
年 組 番 氏名

確 認 し よ う ！

練 習 問 題

１　次の問に答えなさい。
（１）３A P５O２£ ¤を計算しなさい。

x3A P3£ ¤

xP9

（２）１３O２A－７£ ¤を計算しなさい。
x13 P14
xP1

（３） P８£ ¤２ を計算しなさい。
x P8£ ¤A P8£ ¤

x64

（４）絶対値が５である数をすべて書きなさい。
A. 5 　, P5

（５）－９の絶対値を書きなさい。
A. 9

（６）
３
４

C ７
８
を計算しなさい。

x
3
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x
6
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２　次の問に答えなさい。
（１）４A P６－２£ ¤を計算しなさい。

x4A P8£ ¤

xP32

（２）－７O１２C－３£ ¤を計算しなさい。
xP7 P4
xP11

（３）P８２　を計算しなさい。
xP 8A8£ ¤

xP64

（４）絶対値が８である数をすべて書きなさい。
A. 8 , P8

（５）－１３の絶対値を書きなさい。
A. 13

（６）
５
６

C ５
８
を計算しなさい。

x
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(P3)2とP3 2は，違うからね！

さあ，これで完
璧です！

☆正負の数の計算をするときのポイント

　（１）　計算の順序・・・・・・×，÷を先に計算する。しかし，（　　）があるときには，（　　）の中から先に計算する。
　
　（２）　基本的に，＋（たす）は省略されており，＋は，プラス（符号）,Pは，マイナス（符号）と考える。
　　　　 たとえば，
　　　　　５＋３A（－２）は，５　と　＋３A（－２）と考える。したがって，５　P６xP１　となる。
　　　　　つまり，
　　　　・　　５O３A（P２）　　　 ・　　P２O４A（P３）　 　・　　９P２A（P３）
　　　　　x５　O３A（P２）　　 　xP２　O４A（P３）　 　x９　P２A（P３）
　　　　　x５　P６　　　　　　　　　 xP２　P１２　　　　　 　 　x９　O６
　　　　　xP１　　　　　　　　　　　 xP１４　　　　　　　　　 x１５

　（３）　（P○）２は，（P○）A（P○）x○２　となる。　　P○２は，P（○A○）xP○２となる。　

（P３）２x（P３）A（P３）x９ P３２ xP（３A３）xP９　　　

☆絶対値を理解しよう！

　（１）　絶対値とは，数直線上で，ある数に対応する点の原点からの距離のこと。
　　　　 したがって，距離には，O，Pは，ない。
　　　　たとえば，
　　　　　　①　O３の絶対値・・・・・数直線上のO３から原点までの距離は，３　　　　　　　　　　　答え．　３
　　　　　　②　P７の絶対値・・・・・数直線上のP７から原点までの距離は，７　　　　 　　　　　　　答え．　７
　　　　　　③　絶対値が５の数 ・・・数直線上で，原点から距離が５になる点は，O５とP５　　　答え．O５とP５



過 去 の 問 題

x5A P3£ ¤

xP15

x12 O12
x24

x10 O3
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x2A P25£ ¤

xP50

A. 6 , P6

A. 7

A. P5



年 組 番 氏名

確 認 し よ う ！

練 習 問 題

１　次の問に答えなさい。
（１）aの３倍とbの５倍の和を，aとbを用いた式で表しなさい。
　　A.　3aO5b

（２）国語の点数がx点，数学の点数が７０点のときの国語と数学の平均点を，xを用いた式で表しなさい。

A.
xO70

2

（３）ある数を7で割ると商がaで，余りが２になります。ある数をaを用いた式で表しなさい。
A. 7aO2

（４）xｇのボールペンの重さは，１０ｇより軽い。このとき，数量の関係を不等号で表しなさい。
A. xt10

（５）１個a円のパンを５個と１個b円のドーナツを４個買うと代金は１０００円以下となった。
　　　この数量の関係を不等号で表しなさい。

A. 5aO4bT1000

☆いろいろな数量を文字で表すときのポイント
　（１）　和：足し算（加法）の結果　差：引き算（減法）の結果　積：かけ算（乗法）の結果　商：割り算（除法）の結果
　
　（２）　割られる数を式で表す方法

　　　 ４
３ １３
１２
１

１３C３＝４・・・・１　　１３割る３は，商が４で，あまりが１ 　ある数を３で割ると，商がaであまりが１

　　　　　　　　　これを式で表すと，　割られる数＝割る数×商＋あまり　　　ある数＝３×a＋１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３　　＝　　３　×４＋１　　　　　　ある数は，３a＋１　と表すことができる。　　　　
　
　（３）　平均点の表し方
　　　　
　　　　　（平均点を求めたい数値の合計）÷（数値の個数）　たとえば，国語：７０点，数学：x点のときの，

