
全国学力・学習状況調査にみられる
課題とその手立て

〜教科書を活用した指導のポイント〜

基本問題
①　数量の関係を表す式
②　方程式とその解
③　等式の変形
④　直線
⑤　錯角の意味
⑥　平行四辺形になるための条件
⑦　関数の表現
⑧　反比例の式
⑨　1次関数の変化の割合
⑩　相対度数

CONTENTS

中学数学　内容解説資料

活用問題
⑪　ストローの本数
⑫　図形の証明
⑬　冷蔵庫の総費用
⑭　読書の時間

ISBN978
-4-000-00

000-0

C0000　
￥0000E



─ 1 ─

①　数量の関係を表す式　〈1年3章　文字と式〉

1年・文字と式　p.97

　　 正　　答　

3a＋2

　　 誤 答 例　

   ＋2

ある数を a とし，a を 3 でわり，余りの 2
をたしたものを式に表したと考えられる。

　課題と指導のポイント　

事柄や数量の関係をとらえ，その関係を文
字を使った式に表すことに課題がある。指導
にあたっては，関係を図に表したり，具体的
な数や言葉を使った式を利用したりして関係
をとらえ，文字を使った式に表す活動を取り
入れることが大切である。また，ある数を具
体的な数におきかえることにより，被乗数，
除数，商，余りの関係について，言葉や文字
を使った式に表す活動を取り入れることも大
切である。例えば，何人かの人に折り紙を同
じ枚数ずつ配るとき，余りが出る場面を取り
上げることが考えられる。

1 年・文字と式で，数量の関係を等式で表
すことを学習している。

a
3

 数量の関係を文字を使った式に表
すことができるかどうかをみる。
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中数Ａ－３

出題の趣旨

正 答 率

33.6%

4節　数量の関係を表す式 97

　x＞10または x＝10のとき，x の値は 10以上と
いい，記号 ≧ を使って，≧10 と表す。
　x＜10または x＝10のとき，x の値は 10以下と
いい，記号 ≦ を使って，≦10 と表す。

全体と部分の関係

  acm のひもから bcm のひもを 3本切りとったら， 
残りの長さが 8cm になった。

 このとき，長さについて，
 　　　（全体の長さ）－（切りとった 3本の長さ）＝（残りの長さ）
 という関係があるから，次のように表すことができる。
 　　　a－3b＝8

 例 1の長さの関係は，次の等式で表すこともできます。
 それぞれの式は，どのように考えてつくったのか
 説明しなさい。
 ⑴　a＝3b＋8 ⑵　3b＝a－8

 次の数量の関係を等式で表しなさい。
 ⑴　 500ページの本を 1日に 15ページずつ a 日間読んだら， 

残りが b ページになった。
 ⑵　 x 円のボールを 3割引きで買ったら，代金は y 円だった。

代金の関係

  しゅんさんは 1個 10円のガムを a 個と 200円の
 スナック菓子を 1個買い，まいさんは 1個 15円の
 キャンディを b 個買ったところ，しゅんさんの
 代金は，まいさんの代金よりも高くなった。
 このとき，代金について，
 　　　（しゅんさんの代金）＞（まいさんの代金）
 という関係があるから，次のように表すことができる。
 　　　10a＋200＞15b

例 1

acm

bcm bcm bcm 8cm

問1

1
たしかめ ▲

補充問題
p.290 27

例 2

x は a 以上  ………… x≧a

x は a 以下  ………… x≦a

x は a 未満 
（x は a より小さい） … x＜a

図を使って整理すると，
数量の等しい関係が
わかりやすくなるね。

いろいろな
表し方が
あるんだね。
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1節　方程式とその解き方 107

方程式の解

 －2，－1，0，1，2のうち，方程式 3x－4＝x－2の解は
 どれですか。

 x＝－2のとき，
 （左辺）＝3×（－2）－4 （右辺）＝－2－2
 　　　＝－10 　　　＝－4
 x＝－1のとき，
 （左辺）＝3×（－1）－4 （右辺）＝－1－2
 　　　＝－7 　　　＝－3
 x＝0のとき，
 （左辺）＝3×0－4 （右辺）＝0－2
 　　　＝－4 　　　＝－2
 x＝1のとき，
 （左辺）＝3×1－4 （右辺）＝1－2
 　　　＝－1 　　　＝－1
 x＝2のとき，
 （左辺）＝3×2－4 （右辺）＝2－2
 　　　＝2 　　　＝0
 したがって，x＝1のとき，
 左辺の値と右辺の値が等しく
 なり，等式は成り立つ。
 答　1

 －4，－3，－2，－1のうち，方程式 2x＋1＝x－1の解は
 どれですか。

 次の方程式のうち，解が 3であるものはどれですか。
 また，解が－2であるものはどれですか。
 ◯ア　2x＋7＝3 ◯イ　4－2x＝－2
 ㋒　x－10＝11x＋10 ㋓　2x＋3（x＋1）＝－7

例題1

解答

xの値 左辺の値 右辺の値
－2 －10 ＜ －4
－1 －7 ＜ －3
0 －4 ＜ －2
1 －1 ＝ －1
2 2 ＞ 0

1
たしかめ

問2 ▲

補充問題
p.291 1

方程式の解を求めるには，いつも文字に数を
代入して調べなければいけないのかな？
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②　方程式とその解　〈1年4章　方程式〉

　　 正　　答　

イ

　　 誤 答 例　

ア
1 元 1 次方程式の両辺の x に同じ数を代入した

とき，左辺と右辺が同じになった計算結果を 1 元
1 次方程式の解ととらえたと考えられる。

　課題と指導のポイント　

方程式の解の意味を理解していないことに課題
がある。指導にあたっては，左辺と右辺の x に
いくつかの数を代入し，左辺と右辺の値が等しく
なるときの x の値を見つける活動を取り入れる
ことが大切である。その際，3 がこの方程式の解
であり，6 は両辺の式の値であることを理解でき
るようにすることが大切である。

1 年・方程式で，方程式の解の意味，方程式の
解を見つける活動を学習している。

1年・方程式　p.107

1年・方程式　p.106

106 4章　方程式

方程式とその解き方
	 1	 方程式とその解

　前ページで，体験教室の参加者の人数を x 人と
すると，お菓子の個数の関係から，次の等式を
つくることができる。
　 　　4x＋28＝240　…… ①
　体験教室の参加者の人数を求めるには，
①の等式の x にあてはまる値を求めればよい。

 上の①の等式 4x＋28＝240で，x の値が
 　　　50，51，52，53，54，55
 のときの左辺の値を求めて，右辺の値と等しくなるかどうか
 調べなさい。

 

x の値 左辺の値 右辺の値

50 4×50＋28＝228 ＜ 240

51 240

52 240

53 240

54 240

55 240

　等式の中の文字にある値を代入して，左辺の値と右辺の値が等しく
なるとき，その等式は成り立つという。

　問 1で調べたように，等式 4x＋28＝240は，x の値が 53のとき，
等式が成り立ち，それ以外の値では成り立たない。

　等式 4x＋28＝240のように，x の値によって成り立ったり
成り立たなかったりする等式を，x についての 方

ほう

程
てい

式
しき

 という。
　また，方程式を成り立たせる文字の値を，その方程式の 解

かい

 という。
たとえば，方程式 4x＋28＝240の解は 53である。

1節

等式を成り立たせる文字の値
あたい
を

求めてみましょう。

問1

4章　方程式

28個

……

50人よりは
多そうだね。
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正 答 率

48.2%

出題の趣旨

1 元 1 次方程式の解の意
味を理解しているかどうか
をみる。
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　　 正　　答　

a＝ 

　　 誤 答 例　

a＝   Sh

等式 S＝   ah の S と a を入れかえたと
考えられる。

　課題と指導のポイント　

2 つ以上の文字を含む等式を目的に応じて
変形することに課題がある。指導にあたって
は，式変形の目的を明確にするとともに，あ
る文字について解くことの意味を理解し，等
式の性質などの根拠に基づいて正しく変形す
る場面を設定することが大切である。

三角形の面積を表す式 S＝   ah から，三
角形の底辺を求めるために a について解く
だけでなく，高さを求めるために h につい
て解く場面を設定することも考えられる。

2 年・式の計算で，等式の変形を学習して
いる。

2S
h

1
2

1
2

1
2

③　等式の変形　〈2年1章　式の計算〉

2年・式の計算　p.34

正 答 率

49.2%

��� a���b�－� ����� a－�b ��������

���

h

a

���
�	���� a ��� h �
������ S ��������� 
�

S � �� ah

	���������������
�� a ���������

�����

出題の趣旨

具体的な場面で関係を表す式を，
等式の性質を用いて，目的に応じ
て変形できるかどうかをみる。

34 1章　式の計算

	 2	 等式の変形

 どの地点かな？

地上から 11kmの地点までは，1km高くなる

ごとに気温はほぼ 6 °Cずつ下がります。

地上の気温が 18 °Cのとき，地上から xkmの

地点の気温を y °Cとすると，xと yの関係は，

　　　y＝18－6x

と表すことができます。

気温が 12 °Cになるのは，地上から何 kmの

地点でしょうか。また，気温が 6 °Cになるのは，

地上から何 kmの地点でしょうか。

　 のように，yの値を代入して xの値を求める
ときは，x＝ の形に変形しておくと便利である。
　　　y＝18－6x …… ①
　y，－6xを移項すると，
 6x＝18－y

　両辺を 6でわると，

　　　x＝ 18－
y
6  …… ②

　このように，はじめの等式①を変形して，xの値を求める 

等式②を導くことを，等式①を について解く という。

 上の等式②を利用して，気温が 12°C，6°Cになるのは，
 それぞれ地上から何 kmの地点であるかを求めなさい。

 y＝12－2xを，xについて解きなさい。

 次の式を，〔　〕の中の文字について解きなさい。

 ⑴　5x－3y＝9〔y〕　 ⑵　m＝ a＋b
2 〔b〕　 ⑶　ℓ＝2πr〔r〕

目的に合うように，等式を変形する
方法を考えてみましょう。

問1

1
たしかめ

問2 ▲

補充問題
p.245 19

地上からの地点を
効率よく求めるには
どうすればよいかな？

方程式と同じように
変形するんだね。
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④　直線　〈1年6章　平面図形〉

