
教科書との関連と
指導のポイント

H30年度　全国学力・学習状況調査
【小学校算数】

学校図書

教授用資料
本資料は，「教科書発行者行
動規範」に則ったものです。
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文部科学省検定済教科書　11学図　算数134　小学校算数用

みんなとまなぶ

ねん

学
校
図
書 学校図書

先生と保護者のみなさまへ
　この教科書は，子どもたちが確かな算数の力をつけることを願って編集しました。

そのため，単元のページ（本文）と巻末の「力をつける問題」の２部で構成されています。

　単元のページは，その学年で身につけたい内容を，丁寧な記述で確実に理解できるように構成されています。

　また，巻末の「力をつける問題」は，次の2つのコーナーで構成されています。これらの問題は，

一人一人の子どもの実態や興味・関心に応じて，選択的に扱うことを想定しています。

●サポート…各単元の内容の理解を助けるための，補助的な問題です。

●チャレンジ…各単元で学習したことを，いろいろな場面で活用するための問題です。

　この教科書を使うことで，子どもたちが算数に興味・関心をもち，意欲的に学習に取り組むことを期待しています。

この教科書は，環境に配慮した紙と植物油インキを使用しています。

この教科書は，色覚の個人差を問わず，できるだけ多くの人に見やすいように配慮して作成しました。

この教科書は，これからの日本を担う皆さんへの期待をこめ，税金によって無償で支給されています。大切に使いましょう。
になきょうかしょ みな きたい ぜいきん むしょう しきゅう たいせつ つか
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文部科学省検定済教科書　11学図　算数434小学校算数用
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学校図書

先生と保護者のみなさまへ
　この教科書は，子どもたちが確かな算数の力をつけることを願って編集しました。

そのため，単元のページ（本文）と巻末の「力をつける問題」の２部で構成されています。

　単元のページは，その学年で身につけたい内容を，丁寧な記述で確実に理解できるように構成されています。

　また，巻末の「力をつける問題」は，次の３つのコーナーで構成されています。これらの問題は，

一人一人の子どもの実態や興味・関心に応じて，選択的に扱うことを想定しています。

●サポート…各単元の内容の理解を助けるための，補助的な問題です。

●補充問題…各単元の内容の習熟を深めるための，練習問題です。

●チャレンジ…各単元で学習したことを，いろいろな場面で活用するための問題です。

　なお，　　　　  の記号がついた問題は，その学年の学習指導要領に示されていない内容を扱ったものであり，

すべての子どもが一律に学習する必要はありません。

　この教科書を使うことで，子どもたちが算数に興味・関心をもち，意欲的に学習に取り組むことを期待しています。

はってん

この教科書は，環境に配慮した紙と植物油インキを使用しています。

この教科書は，色覚の個人差を問わず，できるだけ多くの人に見やすいように配慮して作成しました。

この教科書は，これからの日本を担う皆さんへの期待をこめ，税金によって無償で支給されています。大切に使いましょう。
にな みな ぜいきん むしょう しきゅう
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文部科学省検定済教科書　11学図　算数334　小学校算数用
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先生と保護者のみなさまへ
　この教科書は，子どもたちが確かな算数の力をつけることを願って編集しました。

そのため，単元のページ（本文）と巻末の「力をつける問題」の２部で構成されています。

　単元のページは，その学年で身につけたい内容を，丁寧な記述で確実に理解できるように構成されています。

　また，巻末の「力をつける問題」は，次の３つのコーナーで構成されています。これらの問題は，

一人一人の子どもの実態や興味・関心に応じて，選択的に扱うことを想定しています。

●サポート…各単元の内容の理解を助けるための，補助的な問題です。

●補充問題…各単元の内容の習熟を深めるための，練習問題です。

●チャレンジ…各単元で学習したことを，いろいろな場面で活用するための問題です。

　なお，　　　　  の記号がついた問題は，その学年の学習指導要領に示されていない内容を扱ったものであり，

すべての子どもが一律に学習する必要はありません。

　この教科書を使うことで，子どもたちが算数に興味・関心をもち，意欲的に学習に取り組むことを期待しています。
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この教科書は，環境に配慮した紙と植物油インキを使用しています。

この教科書は，色覚の個人差を問わず，できるだけ多くの人に見やすいように配慮して作成しました。

この教科書は，これからの日本を担う皆さんへの期待をこめ，税金によって無償で支給されています。大切に使いましょう。
にな みな ぜいきん むしょう しきゅう
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先生と保護者のみなさまへ
　この教科書は，子どもたちが確かな算数の力をつけることを願って編集しました。

そのため，単元のページ（本文）と巻末の「力をつける問題」の２部で構成されています。

　単元のページは，その学年で身につけたい内容を，丁寧な記述で確実に理解できるように構成されています。

　また，巻末の「力をつける問題」は，次の３つのコーナーで構成されています。これらの問題は，

一人一人の子どもの実態や興味・関心に応じて，選択的に扱うことを想定しています。

●サポート…各単元の内容の理解を助けるための，補助的な問題です。

●補充問題…各単元の内容の習熟を深めるための，練習問題です。

●チャレンジ…各単元で学習したことを，いろいろな場面で活用するための問題です。

　なお，　　　　  の記号がついた問題は，その学年の学習指導要領に示されていない内容を扱ったものであり，

すべての子どもが一律に学習する必要はありません。

　この教科書を使うことで，子どもたちが算数に興味・関心をもち，意欲的に学習に取り組むことを期待しています。

はってん
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この教科書は，環境に配慮した紙と植物油インキを使用しています。

この教科書は，色覚の個人差を問わず，できるだけ多くの人に見やすいように配慮して作成しました。

この教科書は，これからの日本を担う皆さんへの期待をこめ，税金によって無償で支給されています。大切に使いましょう。
にな みな むしょう

182×257　背幅 5ミリ

この教科書は，環境に配慮した紙と植物油インキを使用しています。

この教科書は，色覚の個人差を問わず，できるだけ多くの人に見やすいように配慮して作成しました。

この教科書は，これからの日本を担う皆さんへの期待をこめ，税金によって無償で支給されています。大切に使いましょう。
にな みな きたい ぜいきん むしょう しきゅう つか
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先生と保護者のみなさまへ
　この教科書は，子どもたちが確かな算数の力をつけることを願って編集しました。

そのため，単元のページ（本文）と巻末の「力をつける問題」の２部で構成されています。

　単元のページは，その学年で身につけたい内容を，丁寧な記述で確実に理解できるように構成されています。

　また，巻末の「力をつける問題」は，次の３つのコーナーで構成されています。これらの問題は，

一人一人の子どもの実態や興味・関心に応じて，選択的に扱うことを想定しています。

●サポート…各単元の内容の理解を助けるための，補助的な問題です。

●補充問題…各単元の内容の習熟を深めるための，練習問題です。

●チャレンジ…各単元で学習したことを，いろいろな場面で活用するための問題です。

　なお，　　　　  の記号がついた問題は，その学年の学習指導要領に示されていない内容を扱ったものであり，

すべての子どもが一律に学習する必要はありません。

　この教科書を使うことで，子どもたちが算数に興味・関心をもち，意欲的に学習に取り組むことを期待しています。
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文部科学省検定済教科書　11学図　算数435　小学校算数用