　　　　　　２教科の平均点は，（７０＋x）÷２だから，
７０＋x
２

と表すことができる。

　（４）　不等号の使い方

　　　　　①　○は，△より大きい（高い,重い）・・・・・○＞△　　　○は，△より小さい（安い，軽い）・・・・・○＜△
　　　　　
　　　　　②　○は，△以上・・・・・○U△　　　　○は，△以下・・・・・○T△

　　　　　　　たとえば，

（１本x円の鉛筆を３本買ったときの代金）は，（２００円）より安い

（１本x円の鉛筆を３本買ったときの代金） t （２００円）

３x t ２００　　　　



過 去 の 問 題

A.
a
5

A. 3aO2

A.
a
b
倍

A. xT120

A. イ

A. ウ



□　6xP7x11 □ 　5xxP3xO24 □　2.1xx0.5xP3.2 □　
1
2

xP5x
2
3

x □　x : 10x3 : 2　

6x x11O7 5xO3xx O24 21xx5xP32 　3xP30x4x 2xx30
6x x18 8xx24 21xP5xx P32 　3xP4xx30 xx15
x x3 xx3 16xxP32 　 Pxx30

xxP2 　 xxP30

年 組 番 氏名

確 認 し よ う ！

練 習 問 題

方程式を成り立たせる文字の値を，その方程式の解という。
また，方程式の解を求めることを，その方程式を解くという。

等式の性質

１　AxB　ならば　AOCxBOC

２　AxB　ならば　APCxBPC

３　AxB　ならば　ACxBC

４　AxB　ならば　
A
C

x
B
C
　（C~0）

18x2x

☆　方程式のポイント
　（１）方程式の解とは？

　（２）方程式の解き方
　　　 ※等式の性質を基本とする。※書き方をマスターする
　　　 ※てんびんを意識する。

　　　＜ポイント＞
　　　①　文字を左辺へ，数を右辺へ移項
　　　②　○xx△　とする

　　　　　○xx△のとき　　　△
○

xx□のとき

　　　　　　　xx△
○
　　　　　　　　 xx□A○

△
　　　　　（両辺を○で割る）　　　（両辺に逆数をかける）
　③少数，分数は，整数に

A6 A6 A6

分数の分母を払うために
両辺を６倍する。

A10 A10 A10

小数を整数にするために
両辺を１０倍する。

右辺のP3xを左辺に
移項する。
このとき，何を移項したか
わかるように，移項した場
所を空けておくとよい。

左辺のP7を右辺に
移項する。
このとき，何を移項したか
わかるように，移項した場
所を空けておくとよい。

a : b x c : d は，
adxbc
となることから，
xA2x10A3

□　次の方程式を解きなさい。

　（１）　6xO19x1 　（２）　 3xxP2xO20 （３）　1.1xx0.9xP1.8 （４）　
2
5

xP1x
1
3

x （５）　9 : 2x x : 8

6x x1P19 2xO3xx 20 11xx9xP18 6xP15x5x 2xx72
6x xP18 5xx20 P9xO11xxP18 6xP5xx15 xx36

xxP3 xx4 2xxP18 xx15
xxP9

　（６）　P2xP5x13 （７）P3xxxP16 （８）　0.3xO0.54x0.12x　（９）　
xP1

2
x

2xP1
3

（10） 3 : 8x2 : 5x

P2x x13O5 PxP3xxP16 30xO54x12x 3(xP1)x2(2xP1) 15xx16

P2x x18 P4xxP16 30xP12xxP54 3xP3x4xP2 xx
16
15

xxP9 xx4 18xxP54 3xP4xxP2O3
xxP3 Pxx1

xxP1

A15 A15 A15
A10 A10 A10

A100 A100 A100 A6 A6



過 去 の 問 題

3x x9P7
3x x2

x x
2
3

4xP7xx15
P3x x15

xxP5

xO2xxP12
3x xP12

xxP4

12xP60x5xO10
12xP5xx 10O60

7xx70
xx10

xP1x6
x x6O1
x x7

8xx72
xx9

4xx60
xx15

A10 A10 A10 A10

分母をなくすため，両辺を３倍する。
ただし，分子が多項式のときには，
3A(xP1)

3
　x 2A3 と考える。

A3 A3



☆　関数関係となるためのポイント

　（１）　yはxの関数であるとは・・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

☆　比例・反比例とは・・・・

　