　　 正　　答　

エ

　　 誤 答 例　

ア
作図の方法で得られた点や線分の特徴を，図形

の性質と関連づけてとらえておらず，見た印象だ
けで判断していると考えられる。

　課題と指導のポイント　

手順通りの作図によって，何が作図できたのか
を理解することに課題がある。指導にあたっては，
個々の手順で得られる点や線分の特徴を図形の性
質と関連づけて読みとる場面を設定することが大
切である。例えば，△ ABC の面積を求める文脈
を設定し，辺 BC を底辺とするときの高さを表
す線分を作図し，その手順をふり返る場面を設定
することが考えられる。

1 年・平面図形で，垂線の作図を学習している。

2節　作図 181

 前ページの例 2の手順 2 で， 1 と等しい半径の
 円をかいた場合，角の二等分線を作図することが
 できますか。その理由も説明しなさい。

 下の図に，∠XOY の二等分線をそれぞれ作図しなさい。
 ⑴　 　　⑵　

　∠XOY の二等分線ℓ上に
点 P をとると，点 P から
2辺 OX，OY までの距離は
等しい。
　また，∠XOY の内部に
あって，2辺 OX，OY までの
距離が等しい点 P は，∠XOY の二等分線上にある。

垂線の作図

 どんな位置関係かな？

上のたしかめ 2⑵の∠XOYで，

その角を大きくしていくと，

3点 X，O，Yが一直線上に並ぶ

ときがあります。

このとき，∠XOYの二等分線は

直線 XYとどんな位置関係にあると

いえるでしょうか。

問1
みんなに
説明しよう

PO

X

Y

A

B

2

2

2
たしかめ ▲

補充問題
p.295 6

O

X

Y O

X

Y

ℓ
P

O Y

X

ℓ
P

O Y

X

O
Y

O
YX

X

　前ページの から，直線 XY 上の点 O を通る垂線は，
大きさが 180°の∠XOY の二等分線と一

いっ
致
ち
することがわかる。

　したがって，直線ℓ上の点 O を通る垂線は，
次の手順で作図することができる。

　 1   点 O を中心とする円をかき， 
その円と直線ℓの交点を A，B とする。

　 2   点 A，B をそれぞれ中心とする 

等しい半径の円をかき，その交点の 

1つを P とする。
　 3  直線 OP をひく。

　上の垂線の作図では，右の図のような
線対称な図形である二等辺三角形 PAB で，
その対称の軸 OP をひいたものと考える
ことができる。

 はるかさんとりくさんは，直線ℓ上にない点 P を通り，
 直線ℓに垂直な直線を作図するために，次のような円を
 かいて考えました。このあと，どのようにすれば垂線を
 作図することができますか。

 　

ℓ
BA

P

 　　

ℓ

P

A

数学的な考え方

特別な場合を考える
180°の角の二等分線
を考える。

BA O

P

ℓ
1

22

3

O

P

BAℓ O

P

BAℓ

問2
みんなに
説明しよう

直線ℓ上に点Aをとって，
点Aを中心とする半径APの
円をかいたよ。

点 Pを中心として，
直線ℓと交わる
円をかいたよ。

はるか さん りく さん

5

10

15

1年・平面図形　p.181

正 答 率

31.1%
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中数Ａ－７
出題の趣旨

垂線の作図の方法について理解し
ているかどうかをみる。
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　　 正　　答　

イ

　　 誤 答 例　

カ
平行な 2 直線に 1 直線が交わった場合に

のみ，∠ x の錯角があるととらえていると
考えられる。

　課題と指導のポイント　

2 直線に 1 直線が交わってできる角の位置
関係についての理解に課題がある。指導にあ
たっては，2 直線に 1 直線が交わってできる
8 つの角で，互いに同位角や錯角の関係に
なっている角を見いだす活動を取り入れるこ
とが大切である。例えば，平行でない 2 直
線に 1 直線が交わる場合にできる 8 つの角
と，平行な 2 直線に 1 直線が交わる場合に
できる角について，それぞれの位置関係をと
らえる活動を取り入れることが考えられる。

2 年・平行と合同で，同位角，錯角の意味
を学習している。

⑤　錯角の意味　〈2年4章　平行と合同〉

出題の趣旨

2年・平行と合同　p.105

1節　平行線と角 105

平行線と角
	 1	 直線と角

2直線が交わってできる角

 何度になるかな？

右の図のように，2直線ℓ，mが交わっています。

∠b＝115°のとき，∠aと∠cはそれぞれ何度に 

なるでしょうか。

　2直線が交わってできる 4つの角のうち，右上の図の
　　　∠aと∠c，∠bと∠d

のように向かい合う 2つの角を 対
たい

頂
ちょう

角
かく

 という。

　対頂角である∠aと∠cの大きさが等しいことは，次のように説明する
ことができる。

　1つの直線の片側にできる角が 180°であることに着目すると，
∠bが何度であっても，∠aと∠cの大きさはそれぞれ
　　　∠a＝ 180°－∠b 　　　　　　∠c＝ 180°－∠b 

と表すことができる。
　したがって，∠aと∠cはどちらも 180°－∠bに等しいから，
∠a＝∠cである。

対頂角の性質

対頂角は等しい。

1節

2直線が交わってできる角について
調べてみましょう。

m

a

b

d
c

ℓ

数学メモ

90°の角を直角と
いうように，180°
の角を平

へい
角
かく
という

ことがあります。
180°

ℓ

180°m

a

b

ℓ

m 180°

c

b

対頂角の性質

 右の図で，3つの直線ℓ，m，nは 1点で
 交わっている。このとき，∠aは 55°の角の
 対頂角だから，
 　　　∠a＝55°
 である。

 例 1の図で，∠b，∠cの大きさを求めなさい。

2直線に 1つの直線が交わってできる角

　右の図のように，2直線ℓ，mに 1つの直線 nが
交わってできる角のうち，
　　　∠aと∠e，∠bと∠f，
　　　∠cと∠g，∠dと∠h

のような位置にある 2つの角を 同
どう

位
い

角
かく

 という。
　また，
　　　∠cと∠e，∠dと∠f

のような位置にある 2つの角を 錯
さっ

角
かく

 という。

 右の図で，2直線ℓ，mに
 1つの直線 nが交わっている
 とき，次の角をいいなさい。
 ⑴　∠pの同位角
 ⑵　∠uの錯角 

例 1 ℓ

55°bn

m

a
c

1
たしかめ ▲

補充問題
p.251 1

ℓ
b

n

m

a

dc

ef

hg

2
たしかめ

sp

q r
n

wt
u v

ℓ m ▲

補充問題
p.251 2

 「同位角」，「錯角」の意味

　同位角の「同位」には「同じ位置にある」，

錯角の「錯」には「入り交じる」という意味が

あります。

　また，錯角
4

には，錯覚
4

という同音異義語が

ありますが，これは「実際とは違
ちが
うものと認

にん
識
しき
してしまうこと」という意味があり，

錯角とはまったく異なる言葉なので，間違えないように注意しましょう。

同位角 錯角

mm

nn

ℓ

ℓ

同位角や錯角は，どんなときに
等しくなるのかな？
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正 答 率

42.6%

錯角の意味を理解しているかどう
かをみる。
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⑥　平行四辺形になるための条件　〈2年5章　三角形と四角形〉

　　 正　　答　

イ

　　 誤 答 例　

ア

　課題と指導のポイント　

コンパスは等しい長さを移すということや，
平行四辺形になるための条件についての理解
に課題がある。指導にあたっては、平行四辺
形の作図の手順に用いられている条件や，具
体物にみられる平行四辺形になるための条件
を指摘する活動を取り入れることが大切であ
る。

2 年・三角形と四角形で， 平行四辺形に
なるための条件を学習している。

正 答 率

49.7%

2年・三角形と四角形　p.164

出題の趣旨

作図の手順を読み，根拠として用
いられている平行四辺形になるため
の条件を理解してかどうかをみる。
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164 5章　三角形と四角形

　ノートの罫線は平行だから，前ページの では，AD // BCである。
　したがって，点Aと B，CとDをそれぞれ線分で結ぶと，
AD＝BC，AD // BCの四角形ABCDができる。

  AD＝BC，AD // BCである四角形ABCDは 

平行四辺形になることを証明しなさい。

　これまでに調べたことから，次の定理が得られる。

平行四辺形になるための条件

定理　四角形は，次のどれかが成り立つとき平行四辺形である。
 　 1　2組の対辺がそれぞれ等しい。

 　 2　2組の対角がそれぞれ等しい。

 　 3　対角線がそれぞれの中点で交わる。

 　 4　1組の対辺が平行で長さが等しい。

 四角形ABCDが平行四辺形になるのは，次の○ア～○エのどの場合
 ですか。また，その理由もいいなさい。
 ただし，点Oは，対角線AC，BDの交点とします。
 ○ア　AB＝3cm，BC＝5cm，CD＝5cm，DA＝3cm
 ○イ　∠A＝130°，∠B＝50°，∠C＝130°，∠D＝50°
 ○ウ　AB // DC，AD＝3cm，BC＝3cm
 ○エ　OA＝5cm，OB＝4cm，OC＝5cm，OD＝4cm
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たしかめ ▲

補充問題
p.254 8

「2組の対辺がそれぞれ平行である」ことが示せなくても，
上の 1～ 4 のどれかが成り立つことを示せば，
その四角形は平行四辺形といえるんだね。
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　　 正　　答　

①面積 ②縦の長さ

　　 誤 答 例　

①縦の長さ ②面積
独立変数と従属変数の違いを区別できてい

ないと考えられる。

⑦　関数の表現　〈1年5章　比例と反比例〉

出題の趣旨

1年・比例と反比例　p.134〜135

正 答 率

21.1%

　課題と指導のポイント　

関数の意味の理解に課題がある。指導にあ
たっては，事象の中にある 2 つの数量の変
化や対応の様子を調べ，それらの関係を見い
だす活動を取り入れることが大切である。そ
の際，独立変数と従属変数との違いを意識し
て「…は…の関数である」という形で表現す
る場面を設定することが考えられる。