下
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先生と保護者のみなさまへ
　この教科書は，子どもたちが確かな算数の力をつけることを願って編集しました。

そのため，単元のページ（本文）と巻末の「力をつける問題」の２部で構成されています。

　単元のページは，その学年で身につけたい内容を，丁寧な記述で確実に理解できるように構成されています。

　また，巻末の「力をつける問題」は，次の３つのコーナーで構成されています。これらの問題は，

一人一人の子どもの実態や興味・関心に応じて，選択的に扱うことを想定しています。

●サポート…各単元の内容の理解を助けるための，補助的な問題です。

●補充問題…各単元の内容の習熟を深めるための，練習問題です。

●チャレンジ…各単元で学習したことを，いろいろな場面で活用するための問題です。

　なお，　　　　  の記号がついた問題は，その学年の学習指導要領に示されていない内容を扱ったものであり，

すべての子どもが一律に学習する必要はありません。

　この教科書を使うことで，子どもたちが算数に興味・関心をもち，意欲的に学習に取り組むことを期待しています。

はってん

この教科書は，環境に配慮した紙と植物油インキを使用しています。

この教科書は，色覚の個人差を問わず，できるだけ多くの人に見やすいように配慮して作成しました。

この教科書は，これからの日本を担う皆さんへの期待をこめ，税金によって無償で支給されています。大切に使いましょう。
にな みな ぜいきん むしょう しきゅう
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先生と保護者のみなさまへ
　この教科書は，子どもたちが確かな算数の力をつけることを願って編集しました。

そのため，単元のページ（本文）と巻末の「力をつける問題」の２部で構成されています。

　単元のページは，その学年で身につけたい内容を，丁寧な記述で確実に理解できるように構成されています。

　また，巻末の「力をつける問題」は，次の３つのコーナーで構成されています。これらの問題は，

一人一人の子どもの実態や興味・関心に応じて，選択的に扱うことを想定しています。

●サポート…各単元の内容の理解を助けるための，補助的な問題です。

●補充問題…各単元の内容の習熟を深めるための，練習問題です。

●チャレンジ…各単元で学習したことを，いろいろな場面で活用するための問題です。

　なお，　　　　  の記号がついた問題は，その学年の学習指導要領に示されていない内容を扱ったものであり，

すべての子どもが一律に学習する必要はありません。

　この教科書を使うことで，子どもたちが算数に興味・関心をもち，意欲的に学習に取り組むことを期待しています。

はってん

この教科書は，環境に配慮した紙と植物油インキを使用しています。

この教科書は，色覚の個人差を問わず，できるだけ多くの人に見やすいように配慮して作成しました。

この教科書は，これからの日本を担う皆さんへの期待をこめ，税金によって無償で支給されています。大切に使いましょう。
にな みな ぜいきん むしょう しきゅう
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この教科書は，環境に配慮した紙と植物油インキを使用しています。

この教科書は，色覚の個人差を問わず，できるだけ多くの人に見やすいように配慮して作成しました。

この教科書は，これからの日本を担う皆さんへの期待をこめ，税金によって無償で支給されています。大切に使いましょう。
にな みな むしょう
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文部科学省検定済教科書　11学図　算数635　小学校算数用

学校図書

先生と保護者のみなさまへ
　 この教科書は，子どもたちが，小学校で学習した内容を振り返るとともに，中学校の学習にスムーズに移行

していくことを願って編集しました。そのため、次の 2 部で構成されています。

● 算数で使ってきた考え方…小学校で学習した内容を，「考え方」という視点から復習することができます。

● かけ橋…中学校で学習する内容の初歩的な部分について，体験的に学習することができます。

　なお，　　　　  の記号がついた問題は，その学年の学習指導要領に示されていない内容を扱ったものであり，

すべての子どもが一律に学習する必要はありません。

　この教科書を使うことで，子どもたちが，中学生になってからも意欲的に学習に取り組んでいくことを期待し

ています。 算  数小学校
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先生と保護者のみなさまへ
　この教科書は，子どもたちが確かな算数の力をつけることを願って編集しました。

そのため，単元のページ（本文）と巻末の「力をつける問題」の２部で構成されています。

　単元のページは，その学年で身につけたい内容を，丁寧な記述で確実に理解できるように構成されています。

　また，巻末の「力をつける問題」は，次の３つのコーナーで構成されています。これらの問題は，

一人一人の子どもの実態や興味・関心に応じて，選択的に扱うことを想定しています。

●サポート…各単元の内容の理解を助けるための，補助的な問題です。

●補充問題…各単元の内容の習熟を深めるための，練習問題です。

●チャレンジ…各単元で学習したことを，いろいろな場面で活用するための問題です。

　なお，　　　　  の記号がついた問題は，その学年の学習指導要領に示されていない内容を扱ったものであり，

すべての子どもが一律に学習する必要はありません。

　この教科書を使うことで，子どもたちが算数に興味・関心をもち，意欲的に学習に取り組むことを期待しています。

はってん

この教科書は，環境に配慮した紙と植物油インキを使用しています。

この教科書は，色覚の個人差を問わず，できるだけ多くの人に見やすいように配慮して作成しました。

この教科書は，これからの日本を担う皆さんへの期待をこめ，税金によって無償で支給されています。大切に使いましょう。
にな みな きたい ぜいきん むしょう しきゅう つか
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先生と保護者のみなさまへ
　この教科書は，子どもたちが確かな算数の力をつけることを願って編集しました。

そのため，単元のページ（本文）と巻末の「力をつける問題」の２部で構成されています。

　単元のページは，その学年で身につけたい内容を，丁寧な記述で確実に理解できるように構成されています。

　また，巻末の「力をつける問題」は，次の３つのコーナーで構成されています。これらの問題は，

一人一人の子どもの実態や興味・関心に応じて，選択的に扱うことを想定しています。

●サポート…各単元の内容の理解を助けるための，補助的な問題です。

●補充問題…各単元の内容の習熟を深めるための，練習問題です。

●チャレンジ…各単元で学習したことを，いろいろな場面で活用するための問題です。

　この教科書を使うことで，子どもたちが算数に興味・関心をもち，意欲的に学習に取り組むことを期待しています。

この教科書は，環境に配慮した紙と植物油インキを使用しています。

この教科書は，色覚の個人差を問わず，できるだけ多くの人に見やすいように配慮して作成しました。

この教科書は，これからの日本を担う皆さんへの期待をこめ，税金によって無償で支給されています。大切に使いましょう。
にな みな むしょう
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※この資料は，国立教育政策研究所が公開している資料に基づいて作成したものです。
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1