　（１）　式で表すときのコツ！
　　　①　○○の代金は，・・・・　　 ○○の面積は，・・・・　 ○○の道のりは，・・・・など
　　　　　「～は」　は，「x」で表せる。

　　　　　◇　「き・は・じ」　は，覚えよう！　「距離x速さA時間」
　　　　　◇　「く・も・わ」　は，覚えよう！　「比べられる量xもとになる量A割合」
　　　　　◇　「塩の水」　　は，覚えよう！　「食塩の重さx濃度A食塩水の重さ」
　　　　　
　　　　　これらは，簡単な図で覚えることができる！

　　　②　和・・・足し算の結果，　差・・・引き算の結果，　積・・・かけ算の結果，　商・・・割り算の結果
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　

１　次のアからエについて，yをxの式で表しなさい。また，比例には○を，反比例には△を，
　　そうでないものには，×をつけなさい。
　
　（○）　ア　１本x円の鉛筆８本の代金は，y円である。　　　　　　　　　　yx8x　　　　　　　　　
　（×）　イ　１辺xｃｍの正方形の面積は，yｃｍ2である。　　　　　　　　　yxx 2

　（△）　ウ　１２０脚の椅子を１列にx脚ずつ並べるとy列になる。　　　 yx
120
x
　　　　　　　　　

　（○）　エ　時速xｋｍで２時間走ったときの道のりは，yｋｍである。 yx2x

２　比例yx４xのxの値とそれに対応するyの値について，次のアからエまでの中から
　　正しいものを１つ選びなさい。

　ア　xの値とyの値の和は，いつも４である。
　イ　xの値とyの値の積は，いつも４である。
　ウ　xの値をyの値で割った商は，いつも４である。
　エ　yの値をxの値で割った商は，いつも４である。

３　反比例yx ６
x
のxの値とそれに対応するyの値について，次のアからエまでの中から

　　正しいものを１つ選びなさい。

　ア　xの値とyの値の和は，いつも６である。
　イ　xの値からyの値を引いた差は，いつも６である。
　ウ　xの値とyの値の積は，いつも６である。
　エ　xの値をyの値で割った商は，いつも６である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　

年 組 番 氏名

確 認 し よ う ！

練 習 問 題

　 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の関数である　という。

　だから，x年後のＡくんの身長をyｃｍとしたとき，
yは，ただ1つ決まらないので，yはxの関数ではないよ！

　yがxの関数で，

　　　yxax　（aは0でない定数）

という式で表されるとき，yはxに比例するという。
　このとき，aを比例定数という。

　yがxの関数で，

　　　yx
a
x
　（aは0でない定数）

という式で表されるとき，yはxに反比例するという。
　このとき，aを比例定数という。

　関数yxaxでは，下のことは言えるんだよ！

１　xの値が，2倍，3倍，…になると，yの値も2倍，3倍，…になる。

２　対応するxとyの値の商
y
x
の値はaになる。

　関数yx
a
x
では，下のことは言えるんだよ！

１　xの値が，2倍，3倍，…になると，yの値も
1
2
倍，

1
3
倍，…になる。

２　対応するxとyの値の積xyの値はaになる。



過 去 の 問 題

A. ①：面積　　　②：縦の長さ



☆　比例のポイント
　（１）　　

　（２）　比例は，yxax という式になる。
　　　＜グラフの特徴＞
　　　　・原点O（　0　,　0　）を通る
　　　　・aは，比例定数といい，これは，グラフが右にいくつ進めば，上（下）にいくつ進むのかを表す数字。
　　　　・au０なら，右上がり（右に進むと上に上がる）
　　　　・at０なら，右下がり（右に進むと下に下がる）
　　
　　※　aは，分数で考えると分かりやすい。

　　　（例１）　yx２x　→　yx
２
１

xと考え，右に１進むと上に２上がる。

　　 （例２）　yxP３x　→　yxP ３
１

xと考え，右に１進むと下に３下がる。

　　
※　グラフから，式を考えるときは，右にいくつ進んで，上（下）にいくつ

　　　　進むということから，求めることができる。
　

年 組 番 氏名

確 認 し よ う ！

練 習 問 題

　関数yxaxでは，

１　xの値が，2倍，3倍，…になると，yの値も2倍，3倍，…になる。

２　対応するxとyの値の商
y
x
の値はaになる。

　関数yxaxのグラフは，原点を通る直線である。

１　au0　　　　　　　　　　　２　at0

au0のグラフは，　　　at0のグラフは，
右上がりのグラフ　　　右下がりのグラフ
と言うんだよ！

１　次の関数のグラフを書きなさい。

　（１）　yx４x

　（２）　yxPx

　（３）　yx ２
３

x

２　右の比例のグラフ（１），（２）について，
　　yをxの式で表しなさい。

　（１）　yxP2x

　（２）　yx
1
3

x

☆　たとえば，右のグラフは，

　　右に４進んで，上に３進んでいるから

　　 yxax　で，ax ３上がる
４進んで

　ことから，　yx ３
４

x　となる。

(1)(2)

