Technology（技術）, Engineering（工学）, Art（芸術）, Mathematics（数学） 等の各教科での学習を
実社会での問題発見・解決に生かしていくための教科横断的な教育

道　徳

英　語理　科

3 年表見返しデザインB案

① ②

放たれた物体がえがく曲線

放
ほ う

物
ぶ つ

線
せ ん

噴
ふん

水
すい

の水は，なめらかな曲線をえがきます。
この曲線は，水平な地面ではずむボールがえがく曲線と，
大きさは異なりますが，形は同じです。

黄
お う

金
ご ん

比
ひ

およそ5：8 で表される黄金比は，
調和のとれた美しい比として，
建築物や美術作品などに
数多く見ることができます。

噴
ふん

水
すい

（鹿
か

児
ご

島
しま

県）

ボールがはずんでいるようす

『冨
ふ

嶽
がく

三
さん

十
じゅう

六
ろっ

景
けい

』神
か

奈
な

川
がわ

沖
おき

浪
なみ

裏
うら

  葛
かつ

飾
しか

北
ほく

斎
さい

（1760〜1849年）

美術作品の中の美しい比

8

8

8

5

5

5

３年巻頭見返し

美　術

他教科との関連
小学校図画工作，中学校美術，
高等学校美術の教科書を発行している
日本文教出版では，STEAM 教育※にも
力を入れ，美術作品や我が国の
伝統工芸品などに見られる
数学的な美しさを多く取り上げています。
また，小・中学校の道徳の教科書を
発行していることから，数学の教科書でも
道徳教育を重視しています。

葛飾北斎の浮世絵に潜む美しい比を
紹介しています。3年 p.222 ～ 223 には，
黄金比をテーマとした課題を設けています。

２年３章では，水を熱し始めてからの時間と水温の
関係を数学的に考察する活動を設けています。

数学を生かして働く人のコラムを
全学年に載せることで，社会参画の意識を
高めるようにしています。

点字を数学的に考察する課題で
社会福祉への関心を高め，
思いやりの心をはぐくみます。

全学年のさくいんには，数学用語の英語表記を
併記しています。
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