算数A　主として「知識」に関する問題

問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

1 ⑴ 針金 0.2 ｍの重さと針金 0.1 ｍ
の重さを書く 

除法で表すことができる二つの
数量の関係を理解している

A　数と計算
D　数量関係 知識・理解 短答

問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

1 ⑵

針金 0.4 ｍと，0.4 ｍの重さの
60g と，1 ｍの重さが，それぞ
れ数直線上のどこに当てはまる
かを選ぶ

1 に当たる大きさを求める問題
場面における数量の関係を理解
し，数直線上に表すことができ
る

A　数と計算 技能 選択

正答率：63.2％

誤答例①　 0.2 ｍの重さに「30」，0.1 ｍの重さに「10」，という解答がある。針金の長さとして示された

0.4 ｍと 0.2 ｍの関係を正しく捉えて，0.2 ｍの重さを求めることはできているが，針金の長さ

として示された 0.2 ｍと 0.1 ｍの関係から 0.1 ｍの重さを求めることはできていないと考えら

れる。

誤答例②　 0.2 ｍの重さに「40」，0.1 ｍの重さに「20」，という解答がある。0.2 ｍの重さを誤って「40」と求め，

0.1 ｍの重さを 0.2 ｍの重さの半分である「20」と求めていると考えられる。

正答率と主な誤答例

正答率：66.9％

誤答例　 「0.4 の場所」にエ，「60 の場所」にイ，「□の場所」にウという解答がある。60 と□が重さを表

していることを捉えることはできているが，針金の長さと重さの 0.4 と 60，１と□を対応させる

ことはできていないと考えられる。

正答率と主な誤答例

1
����

0.4m����60����������
���������������������

�� ��0.2m���������������0.1m����������
��������������

�� ��1m����������������
1m����□��������������������������
��0.4m��0.4��0.4m���60���60��1m���□�

��□������������������������

� �� � ���������������1�����������
��������

0

0

�

� 1

� �

�

��

��

���

�m�

�����

�� ��1m������������ � �� � ������1�����
������������

� 60�0.6
� 60×0.4
� 60÷0.4
� 0.4÷60

�����

1 計算の能力（計算の意味の理解と演算決定）
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◯ 4年下 P.71

　 1 つ分の数を求める計算において，（全体の数）÷（いくつ分）

で求められることを，図や表を用いて考えることで，着実に身に

つくことができるようにしています。

◯ 5年 P.78 ～ 79

　 1 つ分の数を求める計算において，整数と同じように小数でも

わり算で考えられることを並列で示すことによって，理解を深め

ることができるようにしています。

◯ 5年 p.86，90～ 91

　単位量あたりを求める計算がわり算になることを数直線で表し

たり，表に表したりする活動や，問題場面によって求め方が変わ

ることを理解する課題を通して，理解を深めることができるよう

にしています。

◯ 5年 P.203

　ともなって変わる 2 つの数量があるとき，一方が 2 倍，3 倍，

…となると，もう一方も 2 倍，3 倍，…となるという比例関係に

ついて，図や表をもとに理解できるようにしています。

教科書との関連

　 1 つ分を求める計算がわり算となることや，比例関係にある 2 つの数量の変化のしかたについて，図や

表を用いて理解できるように指導することが大切です。また，問題場面を的確に捉え，数量の関係を図や

数直線などで表すことが問題を解決する上で重要になってくることを，実際の活動を通して理解できるよ

うに指導することが大切です。

問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

1 ⑶

針金 1 ｍの重さを求める式を選
ぶ

1 に当たる大きさを求める問題
では，除数が小数である場合で
も除法を用いることを理解して
いる

A　数と計算
D　数量関係 知識・理解 選択

正答率：66.5％

誤答例　 解答「2」の反応率が 22.9％である。１に当たる大きさを求める問題場面では，除法ではなく乗

法を用いると捉えていると考えられる。

正答率と主な誤答例

指導のポイント

15 小数のかけ算とわり算

7171

1 　わかっているものは，何でしょうか。 

2 　求めているものは，何でしょうか。

3 　わかっている数を　　に書いて，

　答えを求めましょう。

重　さ　（） □ 5.1
板の数（まい） 1 6

　9のひもを，同じ長さずつ5本に分けると，1本分は何に

なるでしょうか。図をかいて，計算しましょう。

たしかめよう

どんな式になるかな4

　1本が1.5入りのジュースが3本あります。ジュースは，

全部で何あるでしょうか。

1

0

0 3（本）

（ ）
ジュースの量

本数
2

1.5

1

いくつ分

いくつ分

全体の数

全体の数

1つ分の数

1つ分の数

ジュースの量（）1.5 □
本　数　（本） 1 3

×3

×3

　同じ重さの板が6まいあります。全部の重さは5.1です。

1まいの重さは何でしょうか。

2

0

0 1

（ ）
重さ

板の数
（まい）

どんな式に
なるかな。

×6

×

2
390円

1.6
320円

( )20

0 390

1

□
ねだん

ジュース
の量

(円)

78

・わる数が小数の計算について考えよう

小数のわり算

1 整数÷小数の計算

1 　2入りのジュース1分のねだんを求めましょう。

　ゆみ子さんとしょうたさんは，スーパーにジュースを買いに行きました。

単位量あたりの大きさの
ときと同じように，
1あたりのねだんがわか
れば，比

くら

べられるかな。

このジュースは，
2と1.6で
売られているわ。

2 2 2
1.6 1.6

1.6

どちらを買うのが
得かな。

活

　動　2で390円のジュースと1.6で320円のジュースでは，

どちらを買うのが得といえるでしょうか。

1

図や表の
使い方を思い出そう。

図を使って

表を使って

ねだん（円） □ 390

ジュースの量（） 1 2

×2

×2×

×

ゆい

6

ジュースの量は
　1×2＝2
で2だね。
だから，ねだんも
　□×2＝390
と考えられるね。

確かめよう

86

1 　まいさんの問題

2 　ゆうじさんの問題

　けいすけさんは，次の場面から4.7÷6.5の式になる問題を作りました。

　けいすけさんが作った問題は，次の㋐，㋑のどちらでしょうか。

　長さが6.5で重さが4.7のパイプがあります。

　㋐　このパイプの1の重さは何でしょうか。

　㋑　このパイプの1の長さは何でしょうか。

面積が3.8で重さが9.5の板があります。

　この場面を使って，まいさんとゆうじさんが問題を作りました。

2人の問題の式を書いて答えましょう。

この板の1の重さは何でしょうか。

9.5( )

3.8( )

0

0

1

面積

重さ

この板の1の面積は何でしょうか。

6

重　さ（） □ 9.5

面　積（） 1 3.8

面　積（） □ 3.8

重　さ（） 1 9.5

式

式

答え

答え

3.8( )

9.5( )