(3)



過 去 の 問 題

yx4A3x12

yx
P2

1
x だから

yxP2x

A. 比例なので，xが５倍になるとyも５倍
　　だから，P3A5xP15

A5

A5

A. 比例の式は，yx
1
2

x

　　　xの変域（xの動く範囲）が，2TxT6なので，

　　　xx2のとき，yx
1
2

A2x1

xx6のとき，yx
1
2

A6x3

したがって，
　　　yの変域（yの動く範囲）は，1TyT3 となる。

2

1

3

6



☆反比例のポイント

　（１）　
　

　（２）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（３）　グラフから，式を求めるには，　xyxa　を利用するとよい。
（反比例は，xとyの積:aが一定）

　　　　たとえば，

点（－３　，　２）を通る反比例の式は，
　　　　

　　　　　　 xyx－３A２xP６
　　　　　　　　　　 xyxP６ だから，

　　　　　　　　　　　 yxP ６
x
　　となる。

　　　　　　　　　　
　

年 組 番 氏名

確 認 し よ う ！

練 習 問 題

２ 次の図の曲線は，反比例のグラフを表しています。
このグラフについて，χとｙの関係を示した表
が，右のア～エまでの中にあります。
それを１つ選びなさい。

χ … -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 …
ｙ … -2 -4 -6 -8 8 6 4 2 …

χ … -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 …
ｙ … -2 -4 -8 8 4 2 …

χ … -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 …
ｙ … 2 4 6 8 -8 -6 -4 -2 …

χ … -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 …
ｙ … 8 4 2 -8 -4 -2 …

ア

イ

ウ

エ

１ 右の表は，ｙがχに反比例する関係を表した
ものです。このとき，ｙをχの式で表しなさい。

χ … -4 -3 -2 …
ｙ … -3 -4 -6 …

χ

ｙ

O
－
８

３

８

３

８

３
－
８

３

　関数yx
a
x
では，

１　xの値が，2倍，3倍，…になると，yの値も
1
2
倍，

1
3
倍，…になる。

２　対応するxとyの値の積xyの値はaになる。

　関数yx
a
x
のグラフは，原点について対象な双曲線である。

１　au0　　　　　　　　　　　２　at0

　関数yx
a
x
のグラフは，

なめらかな２つの曲線になる。
このような曲線を双曲線と言います。

　au0のときと，at0のときの
グラフの形を覚えようね！！

３　下の図は，反比例のグラフで，
点（４，３）を通ります。

　　このとき，yをxの式で表しなさい。

（ ， ）－３ ２

・

yx
12
x

xyx4A3
xyx12

yx
12
x



過 去 の 問 題

xyx2A18 反比例は，xとyの積が一定
xyx36

yx
36
x

したがって， A. 比例定数は 36

xyx3A4
xyx12

yx
12
x



年 組 番 氏名

確 認 し よ う ！

練 習 問 題

※ちなみに 「確認しよう！」の反復横跳びの資料は，３つの，
代表値が離れていることから，分析はその人によります。
たとえば，このクラスは，４９回以上飛んだ人がクラス全体
の約６７％ （１０÷１５）いるので，運動能力が高いなどと，
考えることもできます。

☆　度数の分布,代表値のポイント
　
＜用語の確認をしよう！＞　

　　○　範囲　　　　　････資料の中の最大値から最小値をひいた値
　　○　度数　　　　　････それぞれの階級の値
　　○　度数分布表 ････階級ごとの度数を表した表
　　○　ヒストグラム ････度数の分布を隙間なく表したグラフ

　　　　 （階級の幅を底辺，度数を高さにした長方形のグラフ）　　
　　○　相対度数　　････（その階級の度数）C（度数の合計）
　　　　　　（相対度数は，その階級の度数の全体に対する割合を表す
　　　　　　 ので，小数で表す）
　　
　　○　代表値　　　 ････資料の特徴を表す代表の値
　　○　階級値　　　 ････階級の中央の値
　　

　　○　平均値　　　 　　　 ････（平均値）x
（階級値）A（度数）の合計

（度数の合計）
　　
　　○　中央値（メジアン）････資料の小さい方から数えて中央にある値
　　○　最頻値（モード）　 ････資料の中で最も出てくる値
　　　　

・度数分布表の□に当てはまる度数から求めてみると，
　上から，３人，２人，０人，３人，２人，アの階級は４人，
　最後が，１人の合計１５人。
　 これをもとに，左の例題を考えてみよう。