また，縦の長さを決めると面積がただ 1 つ
に決まることを確認し，「面積は縦の長さの
関数である」という形で表現する活動を取り
入れることも考えられる。さらに，一方の値
が決まっても他方の値がただ 1 つに決まら
ないような関係を取り上げ，関数の意味の理
解を深めることも考えられる。

1 年・比例と反比例で，関数の意味を学習
している。

関数の意味を
理解しているか
どうかをみる。
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134 5章　比例と反比例 1節　関数 135

関数
	 1	 関数

　132ページの水そうの例で，水を入れ始めてからの時間を x 分，
水面の高さを ycm とすると，x と y はいろいろな値をとる。
　この x，y のように，いろいろな値をとる文字を 変

へん

数
すう

 という。

　また，前ページの 2 で調べたように，x と y の関係は下の表の
ようになり，x の値を決めると，y の値がただ 1つ決まる。

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

y 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

　このように，2つの変数 x，y があって，
　　　x の値を決めると，それに対応する y の値がただ 1つ決まる
とき， yは xの関

かん

数
すう

である という。

　y が x の関数であるかどうかを判断するには，
上のような表をつくって，対応する x と y の値を
調べるとわかりやすくなる。

 右の図のような長方形の形をした窓が
 あります。窓の縦の長さは 110cm で，
 左側の窓だけ横方向に 80cm まで
 開けることができます。
 窓を xcm 開けたときの開けた部分の
 周囲の長さを ycm として，次の問いに
 答えなさい。
 ⑴　下の表の をうめて，x と y の関係を調べなさい。

 　　
x 0 10 20 30 40 50 60 70 80

y 0

 ⑵　y は x の関数であるといえますか。

1節

一方の値を決めるともう一方の値が決まる2つの
数量の関係について，さらに調べてみましょう。

1
たしかめ

ycm

110cm

xcm

5章　比例と反比例

 次の⑴～⑷で，y は x の関数であるといえますか。
 ⑴　 右の図のように，厚さ 1.5cm の本を 

x 冊積み上げたときの本全体の 

高さ ycm
 ⑵　 500円玉で，x 円の商品を買った 

ときのおつり y 円
 ⑶　 周の長さが xcm である長方形の 

面積 ycm2

 ⑷　 右のような料金が設定されている 

駐
ちゅう

輪
りん

場に，自転車を x 時間駐輪した 

ときの駐輪料金 y 円

　たとえば，問 1⑴については，
　　　本全体の高さ は 本の冊数 の関数である
というように，文字 x，y などを使わずにいい表すこともある。

 正方形の面積を決めるには，どんな数量が
 決まればよいか答えなさい。
 また，その関係を「～は…の関数である」
 といういい方で表しなさい。

 上の問 1⑷で，
 　　　駐輪時間 は 駐輪料金 の関数である
 といえますか。

問1 ▲

補充問題
p.292 1

問2

問3

 「関数」の由来

　「関数」という言葉を，数学の用語として最初に使った人は，

ドイツの数学者ライプニッツ（1646～1716）といわれています。

「関数」は，英語では functionといいますが，これはラテン語の

functioを語源としたもので，機能や作用という意味があります。

数学の
歴史

ライプニッツ

駐輪料金表

1時間まで 50円
3時間まで 100円

3時間を超
こ
える場合，

以降，12時間ごとに
右の金額を加算する

100円

駐輪料金を決めると，
駐輪時間はただ 1つに
決まるのかな？

たとえば，xの値を
5に決めると…

x … 5 …
対応y … 20 …

5

10

15

20

25

5

10

15

20

134 5章　比例と反比例 1節　関数 135

関数
	 1	 関数

　132ページの水そうの例で，水を入れ始めてからの時間を x 分，
水面の高さを ycm とすると，x と y はいろいろな値をとる。
　この x，y のように，いろいろな値をとる文字を 変

へん

数
すう

 という。

　また，前ページの 2 で調べたように，x と y の関係は下の表の
ようになり，x の値を決めると，y の値がただ 1つ決まる。

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

y 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

　このように，2つの変数 x，y があって，
　　　x の値を決めると，それに対応する y の値がただ 1つ決まる
とき， yは xの関

かん

数
すう

である という。

　y が x の関数であるかどうかを判断するには，
上のような表をつくって，対応する x と y の値を
調べるとわかりやすくなる。

 右の図のような長方形の形をした窓が
 あります。窓の縦の長さは 110cm で，
 左側の窓だけ横方向に 80cm まで
 開けることができます。
 窓を xcm 開けたときの開けた部分の
 周囲の長さを ycm として，次の問いに
 答えなさい。
 ⑴　下の表の をうめて，x と y の関係を調べなさい。

 　　
x 0 10 20 30 40 50 60 70 80

y 0

 ⑵　y は x の関数であるといえますか。

1節

一方の値を決めるともう一方の値が決まる2つの
数量の関係について，さらに調べてみましょう。

1
たしかめ

ycm

110cm

xcm

5章　比例と反比例

 次の⑴～⑷で，y は x の関数であるといえますか。
 ⑴　 右の図のように，厚さ 1.5cm の本を 

x 冊積み上げたときの本全体の 

高さ ycm
 ⑵　 500円玉で，x 円の商品を買った 

ときのおつり y 円
 ⑶　 周の長さが xcm である長方形の 

面積 ycm2

 ⑷　 右のような料金が設定されている 

駐
ちゅう

輪
りん

場に，自転車を x 時間駐輪した 

ときの駐輪料金 y 円

　たとえば，問 1⑴については，
　　　本全体の高さ は 本の冊数 の関数である
というように，文字 x，y などを使わずにいい表すこともある。

 正方形の面積を決めるには，どんな数量が
 決まればよいか答えなさい。
 また，その関係を「～は…の関数である」
 といういい方で表しなさい。

 上の問 1⑷で，
 　　　駐輪時間 は 駐輪料金 の関数である
 といえますか。

問1 ▲

補充問題
p.292 1

問2

問3

 「関数」の由来

　「関数」という言葉を，数学の用語として最初に使った人は，

ドイツの数学者ライプニッツ（1646～1716）といわれています。

「関数」は，英語では functionといいますが，これはラテン語の

functioを語源としたもので，機能や作用という意味があります。

数学の
歴史

ライプニッツ

駐輪料金表

1時間まで 50円
3時間まで 100円

3時間を超
こ
える場合，

以降，12時間ごとに
右の金額を加算する

100円

駐輪料金を決めると，
駐輪時間はただ 1つに
決まるのかな？

たとえば，xの値を
5に決めると…

x … 5 …
対応y … 20 …

5

10

15

20

25

5

10

15

20

134 5章　比例と反比例 1節　関数 135

関数
	 1	 関数

　132ページの水そうの例で，水を入れ始めてからの時間を x 分，
水面の高さを ycm とすると，x と y はいろいろな値をとる。
　この x，y のように，いろいろな値をとる文字を 変

へん

数
すう

 という。

　また，前ページの 2 で調べたように，x と y の関係は下の表の
ようになり，x の値を決めると，y の値がただ 1つ決まる。

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

y 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

　このように，2つの変数 x，y があって，
　　　x の値を決めると，それに対応する y の値がただ 1つ決まる
とき， yは xの関

かん

数
すう

である という。

　y が x の関数であるかどうかを判断するには，
上のような表をつくって，対応する x と y の値を
調べるとわかりやすくなる。

 右の図のような長方形の形をした窓が
 あります。窓の縦の長さは 110cm で，
 左側の窓だけ横方向に 80cm まで
 開けることができます。
 窓を xcm 開けたときの開けた部分の
 周囲の長さを ycm として，次の問いに
 答えなさい。
 ⑴　下の表の をうめて，x と y の関係を調べなさい。

 　　
x 0 10 20 30 40 50 60 70 80

y 0

 ⑵　y は x の関数であるといえますか。

1節

一方の値を決めるともう一方の値が決まる2つの
数量の関係について，さらに調べてみましょう。

1
たしかめ

ycm

110cm

xcm

5章　比例と反比例

 次の⑴～⑷で，y は x の関数であるといえますか。
 ⑴　 右の図のように，厚さ 1.5cm の本を 

x 冊積み上げたときの本全体の 

高さ ycm
 ⑵　 500円玉で，x 円の商品を買った 

ときのおつり y 円
 ⑶　 周の長さが xcm である長方形の 

面積 ycm2

 ⑷　 右のような料金が設定されている 

駐
ちゅう

輪
りん

場に，自転車を x 時間駐輪した 

ときの駐輪料金 y 円

　たとえば，問 1⑴については，
　　　本全体の高さ は 本の冊数 の関数である
というように，文字 x，y などを使わずにいい表すこともある。

 正方形の面積を決めるには，どんな数量が
 決まればよいか答えなさい。
 また，その関係を「～は…の関数である」
 といういい方で表しなさい。

 上の問 1⑷で，
 　　　駐輪時間 は 駐輪料金 の関数である
 といえますか。

問1 ▲

補充問題
p.292 1

問2

問3

 「関数」の由来

　「関数」という言葉を，数学の用語として最初に使った人は，

ドイツの数学者ライプニッツ（1646～1716）といわれています。

「関数」は，英語では functionといいますが，これはラテン語の

functioを語源としたもので，機能や作用という意味があります。

数学の
歴史

ライプニッツ

駐輪料金表

1時間まで 50円
3時間まで 100円

3時間を超
こ
える場合，

以降，12時間ごとに
右の金額を加算する

100円

駐輪料金を決めると，
駐輪時間はただ 1つに
決まるのかな？

たとえば，xの値を
5に決めると…

x … 5 …
対応y … 20 …

5

10

15

20

25

5

10

15

20

134 5章　比例と反比例 1節　関数 135

関数
	 1	 関数

　132ページの水そうの例で，水を入れ始めてからの時間を x 分，
水面の高さを ycm とすると，x と y はいろいろな値をとる。
　この x，y のように，いろいろな値をとる文字を 変