0

0

1

重さ

面積

203

1 　リボンの長さと代金の関係を，

　表にまとめましょう。

2 　リボンの長さが1m，2m，…と増えていくと，

　代金はどのように変わるでしょうか。

　　リボンの長さを□m，代金を○円とすると，

　□が増えると，それにともなって○も増えます。

　1が90円のリボンがあります。

リボンの長さと代金の関係を調べましょう。

リボンの長さ（） 1 2 3

リボンの代金（円） 90

リボンの長さと代金

3 �　リボンの長さ□mが2倍，3倍，4倍，…になると，それに対
たい

応
おう

する

　代金○円が，どのように変わるか調べました。

　　　��にあてはまる数を書きましょう。

1m 90円

リボンの長さ□（） 1 2 3 4 5 6 7 8

リボンの代金○（円） 90 180 270 360 450 540 630 720

2倍

3倍

4倍

倍

倍
倍

2 比　例

202ページ
の問題と
変わり方は
同じかな？

1
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

2 答えが 12 ÷ 0.8 の式で求めら
れる問題を選ぶ

小数の除法の意味について理解
している A　数と計算 知識・理解 選択

正答率：40.1％

誤答例①　 解答「1，4」の反応率が 21.4％である。被除数が除数の幾つ分かを求める問題場面では，除数が

1 より小さい小数である場合でも除法を用いることを理解し，4 を選択することはできているが，

比較量を求めるときは，乗法ではなく除法を用いると捉え，1 も選択していると考えられる。

誤答例②　 解答「3，4」を選択している児童がいる。被除数が除数の幾つ分かを求める問題場面では，除

数が 1 より小さい小数である場合でも除法を用いることを理解し，4 を選択することはできて

いるが，基準量と比較量を正しく捉えることができず，「倍」という表現を含む文章から，3

も選択していると考えられる。

正答率と主な誤答例

◯ 4年上 P.79，5年 90～ 91

　問題場面を数直線などの図に表

し，どんな式になるかを考える課

題を通して，段階的に図と式の関

係性を身につけることができるよ

うにしています。

　図や数直線を利用することで，

数量の関係がどのようになってい

るかを捉え，それを式で表すこと

ができるように，繰り返し指導す

ることが大切です。

教科書との関連

2

���12÷0.8�������������� � �� � ������

�������������������

��

� 1m����12������������
�����0.8m�����������

� 0.8L ���12m������������������

�����1L ������m������������

� ���������12cm���
�������������������0.8����
���������� cm����

� ���12m�����0.8m����������
0.8m�������������

�����

2 計算の能力（計算の意味の理解）

90

4 どんな式になるかな　ー図をかいて考えようー

　1の花だんに2.4の水をまきます。1.5の花だんには，

何 の水をまくことになるでしょうか。

予想：1.5にまくことができる水は，1にまくことができる水より多そう。

式　2.4　　1.5＝　　　　　　　　　 　　答え 　　　

0

0

1

水の量

面積

2．4 □

1．5（ ）

（ ）

1つ分の大きさ 全部の大きさ

いくつ分

　2.5に4の水をまきます。1には何まくことになるでしょうか。

式　　　　÷　　　　＝　　　　　　　　　 答え 　　　

考え方：1つ分の大きさを求めるから，わり算を使う。

0

0 □ 4（ ）

1

水の量

面積
2．5（ ）

1つ分の大きさ 全部の大きさ

いくつ分

水の量（） 2.4 □

面 積（） 1 1.5

×1.5

×

1

2

水の量（） □ 4

面 積（） 1 2.5

×

×

91

6 小数のわり算

　1に2.4の水をまきます。8.4の水では，

何にまくことができるでしょうか。

　ひとしさんは，次の問題を作りました。

2 　数やことばを変えて，かけ算の問題を作りましょう。

3 　数やことばを変えて，わり算の問題を作りましょう。

1 　　　にあてはまる数を求めましょう。

式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答え　　　 

考え方：1つ分の大きさをもとにして，いくつ分を求める。

0

0 8．4（ ）

1 □

水の量

面積
（ ）

2．4

1つ分の大きさ 全部の大きさ

いくつ分

3

4

1Lの重さが0.8の油があります。

この油2.4Lの重さは，　　　です。

　　　にあてはまる数を求めましょう。

水の量（） 2.4 8.4

面 積（） 1 □

×

×

指導のポイント
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

3
3 桁の整数どうしの大きさを比
べ，十の位に入る適切な数字を
書く

十進位取り記数法で表された数
の大小について理解している A　数と計算 知識・理解 短答

正答率：76.5％

誤答例　 解答を「7，8，9」の反応率が 16.2％である。一の位の数字に着目することができず，十の位の

数字のみに着目し，数の大小を比較していると考えられる。

正答率と主な誤答例

◯ 2年上 P.31，33，122

　数の大小を比較する際に，位に着目できるような課題や，位を意識できるような設定の問題を取り扱う

ことで，着実に身につくことができるようにしています。

　十進位取り記数法で表された数の大小を比較する際は，それぞれの数の位に着目して判断すればよいこ

とを理解できるよう指導することが大切です。

教科書との関連

3

��3���������������

��3����� ��������������������

������������������������
� �������������□�����������

���������

0��9������������������������

�����

3 数の大小比較

31

1000までの 数3

　どちらの　数が　大きいでしょうか。＞か　＜を

つかって　あらわしましょう。

＞ ＝

4＞2
　4は，2より　
大きい。

　3は，3と
同
おな

じ　大きさ。
　2は，4より
小さい。

3＝3 2＜4

＜

数の　大小2

1 32

　＞や　＜は，大小を　あらわす　
しるしです。　大きさが　
同じ　ときは，＝を　つかいます。

＞
＜

百
の
く
ら
い

十
の
く
ら
い

一
の
く
ら
い

4 9 5
5 1 9

2 　238 　 253
220 230 240 250 260

3 　769 　 764
750 760 770 780

1 　495 ＜ 519
490 500 510 520

1

2

　数の　大きさを　くらべましょう。

33

　　480に　ついて　しらべましょう。

　百のくらいの　4は，　　　が　

　4こ　ある　ことを　あらわしています。

　480は，10を　　　こ　あつめた　数です。

2

3　　白
しろ

組
ぐみ

の　とくてんの　一のくらいが

　まだ　わかりません。たけしさんは，

　「赤組の　かちだ。」と　いいました。

　どうしてでしょうか。

3けたの　数を
数えられたかな。

3けたの　数の
あらわし方が
わかったかな。

3けたの　数の
大きさが
わかったかな。

3けたまでの　
数の　計算が
できたかな。

もんだいが
とけたら

チェックしよう

　　色紙は，何まい　あるでしょうか。１

力だめし

 40＋90  70＋70

 130－40  150－80

　　つぎの　計算を　しましょう。4

27ページ
ふりかえろう

27，30ページ
ふりかえろう

31ページ
ふりかえろう

32ページ
ふりかえろう

10の　たばは
あるかな。

どこを
くらべたら
いいかな。

3333

 130－40  150－80

122ペ
ージへ

チャ
レン
ジ

チャ
レン
ジ

122

　　　ふうとうから　カードが　見えて　います。

　　　 と　 の　カードに　書かれて　いる　数は，

　　どちらが　大きいでしょうか。

１

ほんとうに
そうかな…。

ゆい

―数の　大きさを　くらべよう―

算
数
を

　
つか
おう

算
数
を

　
つか
おう

あの　方
ほう

が
大きそう。

①　どちらの　数が　大きいか　考えて　みましょう。

②　つぎの　せつめいの　つづきを　書きましょう。