１　下の資料について，次の問に答えなさい。

30 27 25 26 28 29 25
26 22 22 25 26 28 25
25

（１）　この資料の範囲を求めなさい。
式　　30－22＝8　　　Ａ．　8

（２）　平均値を求めなさい。

　　　　　上の数値から求めると，

式　　
22A2O25A4O26A3O27O28A2O29O30

15
　　　x24.266666････　　Ａ．　約24.3

（３）　中央値を求めなさい。
　　　　　Ａ．　小さい方から数えて８番目が答えだから，　26

（４）　最頻値を求めなさい。
　　　　 Ａ．　一番出現している値は，25だから，　25

（５）　３つの代表値から，この資料を考察しなさい。
　　　　 Ａ．　（例）　この資料は，３つの代表値がほぼ同じ
　　　　　　　　　　　 であることから，25あたりが平均になって
　　　　　　　　　　　 いる。

（６）　階級が，２８以上３０未満の相対度数を
　　　 求めなさい。
　　　　　式　3C15x0.2　　　Ａ．　0.2

※右の資料から，下の度数 ※ヒストグラムを作ろう。
分布表を完成させよう。

階 級 度 数
以上 未満

～ ０20 22
～ ２22 24
～ ５24 26
～ ４26 28
～ ３28 30
～ １30 32
計 １５

0 20 22 24 26 28 30 32

1

2

3

4

5

＜例題＞
（１）　４１回以上４５回未満の階級の階級値は？　　　
　　　　　式　（４１＋４５）C２x４３　　　　Ａ．　４３
（２）　４９回以上５３回未満の階級の相対度数は？
　　　　　式　３C１５x０．２　　　　　　　　Ａ．　０．２
（３）　この１５人の反復横跳びの結果について，
　　①　中央値は？
　　　　　１５人は，奇数なので，小さい方から数えて，８番目　Ａ．　５２回
　　②　最頻値は？
　　　　　一番たくさん出ている値は，５８回　　Ａ．　５８回
　　③　平均値は？　（記録から求めると･･･）　

　平均値x
(37O38O39O42O44O50O52O53A2O57O58A3O62)

15
x46.7333････

　　Ａ．　平均値は，約 46.7回　となる。 ここまでできれば，基本バッチリ！

これを例に見てみると
（全国学テ過去問）

これらの用語を覚えれば，
バッチリです！

特に，平均値，中央値，
最頻値は大切ですよ！
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式　　（範囲）＝（最大値）－（最小値）
　　　　　　　　　　　56－40＝16　　　　　　

Ａ．　16

式　　3 C 30x 0 . 1　　　　　　

Ａ．　0 . 1

＜考え方＞
　３１人の中央値なので，小さい方
　から数えて，１６番目が中央値と
　なります。

　すると，左のグラフから，読み取
　ると，２８ｍ以上３０ｍ未満の階
　級に，１６番目の人がいることが
　分かります。

　したがって，答えは，ウ となります。
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確 認 し よ う ！

練 習 問 題

１　（　）内の文字について解きなさい。
（１）　xOyx５　　　　　（ y ）

yx5Px

（２） ２xO３yx７　　　 （ x ）
2x x7P3y

x x
7P3y

2

（３） ２（aOb）xl （ a ）

aOb x
l
2

a x
l
2

Pb

（４）　xyx１０　　　　　　（ y ）

yx
10
x

（５） ５abxV （ b ）

bx
V
5a

２　（　）内の文字について解きなさい。
（１）　aO２bx３　　　　　　　（ a ）　

a x3P2b
（２）　３xP２yx６　　　　　　（ y ）

P2yx6P3x

yx
6P3x

P2

yx
P6O3x

2
（３）　２（aO３b）xl　　　　　（ a ）

aO3b x
l
2

a x
l
2

P3b

（４）　 Vx¼r 2h （ h ）
¼r 2hxV

hx
V

¼r 2

（５）　
２aOb
５

xy 　　　　（ b ）

2aOb x5y
b x5yP2a

さあ，これで完璧だ！

☆　等式の変形のポイント
　　・等式の変形は，目的に応じて，等式を変形すること
　　　たとえば，

　　　２xOyx５　という等式があるとき，xx３のときのyの値を求めるとき，
　　　　　　 yx５P２x　････①　と等式を変形し，①にxx３を代入すると計算が便利！！
　　　　　　 yx５P２A３
　　　　　　 yx５P６
　　　　　　 yxP１　　　となる。　このように，２xOyx５　を　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 yx５P２x　と変形することをyについて解くという。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