へん

数
すう

 という。

　また，前ページの 2 で調べたように，x と y の関係は下の表の
ようになり，x の値を決めると，y の値がただ 1つ決まる。

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

y 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

　このように，2つの変数 x，y があって，
　　　x の値を決めると，それに対応する y の値がただ 1つ決まる
とき， yは xの関

かん

数
すう

である という。

　y が x の関数であるかどうかを判断するには，
上のような表をつくって，対応する x と y の値を
調べるとわかりやすくなる。

 右の図のような長方形の形をした窓が
 あります。窓の縦の長さは 110cm で，
 左側の窓だけ横方向に 80cm まで
 開けることができます。
 窓を xcm 開けたときの開けた部分の
 周囲の長さを ycm として，次の問いに
 答えなさい。
 ⑴　下の表の をうめて，x と y の関係を調べなさい。

 　　
x 0 10 20 30 40 50 60 70 80

y 0

 ⑵　y は x の関数であるといえますか。

1節

一方の値を決めるともう一方の値が決まる2つの
数量の関係について，さらに調べてみましょう。

1
たしかめ

ycm

110cm

xcm

5章　比例と反比例

 次の⑴～⑷で，y は x の関数であるといえますか。
 ⑴　 右の図のように，厚さ 1.5cm の本を 

x 冊積み上げたときの本全体の 

高さ ycm
 ⑵　 500円玉で，x 円の商品を買った 

ときのおつり y 円
 ⑶　 周の長さが xcm である長方形の 

面積 ycm2

 ⑷　 右のような料金が設定されている 

駐
ちゅう

輪
りん

場に，自転車を x 時間駐輪した 

ときの駐輪料金 y 円

　たとえば，問 1⑴については，
　　　本全体の高さ は 本の冊数 の関数である
というように，文字 x，y などを使わずにいい表すこともある。

 正方形の面積を決めるには，どんな数量が
 決まればよいか答えなさい。
 また，その関係を「～は…の関数である」
 といういい方で表しなさい。

 上の問 1⑷で，
 　　　駐輪時間 は 駐輪料金 の関数である
 といえますか。

問1 ▲

補充問題
p.292 1

問2

問3

 「関数」の由来

　「関数」という言葉を，数学の用語として最初に使った人は，

ドイツの数学者ライプニッツ（1646～1716）といわれています。

「関数」は，英語では functionといいますが，これはラテン語の

functioを語源としたもので，機能や作用という意味があります。

数学の
歴史

ライプニッツ

駐輪料金表

1時間まで 50円
3時間まで 100円

3時間を超
こ
える場合，

以降，12時間ごとに
右の金額を加算する

100円

駐輪料金を決めると，
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関数
	 1	 関数

　132ページの水そうの例で，水を入れ始めてからの時間を x 分，
水面の高さを ycm とすると，x と y はいろいろな値をとる。
　この x，y のように，いろいろな値をとる文字を 変

へん

数
すう

 という。

　また，前ページの 2 で調べたように，x と y の関係は下の表の
ようになり，x の値を決めると，y の値がただ 1つ決まる。
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y 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

　このように，2つの変数 x，y があって，
　　　x の値を決めると，それに対応する y の値がただ 1つ決まる
とき， yは xの関

かん

数
すう

である という。

　y が x の関数であるかどうかを判断するには，
上のような表をつくって，対応する x と y の値を
調べるとわかりやすくなる。

 右の図のような長方形の形をした窓が
 あります。窓の縦の長さは 110cm で，
 左側の窓だけ横方向に 80cm まで
 開けることができます。
 窓を xcm 開けたときの開けた部分の
 周囲の長さを ycm として，次の問いに
 答えなさい。
 ⑴　下の表の をうめて，x と y の関係を調べなさい。
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y 0

 ⑵　y は x の関数であるといえますか。

1節

一方の値を決めるともう一方の値が決まる2つの
数量の関係について，さらに調べてみましょう。

1
たしかめ

ycm

110cm
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5章　比例と反比例

 次の⑴～⑷で，y は x の関数であるといえますか。
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高さ ycm
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 ⑶　 周の長さが xcm である長方形の 

面積 ycm2

 ⑷　 右のような料金が設定されている 

駐
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輪
りん

場に，自転車を x 時間駐輪した 

ときの駐輪料金 y 円

　たとえば，問 1⑴については，
　　　本全体の高さ は 本の冊数 の関数である
というように，文字 x，y などを使わずにいい表すこともある。
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 決まればよいか答えなさい。
 また，その関係を「～は…の関数である」
 といういい方で表しなさい。

 上の問 1⑷で，
 　　　駐輪時間 は 駐輪料金 の関数である
 といえますか。
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⑧　反比例の式　〈1年5章　比例と反比例〉

1年・比例と反比例・p.154

　　 正　　答　

 

　　 誤 答 例　

12x

反比例の式と比例の式を混同していると考
えられる。

　課題と指導のポイント　

反比例のグラフから x と y の関係を式で
表すことに課題がある。指導にあたっては，
グラフの特徴と式を関連づけて考察する場面
を設定することが大切である。例えば，反比
例のグラフから x 座標と y 座標の値の組を
読みとり，x と y の値の積が常に一定の値 a

になることを調べ，反比例が y＝    という
式で表されることを確認する場面を設定する
ことが考えられる。また，反比例のグラフは，
x 軸と y 軸のそれぞれに限りなく近づくが交

わらないことを確認する場面を取り入れるこ
とも大切である。

1 年・比例と反比例で，反比例のグラフか
ら x と y の関係を式で表すことを学習して
いる。

12
x

a
x出題の趣旨

正 答 率

35.6%

154 5章　比例と反比例

  左の図は，反比例のグラフ
です。このとき，yを xの
式で表しなさい。

  関数 y＝－ 12
x

 のグラフを

 左の図にかき入れなさい。

問5 ▲

補充問題
p.294 11

問6 ▲

補充問題
p.294 12

  関数 y＝ 6
x

 を例にして，反比例における表，式，グラフの関係を
示すと，次のようになります。 にあてはまる数を入れなさい。

x
xy＝

y

0－1…

／

1

表

式

x＝1のときの yの値

グラフ

2

O 1
x

y

3－6…

…

…

y＝ 6x

y＝
＝

6
1

問7

 比例の関係と反比例の関係

 これまでに学習してきた比例の関係 y＝axと反比例の関係 y＝　  の特
とく
徴
ちょう
を

 比べてみましょう。

a
x

x
O 5

－5

－5

5

10

－10

10
－10

y

比例定数が 6の
場合だね。
比例定数がほかの
値になると，
どうなるかな？

xの値が 2倍，3倍，…
になると，yの値は
どうなったかな？

グラフの
形は？

5

10

反比例のグラフ上の点の座標から，
x と y の関係を式で表すことができ

るかどうかをみる。

��� y � x ����������������������
	�
����

� ����m������� x m��� ������ y ��

� ������ x cm �������� y cm�

� ����������x ������ ��������
y ���

� ���������� x ���� ��¡ y �

� x m �¢£¤��¥¦§����¨� ��¥��
�� y m

�©���ª«�����¬®¯�°±���©��²����³� 
� y � x�´µ¶����

y

A©

x
O �

中数Ａ－１８
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　　 正　　答　

ウ

　　 誤 答 例　

エ
変化の割合が 2 である 1 次関数の表では，

y の値が 1 だけ増加したとき，対応する x の
値が 2 だけ増加するととらえたと考えられる。

　課題と指導のポイント　

1 次関数 y＝ax＋b の変化の割合を求める
ことに課題がある。指導にあたっては，表に
おける x，y の値の変化の様子を調べる活動
を取り入れることが大切である。例えば，
1 次関数 y＝2x＋1 について，x の値を 1 ず 
つ，2 ずつ，3 ずつ増やした場合を考え，それ
ぞれの場合において y の増加量を調べる活
動を取り入れることが考えられる。このよう
な活動を通して，変化の割合は，x の増加量

が 1 以外の場合でも      で求められ

ることを確認する場面を設定することが考え
られる。

2 年・1 次関数で，変化の割合を学習して
いる。

y の増加量
x の増加量

⑨　1次関数の変化の割合　〈2年3章　1次関数〉

2年・1次関数　p.72〜73

出題の趣旨
正 答 率

56.4%
与えられた 1 次関数の表について，変

化の割合を理解しているかどうかをみる。
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72 3章　1次関数 1節　1次関数 73

	 2	 1次関数の値の変化

 どちらかな？

水が少し入っていて，形も大きさも

同じである水そう A，Bがあります。

これらの水そうに，それぞれ一定の

割合で水を入れたら，右の図のように

なりました。

水を入れている割合が大きいのは，

どちらの水そうでしょうか。

　上の では，1分あたりに上がった水位を求めることで，水そうAと
Bの水位の上がり方を比べることができる。
　水を入れ始めてから x分後の水位を
ycmとしたとき，水そうAについて，
1分あたりに上がった水位は，次の
ように求めることができる。

　
（yの増加量）
（xの増加量）

＝ 38－266－4 ＝  12
2 ＝6

1次関数で，の値
あたい
の変化にともなって，yの値が

どのように変化するか調べてみましょう。

0分 4分後 6分後

26cm 38cm

水そう A

0分 5分後 8分後

28cm
43cm

水そう B

x … 4 … 6 …

y … 26 … 38 …

2

 12  

「xの値の増加量」
を，単に
「x の増加量」と
表すことにする。

 前ページの の水そう Bの xと yの関係について，xの値が
 5から 8まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