だいき

98

27

どちらが　大きい？

　もし， と　 の　数の　けた数が　同
おな

じなら，

　もし， と　 の　数の　けた数が

ちがって　いたら，

指導のポイント
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

4 ⑴
面積がそろっている㋐と㋑の二
つのシートの混み具合につい
て，正しいものを選ぶ

異種の二つの量のうち，一方の
量がそろっているときの混み具
合の比べ方を理解している

B　量と測定 知識・理解 選択

正答率：87.9％

誤答例　 解答「1」の反応率が 8.3％である。面積がそろっているときは，人数の少ない方が混んでいると

捉えていると考えられる。

正答率と主な誤答例

問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

4 ⑵
㋒と㋓の二つのシートの混み具
合を比べる式の意味について，
正しいものを選ぶ

単位量当たりの大きさを求める
除法の式と商の意味を理解して
いる

B　量と測定 知識・理解 選択

正答率：50.3％

誤答例　 解答「3」と解答「4」を合わせた反応率が 36.4％である。1m2 当たりの人数を求める除法の式の

意味を理解していないと考えられる。ただし，解答「4」の反応率が 18.0％であり，このように

解答した児童は，人数をそろえたとき，面積の小さい方が混んでいると判断することはできてい

ると考えられる。

正答率と主な誤答例

4

���������������������

�� ������2��
	�������������
	�����������

�� ��

�����
	��������� ��
	������������

49��
46��

���m�����

���������������

�����������������������������

�� � �� � ������1����������������

� ��������� �

� ��������� �

� �������������� �

�����

�� ������2�������������������������������

�� ��

����������������������������������

59��
816��

���m�������

���������������

�����������������������������������

16÷8�2��
�� 9÷5�1.8

���������������������

�� � �� � ������1�����������������

� 1m��������2� �1.8� ����������������

� 1m��������2� �1.8� ����������������

� 1� �������2m��1.8m�����������������

� 1� �������2m��1.8m�����������������

�����

4 単位量当たりの大きさ
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◯ 5年 P.37 ～ 39

　混み具合を比較する場合，単位量当たりの数量を求めることで，比較することができることを，写真や

図を使ってイメージできるようにすることで，着実に身につくことができるようにしています。

　混み具合を比較する際，面積を揃えればよいことを，図などを使って視覚的に実感させるように指導す

ることが大切です。

教科書との関連

3 単位量あたりの大きさ

37

　マット3まいに15人。

　マット3まいに12人。

　マット2まいに12人。

活

　動
　子どもがマットの上に乗っています。

， ， のうち，いちばんこんでいるのはどれか調べましょう。
1

2 単位量あたりの大きさ

2 　㋑と㋒では，どちらがこんでいるでしょうか。

1 　㋐と㋑では，どちらがこんでいるでしょうか。

3 　㋐と㋒では，どちらがこんでいるでしょうか。

人数が同じときは，マットのまい数が　　 　い方がこんでいる。

マットのまい数が同じときは，人数が　　　 い方がこんでいる。

どのやり方が
わかりやすいかな。

38

4 　自分の考えや次の3人の考えを説明しましょう。

ななみさんの考え

マット1まい分にどれだけ人数がいるかで

比べます。 人数をまい数でわると，
㋐　12÷2＝6　マット1まいに6人

㋒　15÷3＝5　マット1まいに5人

1まいのマットにたくさん人数がいるので，
㋐がこんでいるといえます。

ひろとさんの考え

こみぐあいはそのままにして，マット6まい分にそろえて人数を比べます。

㋐　マットが2まいなので，6まい分にするために人数を3倍にします。

　　12×3＝36　マット6まいで36人

㋒　マットが3まいなので，6まい分にするために人数を2倍にします。

　　15×2＝30　マット6まいで30人

マット6まいにそろえたとき，人数が多い㋐がこんでいるといえます。

㋐ ㋒

ゆい

12÷2 15÷3

だいきさんの考え

1人がどのくらいマットを使えるのかで比べます。

まい数を人数でわると，
㋐　2÷12＝0.166…

㋒　3÷15＝0.2
使える広さが少ないので，㋐がこんでいるといえます。

確かめよう

3 単位量あたりの大きさ

39

　37ページのマット1まいの面積は1 です。

　1 あたり何人になるでしょうか。

　こみぐあいは，人数と面積の2つの量で表されます。

　ふつう，1 や1 など，面積をそろえて比べます。

　人がきちんとならんでいないときでも，1 あたりや1 あたりの人数

を求めて比べます。

　12　÷　2　＝

　12　÷　3　＝

　15　÷　3　＝

面積（ ） 1 あたりの人数人数

2

1　8 のすな場に，子どもが10人遊んでいます。となりの10 の

　すな場には，子どもが13人遊んでいます。どちらのすな場の方が

　こんでいるでしょうか。

2　7両に1260人乗っている電車と，10両に1850人乗っている

　電車があります。どちらの電車の方がこんでいるでしょうか。

指導のポイント
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

5 ⑴ 角いの角の大きさが，何度であ
るかを選ぶ

180°の角の大きさを理解してい
る B　量と測定 知識・理解 選択

正答率：94.5％

誤答例　 解答「2」の反応率が 2.6％である。180°の角の大きさを 90°と捉えていると考えられる。

正答率と主な誤答例

◯ 4年上 P.34

　 2 本の棒を使った活動を通して，いろいろな角に触れ，特に直角の 1 つ分，2 つ分，3 つ分，4 つ分に

ついて着目させることで，角度に対する理解を深めることができるようにしています。

　角が 1 つの頂点から出ている 2 つの辺の開き具合を表していることと，それを 1 回転した角の 360 等分

した 1 つ分が 1°となることを，図や教具を用いて指導することが大切です。

教科書との関連

5

��������������������������������
�
��������������������
	����������
����あ�
�
��

あ

�
�

�

��

����������������� 
	�あ�������
	
�����

�����������������������������い�
���
�������������う�
���

あ

�
�

�

��

い

�
�

��

�

う

�
�

�
��

�����

�� ������������い������������ � �� � ��

����1�����������������

い

�

� 0°

� 90°

� 180°

� 270°

� 360°

�� ������������う������������������
�う��������������������

�

う

�����

5 角の大きさ

34

だいきさんの考え

すき通った紙に角をうつして，
重ねてくらべます。

　㋔の角の大きさは，直角の2つ分で，2直角と
いいます。1直角，3直角，4直角はそれぞれどれでしょうか。

　4直角の角を1回転の角，2直角の角を半回転の角といいます。

㋔

㋐ ㋑ ㋒ ㋓

㋖㋕

ななみさんの考え

三角じょうぎの1つの角の

大きさのいくつ分かを

調べます。

　角の大きさは，辺の長さに関
かん

係
けい

なく，辺の開きぐあいで決まります。

1本のぼうを
1回転させると，
角がだんだん
大きくなるね。

いいます。1直角，3直角，4直角はそれぞれどれでしょうか。
ひろと

　右のような2本のぼうを，あつ紙で作り，