☆　文字について解くためのコツ！
　（１）　解きたい文字は，左辺へ
　（２）　解きたい文字から離れているもの（O，P）を移項
　（３）　解きたい文字にくっついているもの（A，C）をなくす
　（４）　かっこは，できるだけ外さない

　　　たとえば，〔　　〕の中の文字について解くとき，

　　　yx１２P２x　　〔　x　〕　　　　　　２（xOy）x３０　　〔　y　〕 　　Sx
¼r 2x
３６０

　　　〔　x　〕

　　２xx１２Py　　　　　･･･（１）　　　　　 xOyx ３０
２
　　･･･（４）と（３）

¼r 2x
３６０

xS 　･･･（１）

　　　xx
１２Py
２

　　　　･･･ （３）　　　　　　　　　yx１５Px ･･･（２）　　　　　　　¼r 2x x３６０S 　･･･（３）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x x
３６０S

¼r 2 ･･･（３）

！方程式のように解こう
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Pyx5P2x
yxP5O2x

4yx1Px

yx
1Px

4

ahxS

hx
S
a

1
2

ahxS

ahx2S

a x
2S
h
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確 認 し よ う ！

練 習 問 題

　方程式①と②の両方とも成り立たせるx , yの値の組を求めるとき，
これらの方程式を組にして，次のように表す。
　

3xO2yx15　…①
xO yx 7　…②

Ç 　

　このように，方程式を組にしたものを連立方程式という。また，これ
らの方程式を両方とも成り立たせる文字の値の組をその連立方程式
の解といい，解を求めることを，その連立方程式を解くという。

　方程式…まだわかっていない数
　　　　　　　を表す文字を含む等式

　方程式の解
　　　　　…方程式を成り立たせる
　　　　　　　文字の値

　次の連立方程式解きなさい。

　　
2xO5yx11　…①

P2xO y x 7　…②
Ç 　

　

　＜解＞
　　①O②を計算する。

O
2xO5yx11

P2xOyx7
6yx18

　

yx3
yx3を②に代入すると，
　　　 P2xO3x7

P2x x7P3
P2xx4

xxP2
よって，xxP2 , yx3　となる。

　次の連立方程式解きなさい。

　　
xxyO5 　…①

2xOy x 7 　…②
Ç 　

　

　＜解＞
　　②に①を代入する。
　　2(yO5)Oyx7

2yO10Oyx7
2y Oyx7P10

3yxP3
yxP1

yxP1を①に代入する。
　　　　　　　xxP1O5

xx4
よって，xx4 , yxP1
　となる。
　

　ポイントは，②のxのところに，
　 xxyO5　　
　 ↓ 代入する！
2( )Oyx7

　 ポイントは，①，②の式を
操作して,どちらかの文字を
なくす！！

☆　連立方程式のポイント
　（１）連立方程式の解とは？

　（２）連立方程式の解き方
　　　※基本的には，２つの文字のどちらかを消去し，１年生のときに習った方程式にすると解くことができる。
　　　　その代表的な方法が，加減法と代入法である。
　　　①　加減法　　　　　　　　　　　　　　 ②代入法