 前ページの について，水を入れている割合が大きいのは，
 どちらの水そうですか。また，その理由を「変化の割合」という
 用語を使って説明しなさい。

　1次関数の変化の割合について，さらに調べてみよう。

 1次関数 y＝2x－1について，xの値が
 次のように増加するときの変化の割合を
 求めなさい。
 ⑴　－2から 1まで
 ⑵　1から 3まで

 1次関数 y＝－x＋5について，xの値が
 次のように増加するときの変化の割合を 

 求めなさい。
 ⑴　－3から 2まで
 ⑵　2から 6まで

  問 2，問 3の結果から，1次関数の 

変化の割合について，気づいたことを 

説明しなさい。

　これまで調べたことから，次のことがいえる。

1次関数の変化の割合

1次関数 y＝ax＋b では，x がどの値からどれだけ増加しても，
変化の割合は一定で，x の係数 a に等しい。

　　　（変化の割合）＝
（y の増加量）
（x の増加量）

＝a …… （＊）

2
たしかめ

問1
みんなに
説明しよう

問2

問3

問4
みんなに 
説明しよう

x … －2 … 1 … 3 …

y … … … …

x … －3 … 2 … 6 …

y … … … …

xの増加量が 3だった
ときの，yの増加量と
変化の割合は…

 上の の水そう Bについて，
 1分あたりに上がった水位を
 求めなさい。

1
たしかめ

x … 5 … 8 …

y … 28 … 43 …

　一般に，yが xの関数であるとき，
xの増加量に対する yの増加量の 

割合を 変化の割合 という。

　すなわち，上の の水そうAの xと yの関係では，xの値が 

4から 6まで増加するときの変化の割合は 6である。

（変化の割合）＝
（y の増加量）
（x の増加量）

5

10

15

20

5

10

15

20
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⑩　相対度数　〈1年8章　データの分析〉

　　 正　　答　

イ

1年・データの分析　p.2551年・データの分析　p.250

　　 誤 答 例　

ウ
多数回の試行で相対度数の値が一定の値に

近づくことを理解しておらず，表と裏の出方
が同様に確からしいことから，その値が 0.5
で一定であるととらえていると考えられる。

　課題と指導のポイント　

相対度数の意味の理解に課題がある。指導
にあたっては，ある試行を多数回繰り返した
ときある事象が起こる回数の全体に対する近
づいていくことを理解するために，観察や実
験などの活動を取り入れることが大切である。
例えば，硬貨を多数回投げる実験で，表と裏
の出る回数の割合を調べるだけでなく，実験
の途中の表と裏の出方にも着目し，表が続け
て出たり，しばらく出ない場合があったりす
ることを確かめたりする活動を取り入れるこ
とが考えられる。このような活動を通して，
多数回の試行を行うことによって投げた回数
に対する表と裏の出る回数の割合がそれぞれ
  に近づくことを，体験的に理解できるよ
うにすることが大切である。

1 年・データの分析で，相対度数，ことが
らの起こりやすさを学習している。

1
2

正 答 率

40.2%

出題の趣旨

「ある試行を多数回繰り返したとき，
全体の試行回数に対するある事象の起こ
る回数の割合は，ある一定の値に近づく」
ことを理解しているかどうかをみる。
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 調べてみよう

ペットボトルのキャップを投げて，表向きになる

回数を調べてみましょう。

キャップを投げる回数を 10，50，100，……と 

増やし，表向きになった回数と，その相対度数を 

表 11にまとめてみましょう。

　表 12は，上の の実験結果の 1つの例を示した
ものである。表 12の「投げた回数」と「表向きに
なる相対度数」の関係を折れ線グラフに表すと，
図 13のようになる。

  上の の実験結果についても，折れ線グラフを図 13に 

かき入れなさい。

　図 13のグラフから，キャップを投げる回数が多くなるにつれて，
表向きになる相対度数のばらつきは小さくなり，0.14に近づいていく
ことがわかる。

表 11　 ペットボトルのキャップ 

投げの実験結果

投げた
回数

表向きに
なった
回数

表向きに
なる
相対度数

  10

  50

 100

 200

 400

 600

 800

1000

横向き表向き 裏向き

表 12　 ペットボトルのキャップ 

投げの実験結果の例

投げた
回数

表向きに
なった
回数

表向きに
なる
相対度数

  10   2 0.200
  50   6 0.120
 100  16 0.160
 200  31 0.155
 400  54 0.135
 600  85 0.142
 800 111 0.139
1000 139 0.139

図 13　ペットボトルのキャップ投げの実験結果の例
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対
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数
）
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	 3	 相対度数
 比べてみよう

表 5は，今年の A中学校 1年生 80人と，

同じ市内の中学校 1年生 500人の

ハンドボール投げの記録を整理して

まとめた度数分布表です。

A中学校は，市内の中学校と比べて，

30m以上投げた生徒は少ないと

いってよいでしょうか。

度数の合計が異なる場合，
どのように比べればいいかな？

　上の では，A中学校の度数の合計と市内の中学校の
度数の合計が異なっているため，このままでは，分布の
ようすを比べるのが難しい。このようなときは，各階級の
度数について，全体に対する割合を比べるとよい。
　ある階級の度数の，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

 という。

　　　（相対度数）＝（階級の度数）（度数の合計）

  表 5の度数分布表について，A中学校の各階級の相対度数を 

求めて，表 6を完成しなさい。
表 6　ハンドボール投げの記録

階級（m）
度数（人） 相対度数

A中学校 市内の中学校 A中学校 市内の中学校

以上　未満
5～10  8  36 0.072
10～15 20 122 0.244
15～20 22 167 0.334
20～25 18 119 0.238
25～30 10  48 0.096
30～35  2   8 0.016

合計 80 500 1.000

度数の合計が異なる2つのデータの分布を
比べる方法を考えてみましょう。

表 5　ハンドボール投げの記録

階級（m）
度数（人）

A中学校 市内の中学校

以上　未満

 5～10  8  36

10～15 20 122

15～20 22 167

20～25 18 119

25～30 10  48

30～35  2   8

合計 80 500

1
たしかめ

5

10

15
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ストローの本数の求め方に関する問題であ
る。
この問題では，ストロー全部の本数を求め
るためには様々な囲み方があることをとらえ，
それぞれの囲み方に対応する式を導きだした
り，式に対応する囲み方を見いだしたりする
ことが必要である。

事象を数学的に表現したり，数学
的に表現された結果を事象に即して
解釈したりすることを通して，事柄
が成り立つ理由を筋道立てて説明す
ることができるかどうかをみる。

出題の趣旨

⑪　ストローの本数
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　　 正 答 例　

1 つの囲みにストローが 5本ある。その囲みが
（n−1）個あるので，この囲みで数えたストロー
の本数は 5（n−1）本になる。このとき，左端に
囲まれていないストローが 6本あるので，必要
なストローの本数は 5（n−1）本より 6本多い。

　　 誤 答 例　

誤答の中では，「5本の囲みのものが（n−1）本
ある」という解答が多く見られる。このように記
述した生徒は，式 6＋5（n−1）について，囲まれ
た部分にのみ着目していると考えられる。

　課題と指導のポイント　

事柄が成り立つ理由を事象に即して説明するこ
とに課題がある。指導にあたっては，事柄の意味
を事象に即して読みとり，読みとった意味にもと
づいて，根拠を明確にすることが大切である。例
えば，図 2の囲み方で必要なストローの本数が
表されることを確認し，その囲み方と
式 6＋5（n−1）を比べて，式の「6」が「最初の
六角形をつくるのに必要なストローの本数」を意
味することや，「5（n−1）」が「囲まれている�
ストローの総数」を意味していることなどを読み
とる場面を設定することも考えられる。そのう�
えで，図 2の囲み方に即して，式 6＋5（n−1）で
必要なストローの本数が表される理由を説明する
活動を取り入れることが考えられる。
1年・文字と式では，菜園を区切る板の枚数の
求め方に関する問題を扱い，板の枚数の求め方を
多面的に考察できるようにしている。また，菜園
を板で正方形状に区切る場合から，長方形状に区
切る場合に変えて，発展的に考えることができる
ようにしている。

1年・文字と式　p.94〜95

94 3章　文字と式 3節　文字を使った式の活用 95

文字を使った式の活用
	 1	 文字を使った式の活用

 板は何枚必要かな？

ななみさんの学校では，野菜や果物などを栽
さい
培
ばい
する活動を

行うことになりました。

学校では，校庭の隅
すみ
に菜園を

つくり，それをクラスごとに

区切るため，下のような用具を

購
こう
入
にゅう
しようと考えています。

ジョイント

組み立て方板

下の図のように，菜園を x区画つくるとき，板は何枚必要になる

でしょうか。

区画 区画 区画 区画

1  x区画つくるときの板の枚数を式に表してみましょう。 
また，下の図を使って，求め方を説明してみましょう。

 

3節

文字を使った式を
活用してみましょう。

問題を
見いだそう

問題を
つかもう

自分の
考えをもとう

　りくさん，はるかさん，かずまさんの 3人は，下の図のように
考えました。

　

りく さん

　

はるか さん

　

かずま さん

2  3人の求め方をそれぞれ説明し，式で表してみましょう。 
また，3人の式をそれぞれ計算して，気づいたことを話し合って 

みましょう。

3  学習をふり返って，文字を使って式で表すことのよさについて， 
まとめてみましょう。

4  下の図のように菜園をつくることにします。 
x区画つくるとき，板は何枚必要になるでしょうか。

区画 区画 区画 区画

友だちの
考えを知ろう

みんなで
話し合おう

学習を
ふり返ろう

深めよう

数学的な考え方

ほかの条件で考える
区画をほかの形に
変えて考える。

重複して数えた
部分の個数を，
あとからひくと…

5

10 5
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平行四辺形の性質や平行四辺形になるため
の条件を用いて，四角形が平行四辺形になる
ことを証明する問題である。
この問題では，証明をふり返り，平行四辺
形の内側に 2つの点をとったときの証明を
もとに，平行四辺形の外側に2つの点をとっ
たときの証明につなげていくことが必要であ
る。

⑫　図形の証明

出題の趣旨

発展的に考え，条件を変えた場合
について，証明の一部を書き直すこ
とができるかどうかをみる。

正 答 率

43.3%
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　　 正 答 例　

ウを選択し，「②，③より，OA＋AE＝OC＋
CF」と解答（OE＝OFが導けるものを含む）。
エを選択し，OE＝OFが成り立つ根拠を記述
し，「OE＝OF」と解答。