1本のぼうを動かして，いろいろな

大きさの角を作りましょう。

2

指導のポイント
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

5 ⑵
分度器の目盛りを読み，180°よ
りも大きい角の大きさを求める

180°や 360°を基に分度器を用
いて，180°よりも大きい角の大
きさを求めることができる

B　量と測定 技能 短答

正答率：58.7％

誤答例　 解答「2」の反応率が 25.4％である。測定する角の大きさが 180°以上であることを捉えることが

できず，分度器の目盛りの数値である 110°を読んでそのまま解答していると考えられる。

正答率と主な誤答例

◯ 4年上 P.35 ～ 37

　分度器の使い方を図を用いて説明するとともに，180°より大きい角を測る場合にどのような工夫をすれ

ばよいか考察する問題を取り上げることで，定着を図ることができるようにしています。

　180°より大きい角を測る場合，180°に加えた角度を求めるか，360°からひいた角度を求めるか，角の大

きさによっていろいろな方法があることを理解できるように指導することが大切です。

教科書との関連

�� ������������い������������ � �� � ��

����1�����������������

い

�

� 0°

� 90°

� 180°

� 270°

� 360°

�� ������������う������������������
�う��������������������

�

う

�����

35

3 角

　角の大きさを正しくはかるには，分
ぶん

度
ど

器
き

を使います。3

　角の大きさを数で表すために，単
たん

位
い

を決めました。

2 　左のページの㋒，㋔，㋕，㋖の角の大きさは，何度でしょうか。

1直角＝90°，4直角＝360°

　角の大きさのことを，角
かく

度
ど

ともいいます。

1 　左のページの㋑の角の大きさは，何度でしょうか。

　角の大きさを表す単位に，度
ど

があります。

　1回転した角を360等分した1つ分の角の大きさを1度と

いい，1°と書きます。

0
10

20
30
40

50
60

70
80 90
100 80

100

110 70
110

120
60
120

13
0 50

130

14
0 40

140

15
0 30

150

16
0 20

160

17
0 10

170

18
0 0 180 0°の線

1°

㋑

どっちの目もりを
読むのかな。

目もりが
2つあるね。

ゆい だいき

角の頂
ちょう

点
てん

分度器の中心

36

㋑

㋒

㋓

㋔
㋕

㋖

㋐

分度器の使い方

0
10

20
30
40

50
60

70
80 90
100 80

100

110 70
110

120
60
120

13
0 50

130

14
0 40

140

15
0 30

150

16
0 20

160

17
0 10

170

18
0 0 180

ア

イ

ウ

　分度器を使って，角度をはかりましょう。

1 　次の角度をはかりましょう。

角の辺が
短いときは，
どうすれば
いいかな。

(1)　分度器の中心を，角の頂
ちょう

点
てん

アに

　合わせる。

(2)　0°の線を，角の1つの辺アイに

　合わせる。

(3)　もう1つの辺アウと重なっている

　目もりで，0°と同じ側
がわ

の数を読む。

4

0
10

20
30
40

50
60

70
80 90
100 80

100

110 70
110

120
60
120

13
0 50

130

14
0 40

140

15
0 30

150

16
0 20

160

17
0 10

170

18
0 0 180

ア

イ

ウ

37

3 角

㋐

㋑

2 　180°より大きい角のはかり方を，くふうしましょう。

　右の図のように，2本の直線が

交わっています。

①　㋐の角度が60°のとき，㋑の角度は

　何度でしょうか。

②　㋐と㋒の角度をくらべましょう。

分度器を，
どのように使えば
いいかな。

0°の線

㋑㋑

㋒

㋑

㋐

全円分度器を使うと，
1回ではかることが
できるね。

たしかめよう

指導のポイント
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

6
空間の中にあるものの位置を正
しく書く

示された表現方法を基に，空間
の中にあるものの位置を表現す
ることができる

C　図形 技能 短答

正答率：73.7％

誤答例　 「（横 1 つめ，縦 3 つめ，高さ 4 段め）」という解答がある。三つの要素のうち，縦と高さについては，

マス目や段数を正しく数えることはできているが，横については，マス目を正しく数えることは

できていないと考えられる。

正答率と主な誤答例

◯ 4年下 P.104

　空間にある点の位置を表すには，3 つの数の組で表せば示せる

ことについて，動物の位置を表す課題を通して，定着を図ること

ができるようにしています。

　空間にある点の位置は，平面にある点は縦と横の 2 つの要素で表したものに，高さを加えたものである

ことを，図や模型を使うなどして理解できるように指導することが大切です。

教科書との関連

6

����1����1cm �������������1��1cm �
���
	������������������
�������

� ����

��

�����

�������������������������������


��

�

�	

�

ア

イ

ウ

��

�������������������������������


�	 ��

������� ��1����1�����1���
������� ��2����6�����5���

���������������������������� 

�������


������

6 空間の位置の表し方

104104

　旗
はた

の立っている位置をもとにして，動物の位置を，数で

表しましょう。

3

543

3

2

2

10

1た
て

高
さ

横

　空間にある点の位置は，3つの数の組で表すことができます。 

　サルは，横に3，たてに1，上へ2のところにいるので，サルの

位置は（3の1の2）と表します。

ウサギ

ニワトリ

ブタ

コアラ
ネズミ

ウシ

サル

キツネ

1 　次の動物の位置を表しましょう。

2 　（4の1の3）にいるのは，何でしょうか。

（　　　　） （　　　　） （　　　　）

指導のポイント
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

7 ⑴ 円周率を求める式として正しい
ものを選ぶ

円周率の意味について理解して
いる C　図形 知識・理解 選択

正答率：41.9％

誤答例①　 解答「2」の反応率が 36.9％である。円周率を求める式と円周を求める式を混同していると考

えられる。

誤答例②　 解答「4」の反応率が 12.6％である。円周率が円周の直径に対する割合ではなく，直径の円周

に対する割合であると捉えていると考えられる。

正答率と主な誤答例

問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

7 ⑵
円の直径の長さが 2 倍になった
とき，円周の長さが何倍になる
かを選ぶ

直径の長さと円周の長さの関係
について理解している C　図形

D　数量関係 知識・理解 選択

正答率：55.9％

誤答例　 解答「2」の反応率が 27.8％である。直径の長さを２倍にすると，円周の長さは 3.14 倍になると

捉えていると考えられる。

正答率と主な誤答例

7

������������

�� ������������ � �� � ������1�������
����������

� �����×�����

� �����×�����

� �����÷�����

� �����÷�����

�� ���� ��������������

�����������������2������
�����������2��������������������
���� �������

���� ������������ � �� � ������

1�����������������

� 2
� 3.14
� 4
� 6.28

������

7 直径，円周，円周率の関係
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◯ 5年 P.216 ～ 219