＜思いだそう！！＞

□　次の連立方程式を解きなさい。

　（１）　
xO3yx1

PxO2yx4Ç （２）　
xO2yx2

2xO3yxP1Ç （３）　
xxP2y
3xOyx10Ç （４）　

3xO2yx9
yx4xP1Ç

O
xO3yx1

PxO2yx4
5yx5

yx1

yx1を①に代入する。
xO3A1x1
xO3 x1

xx1P3
xxP2

よって， xxP2 , yx1

P
2xO4yx4
2xO3yxP1

yx5

yx5を①に代入する。
xO2A5x2
x O10x2
x x2P10

xxP8

よって， xxP8 , yx5

3A(P2y)Oyx10
P6yOyx10

P5yx10
yxP2

yxP2 を①に代入する。
xxP2A(P2)
xx4

よって， xx4 , yxP2

3xO2A(4xP1)x9
3xO8xP2 x9
3xO8x x9O2

11xx11
xx1

xx1を②に代入する。
yx4A1P1
yx4P1
yx3

よって， xx1 , yx3

①

②

① ① ①

② ② ②
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P
aObx8

2aObx11
PaxP3

ax3

ax3 を①に代入すると
3Obx8

bx8P3
bx5

よって，ax3 , bx5

P
5xP2yx10
3xP2yx2

2xx8
xx4

xx4を②に代入すると
3A4P2yx2
12 P2yx2

P2yx2P12
P2yxP10

yx5

よって，xx4 , yx5

P
4xO2yx5
2xO2yx4

2xx1

xx
1
2

xx
1
2
を②に代入すると

1
2

Oyx2

yx2P
1
2

yx
4
2

P
1
2

yx
3
2

よって，xx
1
2

, yx
3
2

2xO3 x3xP2
2xP3xx P2P3

PxxP5
xx5

xx5を①に代入すると
yx3A5P2
yx15P2
yx13

よって，xx5 , yx13

①

①

①

①

②

②

②

②
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確 認 し よ う ！

練 習 問 題

☆　多角形の内角と外角のポイント

　（１）三角形の内角の和と外角
　　　・三角形の内角の和は１８０°
　　　　（平行線の性質を利用する　別プリ参照）
　　　　すると，右の図のようになり，三角形の外角について，

　　　・三角形の外角は，それと隣り合わない２つの内角の
　　　　和に等しい。

　（２）多角形の内角と外角
　　　・n角形の内角の和は，180°A（nP2）です。
　　　　※ n角形の中に三角形が （nP2）個できるからだよ！

　　　・n角形の外角の和は，360°です。
　　　　※n角形のn個の頂点には，n個の180°ができている。
　　　　　そこから，n角形の内角の和･･･180°A（nP2）を
　　　　　引くと･････

　　　　　　180AnP 180A nP2£ ¤« ¬

　　　　x180nP180nO360
　　　　x360

　　　　　　となり，n角形の外角の和は，360°となる。

　横から見たスリッパの形に
似ているので，「スリッパのきまり」
と覚えるといいよ！

　 そうすると，こんな問題が
簡単に解けるよ！

　スリッパを使うと
　50°O65°x115°
　と簡単に求めることができる！

　このように，
五角形の中には，三角形が
３個：（5P2）個できているよ！

だから，例えば，十二角形の
内角の和は，中に三角形が
10個（12P2x10）できている
から，
180°A10x1800°となるんだ！

　 このように，一つの頂点に
　内角と外角を合わせた180°
　が，n角形にはn個できて
　いますよ！

次の問に答えなさい。

（１）　十角形の内角の和は何度？
　　式　180A（10P2）x1440　　Ａ．　1440°

（２）　正八角形の一つの内角は何度？
　　式　180A（8P2）x1080
　　　　　1080C8x135　　　　　　Ａ．　135°

（３）　内角の和が720°になるのは，何角形？
　　式　180A（nP2）x720
　　　　　180nP360　x720
　　　　　180n　　　　　x1080　　　　
　　　　　　　　　　　　 nx6　　　　　Ａ．　六角形
（４）　正十二角形の一つの外角は何度？
　　式　360C12x30　　　　　　　 Ａ．　30°

（５）　一つの外角が 6°の正多角形は何角形？
　　式　360C6x60　　　　　　　　Ａ．　正六十角形

次の {xの大きさを求めなさい。

（１）　　　　　　　　　　　　　　（２）

赤の補助線を引くと，左と右に
スリッパができて，これを利用する.

O x50°
（　　O20°）＋（　　O35°）xx　
だから，結局中の３つの角をたせば
よいのです。
x x 20°O50°O35°
　x 105°

（１）　xx32O45　　　　（２） xO63x149
x77 x x149P63

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x86
Ａ．　77°　　　　　　　　　　　　Ａ．　86°
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　Ａ．　　オ

　Ａ．　　イ
　　　※五角形になると，四角形より，中にできる
　　　　　三角形が１つ（180°）ふえるから。

　Ａ．　　ア
　　　※　多角形の外角の和は，常に360°だから。



年 組 番 氏名

確 認 し よ う ！

練 習 問 題

「五角形の内角の和は °であること」について，次の①，②，③のように説明した。540
このなかで，証明といえるものはどれか，選びなさい。

① 分度器で５つの角をはかると，それぞれ °， °， °， °， °だった。80 100 110 120 130
°＋ °＋ °＋ °＋ °＝ °だから，五角形の内角の和は °である。80 100 110 120 130 540 540

② 右の図のように， つの頂点から対角線をひくと，３つの三角形に分ける1
ことができる。１つの三角形の内角の和は °だから，五角形の内角の和180
は °×３＝ °である。180 540

③ 正五角形の１つの内角は °である。 °×５＝ °だから，五角108 108 540
形の内角の和は °である。540

☆「証明」とは何か理解しよう！

証明･･･あることがらが正しいことを，すでに正しいと認められたことがらを根拠として，
筋道を立てて説明すること

たとえば，あることがら「三角形の内角の和は180°である」が正しいことを，すでに正しいと認
められたことがら「平行線の同位角は等しい 「平行線の錯角は等しい」を根拠として，次のように」，
筋道立てて説明することができる。