　　 誤 答 例　

誤答の中では，ウを選択し上記以外を解答して
いるものが多くみられる。このように記述した生
徒は，条件を変えた場合について，書き直すこと
が必要な部分はとらえているが，証明の一部を書
き直すことができなかったと考えられる。

　課題と指導のポイント　

図形の性質を多角的に読みとり証明することに
課題がある。指導にあたっては，次の 3つの事
項について考える場面を設定し，証明の方針を立
てることができるようにすることが大切である。
Ⅰ　結論を示すためには何がわかればよいか。
Ⅱ　仮定からいえることは何か。
Ⅲ�　ⅠとⅡを結びつけるには，あと何がいえれ
ばよいか。
また，その方針に示された事柄を数学の記号で
表したり，それらが成り立つ根拠を明らかにした
りして，仮定から結論を導く推論の過程を的確に
表現できるようにすることも大切である。
2年・平行と合同で，証明の進め方を学習し，
三角形の合同条件を使う証明において，どのよう
な点に着目して考えればよいかをとらえられるよ
うにしている。また，以降の論証の学習を通して，
証明の記述を徐々に正確に表現できるようにして
いる。

2年・平行と合同　p.128〜129

128 4 章　平行と合同 2 節　合同と証明 129

証明の進め方

　右の図で，
　　　AB＝CD，AD＝CB ならば ∠ABD＝∠CDB

である。このことを証明してみよう。

　この証明は，次のような手順で行うとよい。

1　仮定と結論を明確にする。

　仮定 AB＝CD，AD＝CB　　結論 ∠ABD＝∠CDB

2　 結論の辺や角をふくむ 

2つの三角形に着目する。

　∠ABD，∠CDB をそれぞれ
内角にもつ 2つの三角形は
△ABD と△CDB である。

3　 着目した 2つの三角形で， 
等しい辺や角を見つける。

　△ABD と△CDB で，
仮定から，AB＝CD，AD＝CB

　また，線分 BD は 2つの三角形に共通な辺である。

4　 三角形の合同条件のどれが根拠として使えるか 

判断し，合同であることを示す。

　△ABD と△CDB で，「3組の辺がそれぞれ等しい」から，
△ABD≡△CDB である。

5　合同な図形の性質を根拠にして，結論を導く。

　△ABD≡△CDB だから，2つの三角形で対応する角は
等しい。したがって，∠ABD＝∠CDB がいえる。

A

C

DB

A

C

DB

A

C

DB
DB

A

C

DB
DB

A

C

DB

　前ページの 1～ 5 の手順を整理すると，次のように証明することができる。

 AB＝CD，AD＝CB　
 ∠ABD＝∠CDB

 △ABD と△CDB で，
 仮定から，
 　　　 AB＝CD …… ①
 　　　 AD＝CB …… ②
 共通な辺だから，
 　　　 BD＝DB …… ③
 ①，②，③より，3組の辺がそれぞれ
 等しいから，
 　　　△ABD≡△CDB

 合同な三角形の対応する角は等しい
 から，
 　　　∠ABD＝∠CDB

 上の証明の筋道をまとめると，次のようになります。
 をうめて，図を完成させなさい。

根拠として使うことがら

AD＝CB

△　　　≡△　　　

AB＝CD

3組の辺がそれぞれ等しい2つの 
三角形は合同である。

仮定

結論

BD＝DB

共通

∠　　　＝∠　　　

三角形の合同条件

合同な図形の対応する角の
大きさは等しい。

合同な図形の性質

　あることがらを証明するときには，まず，仮定と結論を区別して，
仮定から結論を導いていくなかで，根拠として使うことがらを明確に
することが大切である。

仮定
A

DB

C

DB

1
結論

証明 2

3

4

5

問3

結論を導くために，まず，
合同といえそうな 2つの
三角形に着目するんだね。

上の図のように，仮定である
AB＝CD，AD＝CB

を，印を使って図にかき込
こ
むと，

考えやすくなるよ。

・3組の辺
・2組の辺とその間の角
・1組の辺とその両端の角

仮定からいえることは
何かを考えるんだね。

手順 1 ～ 5 は，
証明の見通しを立てる
ときに使えるね。

5

10

15

20

5

10

15

20
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健太さんとお姉さんの会話をもとに，冷蔵
庫の使用年数と総費用の関係を考察する問題
である。
この問題では，冷蔵庫の使用年数と総費用
について，式やグラフを用いて事象を数学的
に解釈し，1次関数を活用して説明すること
が必要である。

⑬　冷蔵庫の総費用

出題の趣旨

中数− 7

健太さんの家では，冷蔵庫の購入を検討しています。健太さんは，
冷蔵庫Ａ，冷蔵庫Ｂ，冷蔵庫Ｃについて調べたことを，次のような表
にまとめました。

健太さんが作った表

冷蔵庫Ａ 冷蔵庫Ｂ 冷蔵庫Ｃ

容量 ４００ L ５００ L ５００ L

本体価格 ８００００円 １０００００円 １５００００円

１年間あたりの
電気代 １５０００円 １１０００円 ６５００円

健太さんは，冷蔵庫Ａ，冷蔵庫Ｂ，冷蔵庫Ｃについて，使用年数に
応じた総費用を考えることにしました。そこで，それぞれの冷蔵庫に
おいて，１年間あたりの電気代は常に一定であるとし，次の式で総費
用を求めることにしました。

（総費用）＝（本体価格）＋ １年間あたりの
電気代 ×（使用年数）

例えば，冷蔵庫Ａを購入して３年間使用するときの総費用は，� �
８００００+１５０００#３＝１２５０００ となり，１２５０００円です。

６

中数− 8

次の（１），（２）の各問いに答えなさい。

（１）冷蔵庫Ａを購入して x 年間使用するときの総費用を y 円としま
す。この x と y の関係を，健太さんは次のような一次関数のグラ
フに表しました。

冷蔵庫Ａの使用年数と総費用
（円）y

２４００００

２０００００ Ｑ

１６００００

１２００００

８００００ Ｐ

４００００

Ｏ ２ ４ ６ ８ １０ １２ １４
x

（年）

このグラフにおける x 座標が０である点をＰ， x 座標が８である
点をＱとします。点Ｐの y 座標と点Ｑの y 座標の差は，冷蔵庫Ａに
ついての何を表していますか。下のアからオまでの中から正しいも
のを１つ選びなさい。

ア　本体価格

イ　使用年数

ウ　１年間あたりの電気代

エ　購入してから８年間の電気代

オ　購入して８年間使用するときの総費用

中数− 7

健太さんの家では，冷蔵庫の購入を検討しています。健太さんは，
冷蔵庫Ａ，冷蔵庫Ｂ，冷蔵庫Ｃについて調べたことを，次のような表
にまとめました。

健太さんが作った表

冷蔵庫Ａ 冷蔵庫Ｂ 冷蔵庫Ｃ

容量 ４００ L ５００ L ５００ L

本体価格 ８００００円 １０００００円 １５００００円

１年間あたりの
電気代 １５０００円 １１０００円 ６５００円

健太さんは，冷蔵庫Ａ，冷蔵庫Ｂ，冷蔵庫Ｃについて，使用年数に
応じた総費用を考えることにしました。そこで，それぞれの冷蔵庫に
おいて，１年間あたりの電気代は常に一定であるとし，次の式で総費
用を求めることにしました。

（総費用）＝（本体価格）＋ １年間あたりの
電気代 ×（使用年数）

例えば，冷蔵庫Ａを購入して３年間使用するときの総費用は，� �
８００００+１５０００#３＝１２５０００ となり，１２５０００円です。

６

中数− 7

健太さんの家では，冷蔵庫の購入を検討しています。健太さんは，
冷蔵庫Ａ，冷蔵庫Ｂ，冷蔵庫Ｃについて調べたことを，次のような表
にまとめました。

健太さんが作った表

冷蔵庫Ａ 冷蔵庫Ｂ 冷蔵庫Ｃ

容量 ４００ L ５００ L ５００ L

本体価格 ８００００円 １０００００円 １５００００円

１年間あたりの
電気代 １５０００円 １１０００円 ６５００円

健太さんは，冷蔵庫Ａ，冷蔵庫Ｂ，冷蔵庫Ｃについて，使用年数に
応じた総費用を考えることにしました。そこで，それぞれの冷蔵庫に
おいて，１年間あたりの電気代は常に一定であるとし，次の式で総費
用を求めることにしました。

（総費用）＝（本体価格）＋ １年間あたりの
電気代 ×（使用年数）

例えば，冷蔵庫Ａを購入して３年間使用するときの総費用は，� �
８００００+１５０００#３＝１２５０００ となり，１２５０００円です。

６

中数− 7

健太さんの家では，冷蔵庫の購入を検討しています。健太さんは，
冷蔵庫Ａ，冷蔵庫Ｂ，冷蔵庫Ｃについて調べたことを，次のような表
にまとめました。

健太さんが作った表

冷蔵庫Ａ 冷蔵庫Ｂ 冷蔵庫Ｃ

容量 ４００ L ５００ L ５００ L

本体価格 ８００００円 １０００００円 １５００００円

１年間あたりの
電気代 １５０００円 １１０００円 ６５００円

健太さんは，冷蔵庫Ａ，冷蔵庫Ｂ，冷蔵庫Ｃについて，使用年数に
応じた総費用を考えることにしました。そこで，それぞれの冷蔵庫に
おいて，１年間あたりの電気代は常に一定であるとし，次の式で総費
用を求めることにしました。