　円の直径と円周の関係について，模型を使うなどして体験的に実感させたり，そこでたてた予想から円

周と直径が比例関係にあることを見つけたりするなどの活動を通して，円周率についての理解が，着実に

身につくことができるようにしています。

　円の直径と円周の間には比例関係があることを，作業を通して体験させることで，実感を伴った理解に

つなげることができるよう指導することが大切です。

教科書との関連

216

2 円の直径と円周

1 　円の直径の長さと円のまわりの長さの関係について調べましょう。

1 　半径2 の円にぴったり入る正六角形をかきました。

　　2つの図形のまわりの長さの関係を調べましょう。

　 　正六角形のまわりの長さは円の直径の何倍でしょうか。

　 　正六角形のまわりの長さと，円のまわりの長さを

　　比べましょう。

2 　半径2 の円がぴったり入る正方形をかきました。

　　2つの図形のまわりの長さの関係を調べましょう。

　 　正方形のまわりの長さは円の直径の何倍でしょうか。

　 　正方形のまわりの長さと円のまわりの長さを

　　比べましょう。

　このことはどんなことを

表しているのか，ことばで

説明しましょう。

3 　 1  と 2  から，直径の長さと円周の長さとの関係について，

　どんなことがわかるでしょうか。    に不等号を書きましょう。

直径×3　　 円周 直径×4

もし直径が2 なら
その円周は，
6 より長くて…。

だいき

円のまわりを円
えん

周
しゅう

といいます。円周のように曲がった線を曲
きょく

線
せん

といいます。

217

14 正多角形と円

活

　動

1 　進むきょりは，何と関係があるか

　話し合いましょう。

2 　直径16 の円は1回転すると何 進むか

　予想しましょう。

3 　287ページの直径16 の円 を切り取って，

何 進むかを確
たし

かめてみましょう。

4 　調べた結果を表に書きましょう。

5 　直径の長さが2倍，3倍，4倍になると，円周の長さは

　どのように変わるでしょうか。

2 　288ページの，直径4 ，8 ，12 の円 ， ， を

切り取り，1回転させて何 進むか調べてみましょう。

予想した長さと
合っていたかな。

直径×3 ＜円周＜直径×4 に
なっているかな。

実
じっ

際
さい

に円周の長さを調べてみましょう。

円㋐ 円㋑ 円㋒ 円㋓

円 周（ ）

直 径（ ） 4 8 12 16

円周の長さには
どんなきまりが
あるかな。

218

2 　何がわかれば，いろいろな直径に対する

円周の長さを求めることができるでしょうか。

3 　円周の長さは，直径の長さの約何倍になって

　いるでしょうか。小数第三位を四
し

捨
しゃ

五
ご

入
にゅう

して，                                                                                                                                                   

小数第二位まで求めましょう。

1  　直径の長さと円周の長さは，

比
ひ

例
れい

しているでしょうか。

円㋐ 円㋑ 円㋒ 円㋓

円 周（ ）

直 径（ ） 4 12

円周÷直径

直径の長さが3倍，
4倍になるとき，
円周の長さはどのように
変わっているかな。

だいたい比例していると
いえるかな。

例えば，直径の長さが
4 のときの円周の

長さを4でわれば

直径が1 のときの

円周の長さがわかるね。

この数がわかれば，
直径から円周の長さが

わかるね。

ふり返り

円周（ ） 12.6

直径（ ） 1 4

÷4

÷4

　どんな大きさの円でも，円周÷直径は，決まった数になります。

直径の長さが
1 のときの
円周の長さが
わかればいいよ。

ななみ

直径の長さが
2倍になると，
円周の長さは
2倍になっている
ようだね。

ひろと

3 　217ページで調べた結果の表を見て考えましょう。

219

14 正多角形と円

活

　動4 　いろいろな大きさの円で，円周÷直径の値
あたい

を調べましょう。

1 　いろいろくふうして，円周の長さと直径の長さを測りましょう。

円周の長さを測る。 直径の長さを測る。

　円周率は，3.14159 ……とかぎりなく続く数ですが，

ふつう3.14として使います。

円周率＝円周÷直径
　円周÷直径で求められる数を，

円
えん

周
しゅう

率
りつ

といいます。

2 　調べた結果を，

　表に書きましょう。

3 　それぞれ，円周÷直径

の値を求めましょう。

指導のポイント
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

8
200 人のうち 80 人が小学生の
とき，小学生の人数は全体の人
数の何％かを選ぶ

百分率を求めることができる
D　数量関係 技能 選択

正答率：53.1％

誤答例　 解答「2」の反応率が 27.6％である。基準量と比較量を正しく捉えることができず「200 ÷ 80 ＝ 2.5」

と計算し，「2.5％」と捉えていると考えられる。

正答率と主な誤答例

◯ 5年 P.230 ～ 231

　百分率を求める際，小数で表した割合を 100 倍したものであることを，数直線や表を用いて考察する問

題を取り扱い，着実に身につくことができるようにしています。

　割合を求めるとき，比べられる量ともとにする量の関係を正しく理解させるとともに，百分率はもとに

する量を 100 としたときの表し方であることも丁寧に理解させることが大切です。

教科書との関連

8

������������������

���������200���80���
	����
�
	���������������������

� � �� � �����1����� ���������

� 0.4�

� 2.5�

� 40�

� 80�

������

8 割合

230

2 　この割合を，もとにする量を

　100として表してみましょう。

3 　小数で表した割合を100倍すると，百分率になります。

　バスのこみぐあいを百分率で表しましょう。

2 百
ひゃく

分
ぶん

率
りつ

と歩
ぶ

合
あい

　定員50人のバスに，40人

乗っています。

1

1 　バスのこみぐあいを表す割
わり

合
あい

を

　求めましょう。

40÷50＝

40÷50＝　　　÷100

2倍

倍

　もとにする量を100としたときの比べられる量で，割合を

表すことがあります。この表し方を百
ひゃく

分
ぶん

率
りつ

といいます。

　小数で表された割合の0.01を1パーセントといい，

1 と書きます。
T

0 □

40 50（人）

100（ ）

0
乗客数

10 □
割合

（百分率）

40÷50×100＝ (%)