ɈஆɈɢȠɅĄŢBCDɈസගDȥɣĄ྇BCɅཱैɄ഼ఄDEɬɌȩăت
ɘȹĄ྇CDɬ٨ഷȱȹ഼ఄଯɅගFɬɂɥă
ȭɈɂȧĄBCĢEDɁĄ
ཱैఄɈܑɉȱȞȥɣĄ

ƚbŁƚe ¦¦¦¦¦¦ թ
ཱैఄɈ෫ܑײɉȱȞȥɣĄ

ƚcŁƚf ¦¦¦¦¦¦ ժ
թĄժȥɣĄৠܑࡹɈผܑɈᅊɉĄ
ƚbļƚcļƚd Łƚeļƚfļƚd

Ł291ŋ

このように証明されたことは，どんな三角形についても内角の和は180°であることを示したこと
になる。つまり，１つ１つの角の大きさや辺の長さがどんな値でも，三角形ならば内角の和は180°
であるといえる。そして，証明されたことは，新たに図形の性質を証明する際に，根拠として用いる
ことができる。

どんな三角形でも，内角の和は180°

注意 小学校では，三角形の３つの角を分度器ではかったり，紙に書いた三角形をはさみで切り角
を頂点のまわりに集めたりして，三角形の内角の和が180°であることを確かめた。このよう
に，実測や実験で確かめた場合，そのときに使った三角形では180°になることはいえるが，
他の三角形でも180°になるとはいえないため， また，正三角形証明したことにはならない。
は，１つの角が60°だから，60°×３＝180°である。しかし，この説明は正三角形という特
別な形のみの説明であって，正三角形以外の三角形の内角の和も180°になるかどうかは，わ

これも証明したことにはならない。からないため，

「根拠」

すでに正しいと

認められたことがら

A

B
C

E

D

a

b c

d
e
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　起こりうるすべての場合がn通りで，そのどれが起こることも
同様に確からしいとする。そのうち，ことがらAの起こる場合が
a通りあるとき，

ことがらAの起こる確率pは， px
a
n

年 組 番 氏名

確 認 し よ う ！

練 習 問 題

確率の求め方

□　大小２つのさいころを同時に投げるとき，　　　　　　　　　　　□　１から１０までの数字が１つずつ書かれた１０枚の
　次の問いに答えなさい。ただし，どちらのさいころも　　　　　　　　　カードがあります。この１０枚のカードから１枚のカー
　１から６までの出方は，同様に確からしいものとします。　　　　　ドをひくとき，カードに書かれた数字が奇数である確
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率を求めなさい。
（１）起こりうるすべての場合は何通りありますか。

（２）出る目の和が６になる場合は何通りありますか。

（３）出る目の和が６になる確率を求めなさい。　　　　　　　　　　□　袋の中に，同じ大きさの青玉５個と赤玉３個の合計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８個の玉が入っています。この袋の中から玉を１個
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取り出すとき，それが赤玉である確率を求めなさい。
（５）出る目の和が，３以下になる確率を求めなさい。

□　２枚の硬貨A,Bを同時に投げるとき，１枚が表，
　もう１枚が裏が出る確率を求めなさい。
　ただし，硬貨の表と裏の出方は，同様に確からしいもの
　とします。

☆　確率を求めるときのポイント
　
　（１）　確率の求め方

　□　サイコロ

　　　・サイコロを２個振る問題は，
　　　　表を作ると便利！！

　□　硬貨（コイン）

　　　・硬貨の問題は，
　　　 樹形図を作ると便利！！

　□　カード

　　　・カードの問題は，
　　　　樹形図を作ると便利！！

　□　玉（球，ボール）

　　・玉の問題は，
　　　樹形図を作る
　　　と便利！！

これが
樹形図だ！

A.
5

36

A. 36通り

和が６になるのは（１，５）（２，４）（３，３）（４，２）（５，１）
A. ５通り

和が３以下になるのは（１，１）（１，２）（２，１）の３通り
３
３６

x １
１２

A. １
１２

2
4

x
1
2

A.
1
2

5
10

x
1
2

A.
1
2

A.
3
8



過 去 の 問 題
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　　　　表　　　　　　　表
表t　　　　　　裏t
　　　　裏　　　　　　　裏

の４通りのうち，２枚とも表は，１通り

13枚のカードの中から1枚
引く引き方は13通り。
その中から，
5または，11のカードを引く
引き方は
２通り

赤玉3個と白玉2個の合計5個から
1個球をとる取り方は，5通り。
それが，赤玉になるのは，3通り。