（総費用）＝（本体価格）＋ １年間あたりの
電気代 ×（使用年数）

例えば，冷蔵庫Ａを購入して３年間使用するときの総費用は，� �
８００００+１５０００#３＝１２５０００ となり，１２５０００円です。

６

中数− 7

健太さんの家では，冷蔵庫の購入を検討しています。健太さんは，
冷蔵庫Ａ，冷蔵庫Ｂ，冷蔵庫Ｃについて調べたことを，次のような表
にまとめました。

健太さんが作った表

冷蔵庫Ａ 冷蔵庫Ｂ 冷蔵庫Ｃ

容量 ４００ L ５００ L ５００ L

本体価格 ８００００円 １０００００円 １５００００円

１年間あたりの
電気代 １５０００円 １１０００円 ６５００円

健太さんは，冷蔵庫Ａ，冷蔵庫Ｂ，冷蔵庫Ｃについて，使用年数に
応じた総費用を考えることにしました。そこで，それぞれの冷蔵庫に
おいて，１年間あたりの電気代は常に一定であるとし，次の式で総費
用を求めることにしました。

（総費用）＝（本体価格）＋ １年間あたりの
電気代 ×（使用年数）

例えば，冷蔵庫Ａを購入して３年間使用するときの総費用は，� �
８００００+１５０００#３＝１２５０００ となり，１２５０００円です。

６

中数− 8

次の（１），（２）の各問いに答えなさい。

（１）冷蔵庫Ａを購入して x 年間使用するときの総費用を y 円としま
す。この x と y の関係を，健太さんは次のような一次関数のグラ
フに表しました。

冷蔵庫Ａの使用年数と総費用
（円）y

２４００００

２０００００ Ｑ

１６００００

１２００００

８００００ Ｐ

４００００

Ｏ ２ ４ ６ ８ １０ １２ １４
x

（年）

このグラフにおける x 座標が０である点をＰ， x 座標が８である
点をＱとします。点Ｐの y 座標と点Ｑの y 座標の差は，冷蔵庫Ａに
ついての何を表していますか。下のアからオまでの中から正しいも
のを１つ選びなさい。

ア　本体価格

イ　使用年数

ウ　１年間あたりの電気代

エ　購入してから８年間の電気代

オ　購入して８年間使用するときの総費用

中数− 8

次の（１），（２）の各問いに答えなさい。

（１）冷蔵庫Ａを購入して x 年間使用するときの総費用を y 円としま
す。この x と y の関係を，健太さんは次のような一次関数のグラ
フに表しました。

冷蔵庫Ａの使用年数と総費用
（円）y

２４００００

２０００００ Ｑ

１６００００

１２００００

８００００ Ｐ

４００００

Ｏ ２ ４ ６ ８ １０ １２ １４
x

（年）

このグラフにおける x 座標が０である点をＰ， x 座標が８である
点をＱとします。点Ｐの y 座標と点Ｑの y 座標の差は，冷蔵庫Ａに
ついての何を表していますか。下のアからオまでの中から正しいも
のを１つ選びなさい。

ア　本体価格

イ　使用年数

ウ　１年間あたりの電気代

エ　購入してから８年間の電気代

オ　購入して８年間使用するときの総費用

事象を数学的に解釈し，問題解決
の方法を数学的に説明することがで
きるかどうかをみる。

正 答 率

35.6%

中数− 9

（２）健太さんの家では，７ページの健太さんが作った表で，容量が� �
５００ L である冷蔵庫Ｂと冷蔵庫Ｃのどちらかを購入することになり�
ました。そこで，健太さんとお姉さんは，冷蔵庫を購入して x 年間�
使用するときの総費用を y 円として，冷蔵庫Ｂと冷蔵庫Ｃの総費用
を比べてみることにしました。

健太さん「本体価格は冷蔵庫Ｃの方が高いので，最初のうち
は冷蔵庫Ｂより冷蔵庫Ｃの方が総費用が多いね。」

お姉さん「１年間あたりの電気代は冷蔵庫Ｃの方が安いので，
使い続けると冷蔵庫Ｂより冷蔵庫Ｃの方が総費用
が少なくなるね。」

健太さん「それなら，２つの冷蔵庫の総費用が等しくなると
きがあるね。」

冷蔵庫Ｂと冷蔵庫Ｃの総費用が等しくなるおよその使用年数を考
えます。下のア，イのどちらかを選び，それを用いて冷蔵庫Ｂと冷
蔵庫Ｃの総費用が等しくなる使用年数を求める方法を説明しなさい。
ア，イのどちらを選んで説明してもかまいません。

ア　それぞれの冷蔵庫の使用年数と総費用の関係を表す式

イ　それぞれの冷蔵庫の使用年数と総費用の関係を表すグラフ

中数− 8

次の（１），（２）の各問いに答えなさい。

（１）冷蔵庫Ａを購入して x 年間使用するときの総費用を y 円としま
す。この x と y の関係を，健太さんは次のような一次関数のグラ
フに表しました。

冷蔵庫Ａの使用年数と総費用
（円）y

２４００００

２０００００ Ｑ

１６００００

１２００００

８００００ Ｐ

４００００

Ｏ ２ ４ ６ ８ １０ １２ １４
x

（年）

このグラフにおける x 座標が０である点をＰ， x 座標が８である
点をＱとします。点Ｐの y 座標と点Ｑの y 座標の差は，冷蔵庫Ａに
ついての何を表していますか。下のアからオまでの中から正しいも
のを１つ選びなさい。

ア　本体価格

イ　使用年数

ウ　１年間あたりの電気代

エ　購入してから８年間の電気代

オ　購入して８年間使用するときの総費用
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　　 正 答 例　

アを選択し，冷蔵庫Bと冷蔵庫Cについて，
使用年数と総費用の関係から連立方程式をつくり，
それを解いて使用年数の値を求める。
イを選択し，冷蔵庫Bと冷蔵庫Cについて，
使用年数と総費用の関係を 1次関数のグラフに
表して，その交点の座標を読みとり，使用年数の
値を求める。

　　 誤 答 例　

誤答の中では，アを選択し方程式を用いること
のみを記述していたり，イを選択しグラフを用い
ることのみを記述したりする解答が多くみられる。
このように記述した生徒は，問題場面と式やグラ
フをどのように対応させればよいのかを考えるこ
とができなかったと考えられる。

　課題と指導のポイント　

問題解決の方法を数学的に説明することに課題
がある。指導にあたっては，日常的な事象の考察
に式やグラフを活用し，そのよさを実感すること
や，問題解決の方法や手順について，式やグラフ
の用い方を的確に説明することが大切である。
2年・1次関数で，日常的な事象に 1次関数を
活用することを学習している。そこでは，表，式，
グラフを用いて印刷料金を調べ，複数の印刷会社
の中から最も安い会社を考える問題などを掲載し
ている。
また，他学年でも，事象を数学的に解釈する問
題や，グラフから事象を読みとる問題などを掲載
し，関数を日常的な事象に活用する力が継続的に
身につくようにしている。

2年・1次関数　p.95〜96

3節　1次関数の活用 95

 どちらの会社に依
い
頼
らい
すれば得になるかな？

しゅんさんの学校では，毎年，文化祭の

案内状を作っています。今年は，右の

ような案内状の印刷を，A社と B社の

どちらかに依頼することになりました。

どちらの会社に依頼すると，印刷料金が

得になるでしょうか。ただし，それぞれの

会社の印刷料金は下の表のとおりとします。

印刷会社 印刷料金

A社
1枚から 250枚までは印刷枚数 1枚あたり 20円
250枚を超

こ
えた分については 1枚あたり 14円

B社
印刷枚数 1枚あたり 10円
ただし，印刷枚数に関わらず，初期費用として 5000円が必要。

1 印刷枚数を x枚としたときの印刷料金を y円とするとき，

	 A社と B社それぞれについて，xと yの関係をグラフに

	 表してみましょう。

2  A社，B社それぞれについて， 
yは xの 1次関数といえますか。 
その理由も説明してみましょう。

問題を
つかもう

自分の考え 
をもとう

みんなで
話し合おう

250

5000

10000

15000

20000

500 750
印刷枚数

印
刷
料
金

1000
x

（枚）O

y（円）

1次関数であることは
どのように説明すれば
いいのかな？

グラフをかくと，
印刷料金の変化の
ようすがよく
わかるね。

印刷枚数に
よって，Ａ社と
Ｂ社のどちらに
依頼すべきか
判断する必要が
ありそうだね。

5

10

96 3章　1次関数

3  印刷枚数によって，どちらの 

会社に注文するほうが得になる 

のか，説明してみましょう。

4  3について説明したことなどをふり返り，表，式，グラフを 

利用することのよさについてまとめてみましょう。

5 新しい印刷会社である C社について，下のようなことが

	 わかりました。A社と B社の印刷料金と比べてみましょう。

ふり返ろう

深めよう

印刷会社 印刷料金

C社
印刷枚数 1枚あたり 9円
ただし，印刷枚数に関わらず，初期費用として 7000円が必要。

 スロープの勾
こう
配
ばい

　私たちの暮らしの中で，スロープ（傾
けい
斜
しゃ
した路面）を 

見かけることがあります。スロープは，高
こう
齢
れい
者
しゃ
や 

車いすを使用している人も，高低差のある道を 

安全に通ることができるようにつくられています。

　このような配
はい
慮
りょ
をバリアフリーといいます。

　スロープを設置する際に，傾斜が急では安全に 

道を通行することができないので，高齢者，障害者等の 

移動等の円
えん
滑
かつ
化の促進に関する法律（バリアフリー新法）

では，「スロープの勾配は 
1

12
 以下にする」と定められて

います。勾配が 
1

12
 の傾斜面は，水平距離が 12mで

高さが 1m上がる傾きぐあいを表しています。

　高齢者や車いすを使用している人が安心して，安全に 

道を通行できるように，スロープの勾配に配慮する 

ことは，とても大切です。

富
ふ
士
じ
山
さん
本
ほん
宮
ぐう
浅
せん
間
げん
大
たい
社
しゃ
のスロープ

（静
しず
岡
おか
県富

ふ じ の
士宮
みや
市）

数学と
実社会

12m
1m

勾配
1

12

表，式，グラフの
どれを使っても
説明できそうだね。

印刷枚数が決まっていない
状態で，それぞれの会社の
印刷料金をすぐに確認したい
場合には…

印刷料金が同じに
なる印刷枚数を
求めたい場合には…

5

10

15

20

1年・比例と反比例　p.157

4節　比例と反比例の活用 157

  前ページの例題 1について， 
xと yの関係を表すグラフを 

右の図にかきなさい。
  また，このグラフを使って， 

例題 1の答えを求めなさい。

 何分後かな？

たくみさんとそうたさんは，　　　　　

河
か
川
せん
敷
しき
のジョギングコースで，

鉄橋から公園までの 2400mを

それぞれ一定の速さで走りました。

右の図は，出発してから x分後の

鉄橋からの道のりを ymとして，

2人の進んだようすについて，

xの変域が 0≦x≦8の部分だけ

グラフに表したものです。

⑴　�x≧8についても，2人の進む 

ようすを表すグラフをかき入れて 

みましょう。

⑵　�2人が公園に到
とう
着
ちゃく
するのは， 

出発してからぞれぞれ何分後か 

求めてみましょう。

　グラフに表すことによって，いろいろなことを読みとることができる。

問1

O 100 200 300 400 500

500

y
（g）

x
（枚）

100

200

300

400

数学的な考え方

ほかの方法で考える
グラフを使って考える。

y（m）


（分）5 10 15

500

1000

1500

2000

O鉄橋……

公園……

たくみさん

そうたさん

グラフでも
求められる
んだね。

鉄橋から公園まで，
2人は一定の速さで
走っているから…

5

10

15

20
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読書の時間をまとめた表やグラフをもとに，
資料の傾向をとらえ，判断したことの根拠を
数学的な表現を用いて説明する問題である。
この問題では，表やグラフを適切に読みと
り，常識的な判断にとらわれず，批判的に考
察し判断する場合があることを理解し，その
傾向を数学的な表現を用いて説明することが
必要である。

資料の傾向を的確にと
らえ，判断の理由を数学
的な表現を用いて説明す
ることができるかどうか
をみる。

出題の趣旨

⑭　読書の時間

正 答 率

41.0%

中数−15

図書委員会では，生徒の読書活動の状況を調べ，図書だよりにまと
めようと考えています。そこで，図書委員の航平さんと桃子さんは，
全校生徒２７０人を対象に，最近１か月間に読んだ本の冊数と，１日
あたりの読書時間が何分であるかを回答するアンケートを実施しまし
た。

アンケートのお願い

・最近１か月間で読んだ本は何冊ですか。　　　　（　　　　冊）

・１日あたりの読書時間は何分ですか。　　　　　（　　　　分）

次の（１）から（３）までの各問いに答えなさい。

（１）二人は，実施したアンケートをもとに，最近１か月間に読んだ本
の冊数について，下のような表にまとめました。下の表において，
読んだ本の冊数の最頻値を求めなさい。

最近１か月間に読んだ本の冊数

読んだ本の
冊数（冊） ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 計

人数（人） １３ １１４ ７４ ３０ １１ ７ ４ ４ ３ ４ ６ ２７０

８

中数−16

（２）二人は，実施したアンケートをもとに，１日あたりの読書時間に
ついて，次のような表とヒストグラムにまとめました。桃子さんが
作ったヒストグラムでは，例えば，１日あたりの読書時間が３０分
以上４０分未満だった生徒が２０人いたことを表しています。

航平さんが作った表

平均値 最大値 最小値

１日あたりの読書時間（分） ２６．０ １２０ ０

桃子さんが作ったヒストグラム
（人）

１２０

１００

８０

６０

４０

２０

０
０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ ９０１００１１０１２０１３０（分）

二人は，上の航平さんが作った表と桃子さんが作ったヒストグラ
ムについて話し合っています。

航平さん「１日あたりの読書時間の平均値が２６．０分だから，
１日に２６分ぐらい読書をしている生徒が多いと
いえそうだね。」

桃子さん「でも，ヒストグラムを見ると２６分ぐらいの生徒
が多いとはいえないのではないかな。」

桃子さんが作ったヒストグラムを見ると，航平さんのように� �
「１日あたりの読書時間の平均値が２６．０分だから，１日に２６分ぐ
らい読書をしている生徒が多いといえそうだ」という考えは適切で
ないことがわかります。その理由を，桃子さんが作ったヒストグラ
ムの特徴をもとに説明しなさい。

中数−17

（３）二人は，月曜日から金曜日までの平日と，土曜日と日曜日の休日
では，１日あたりの読書時間に違いがあるのではないかと考えまし
た。そこで，全校生徒を対象に，平日１日あたりの読書時間と休日
１日あたりの読書時間を調べるアンケートを改めて実施し，２７０人�
の生徒が回答しました。そして，集計した結果をまとめ，次のよう
な図書だよりの下書きを作成しています。

図書だよりの下書き

図書だより 年　月　日
第一中学校図書委員会

◎全校生徒の読書時間の状況についてわかったこと

平日１日あたりの読書時間
（人）

１２０

１４０

１００

８０

６０

４０

２０

０
０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ ９０１００１１０１２０１３０（分）

平均値　２７．０分
中央値　２２．５分
最頻値　１５分
最大値　１２０分
最小値　０分

休日１日あたりの読書時間
（人）

１２０

１４０

１００

８０

６０

４０

２０

０
０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ ９０１００１１０１２０１３０（分）

平均値　１７．０分
中央値　０分
最頻値　０分
最大値　１２５分
最小値　０分

○ 平日は，２７０人の半数以上の生徒の読書時間が２０分以上です。
○ 休日は，２７０人の半数以上の生徒の読書時間が０分です。

中数−18

前ページの図書だよりの下書きには，わかったこととして次のこ
とが書かれています。

○ 平日は，２７０人の半数以上の生徒の読書時間が２０分以上です。
○ 休日は，２７０人の半数以上の生徒の読書時間が０分です。

このことは，図書だよりの下書きにある平日１日あたりの読書時
間と休日１日あたりの読書時間の，ある値に着目することでわかり
ます。その値が，下のアからオまでの中にあります。それを１つ選
びなさい。

ア　平均値

イ　中央値

ウ　最頻値

エ　最大値

オ　最小値
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2年・データの分析　p.211

　　 正 答 例　

次の（a），（b），または，（b），（c）について
記述されている。
（a）�　1 日あたりの読書時間である 26 分が，

山の頂上の位置にないこと。
（b）�　1 日あたりの読書時間である 26 分が，

度数が最大である階級に含まれていないこ
と。

（c）�　1 日に 26 分ぐらい読書をしている生徒
が多いといえそうだ，という考えは適切で
はないこと。

　　 誤 答 例　

誤答の中では，「分布が左側に偏っているから，
適切ではない。」など，根拠として上記の（a）
を明示せずにヒストグラムの形状について記述し，
説明すべき事柄について記述している解答が多く
みられる。このように記述した生徒は，資料の傾
向をとらえているが，数学的な表現を用いて説明
することができなかったと考えられる。

　課題と指導のポイント　

資料の傾向をとらえ，判断したことの根拠を数
学的な表現を用いて説明することに課題がある。
指導にあたっては，生徒どうしの話し合いの場面
を設定することも大切である。話し合いの場面で
は「どちらともいえない」という意見も出ること
が予想されるが，すぐに否定するのではなく，理
由を確認しながら，資料の傾向についての考察を
深めていくことが求められる。その際，範囲，相
対度数，代表値などの用語を確認しながら，それ
らを用いて説明させることが大切である。
1年・データの分析ではヒストグラム，2年デー
タの分析では箱ひげ図から資料の傾向を説明する
場面を取り上げ，数学的な表現も用いながら，多
角的な見方が養えるように配慮している。

1年・データの分析　p.244

244 8章　データの分析

  Aルートの所要時間について， 
階級の幅を 10分として， 
ヒストグラムをつくりなさい。

問4

　前ページの図 3のヒストグラムでは，2つの山があるようにみえる。

  258ページのデータを見直して，図 3のヒストグラムで 

2つの山がある理由として，考えられることをいいなさい。

　図 5，図 6は，Aルートの所要時間について，それぞれ
「平日」と「平日以外の日」で分けてつくったヒストグラムである。

　このことから，Aルートの所要時間では「平日」と「平日以外の日」で
データの分布が大きく異なり，それらがともにふくまれていたため，
前ページの図 3で 2つの山が現れたと考えることができる。

問6
みんなに
説明しよう

20 565350474441383532292623

30

0
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20

（分）

（台）
図 5　Aルートの所要時間（平日）
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図 6　Aルートの所要時間（平日以外の日）

  前ページの図 1と図 3，問 4で 

つくった図 4のヒストグラムを比べ， 
気づいたことをいいなさい。

問5
みんなに
説明しよう

242ページの表 1
から，20分以上
30分未満の階級
の度数は……

5

10

図 4　 Aルートの所要時間 

（階級の幅が 10分の場合）
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1節　データの散らばり 211

　箱ひげ図を使うと，ヒストグラムよりも，
中央値のまわりにあるおよそ半分のデータが
どのあたりに分布しているのかがわかり
やすくなる。
　また，箱ひげ図は，複数のデータを比較するときにも
便利である。

　箱ひげ図などを使って，さらに，気温について調べてみよう。

箱ひげ図と折れ線グラフ

  2015年の香
か
川
がわ
・高

たか
松
まつ
の 1月から 12月までの各日の 

平均気温について，調べてみよう。
  図 1は，それらの各月の分布のようすを箱ひげ図に 

表したものである。また，図 2は，それらの各月の 

平均値を折れ線グラフに表したものである。
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図 1
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図 2

 図 1から，たとえば，次のようなことが読みとれる。
 ・平均気温の中央値は，2月が最も低く，8月が最も高い。
 ・ 平均気温の四分位範囲は，1月，9月，10月が小さく， 

3月が大きい。
 ・平均気温が最も低かった日は 2月だった。
 また，図 2から，たとえば，次のようなことが読みとれる。
 ・平均気温の各月の平均値は，1月が最も低く，8月が最も高い。
 ・ 平均気温の各月の平均値は，5°Cから 30°Cまでの間に 

おさまっている。

例 2

箱ひげ図は，図 1
のように縦の方向
に示すこともある。
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