乗客数（人） 50 40

割合（小数） 1 □

割合（％） 100 □

もとにする量 比べられる量

231

割合とグラフ15

1 　1両目のこみぐあいを求めましょう。

1 　通った乗り物全体をもとにしたときの，

　それぞれの割合を，百分率で表しましょう。

2 　2両目のこみぐあいを求めましょう。

2 　それぞれの百分率を合計すると，

何％になるでしょうか。

　1両の定員が120人の電車があります。こみぐあいを，

百分率で求めましょう。

3

　定員より乗客数が多いときは，百分率は100 より大きくなります。

　 けんじさんたちが，学校の前の道路を通る乗り物を，

20分間調べました。

2

［100％より大きい割合］

　次の割合を，小数は百分率で，百分率は小数で表しましょう。

 0.75　　　  0.8　　　  0.316　　　 16％　　　  2％

確かめよう

108÷120×100＝ ( )

144÷120×100＝ ( )

乗り物調べ

台数（台）百分率（％）

乗用車 63 45

トラック 35

バイク 21

バ　ス 7

その他 14

合　計 140

指導のポイント
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

9 示された事柄が両方当てはまる
グラフを選ぶ

折れ線グラフから変化の特徴を
読み取ることができる D　数量関係 技能 選択

正答率：63.8％

誤答例　 解答「1」の反応率が 15.0％である。時間の経過に伴う気温の変化の様子に関する事柄を読み取

ることはできているが，同時刻の気温の違いに関する事柄を読み取ることはできていないと考え

られる。

正答率と主な誤答例

◯ 4年上 P.24 ～ 25

　折れ線グラフから，変化の特徴

を読み取る活動を，2 つのグラフ

を比較する活動を通して，考察す

ることで，着実に身につくことが

できるようにしています。

　折れ線グラフで表すことで，変

化の様子が視覚的に明確になるこ

教科書との関連

9

A�B�C�D�E��������������9�����5�
��1���
�	������������
A���	�
���������	�� �����A��
 B���

A��
 C���A��
 D���A��
 E���	��������

4������������
��4����������2���
�����������

�����

� A��
���������������9�����2�
�	�������������2�����5��
	����������

� ��9�����5�������������	�
� ��

����A���	��������
�������

��2���
�������������� � �� � ��

���1��¡���¢£�¤¥��¦��

������

� �

��

������

9 折れ線グラフの読み取り

24

2 　3月の気温は，何℃でしょうか。

1 　横のじくとたてのじくは，それぞれ，何を表している

　でしょうか。

3 　気温が16℃なのは，何月でしょうか。

　ぼうグラフの先の点だけをかき，直線で結
むす

んで，下の

ようなグラフに表しました。

1

折れ線グラフ1

（月）

（ ） 新潟市の月別気温

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30

10

15

20

25

0

5

にいがた

　上のように，気温などが変わっていく様子を表した
グラフを，折

お

れ線
せん

グラフといいます。

25

2 折れ線グラフ

同じグラフにかくと，
ちがいがよくわかるね。

1 　気温がいちばん高いのは，それぞれ，何月で，何で

　しょうか。

2 　気温は，どのように変わっているでしょうか。

　新潟市と那覇市の気温の変わり方をくらべましょう。 

3 　気温の変わり方が

 いちばん大きいのは，

 どちらの市の何月から

 何月の間でしょうか。 

4 　折れ線グラフのよさに

ついて話し合いましょう。

　左のグラフに，新潟市と同じようにして，那
な

覇
は

市の

月別気温の折れ線グラフをかき入れ，気温の変わり方を

くらべましょう。

2

　次の～の中で，折れ線グラフに表した方がよいのはどれで

しょうか。 

 毎日同じ時こくにはかった体温。 

 10分間に，学校の前を通った車の種
しゅ

類
るい

とその数。 

 クラスで調べた好
す

きなくだものの種類とその人数。 

 同じ場所で調べた1時間ごとの気温。 

 クラスの人の身長。 

 毎年のたん生日にはかった身長。

少し
上がる

大きく
上がる

少し
下がる

大きく
下がる

変わら
ない

たしかめよう
ひろと

とが理解できるように指導することが大切です。

指導のポイント
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算数B　主として「活用」に関する問題

問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

1 ⑴

合同な正三角形で敷き詰められ
た模様の中から見いだすことが
できる図形として，正しいもの
を選ぶ 

合同な正三角形で敷き詰められ
た模様の中に，条件に合う図形
を見いだすことができる C　図形 知識・理解 選択

正答率：71.8％

誤答例①　 解答「1」と解答「2」を合わせた反応率が 13.5％である。敷き詰められた模様の中の図形の構

成要素を捉えることができず，直角を含む図形を選択していると考えられる。

誤答例②　 解答「4」の反応率が 14.2％である。正三角形四つではなく，正三角形六つでできている図形

を見いだしていると考えられる。

正答率と主な誤答例

1 図形の観察と論理的な考察・表現（敷き詰め模様）

1

�������������������������
	������
� ��

���	������������
���� ����������

����������

��� ������������������������
��� ������������������������	���

�������

�����

��� ������������������������	���
����������

�����

���
����2��������������������

�
	

����3�������������������

����4���������������������
���
�����4����������������
���������

���

�� ����
���4�������������������������

��� ���������������

��������������� � �� � �����1�����
��������� �

� ���

� �����

� �����

� ����

� ��������������������
�����

�����

�����
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◯ 3年下 P.59，4年上 P.64

　合同な二等辺三角形や正三角形を敷き詰める活動を通して，いろいろな形ができることを理解できるよ

うにしています。また，四角形を敷き詰めたものから，平行四辺形が隠れていることを発見する活動を通

して，敷き詰め模様の中には，いろいろな図形が見いだせることを理解できるようにしています。

　図形についての見方や感覚を豊かにするために，合同な図形を使った敷き詰め模様を作ったり，作った

模様から別の図形が発見できないか話し合ったりする指導をすることが大切です。

教科書との関連

13 三角形

59

6まい

　同じ大きさの二等辺三角形で，いろいろな形を作りましょう。

8まい 8まい 8まい

12まい
12まい

　同じ大きさの正三角形で，いろいろな形を作りましょう。

　円の中心やまわりの点を使って，二等辺三角形や正三角形を

かきましょう。

正三角形を
しきつめると，
大きさのちがう
正三角形が
できるね。

3

4

5

ひろと

64

しきつめもよう5

　形も大きさも同じ平行四辺形やひし形や台形を使って，

しきつめもようを作り，色をぬってみましょう。

1

みんな平行四辺形が
かくれているね。

指導のポイント



16

問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

1 ⑵

一つの点の周りに集まった角の
大きさの和が 360°になってい
ることを，着目した図形とその
角の大きさを基に書く

図形の構成要素や性質を基に，
集まった角の大きさの和が 360°
になっていることを記述できる

B　量と測定
C　図形

数学的な
考え方 記述

正答率：48.5％

誤答例　 解答において，「着目した図形の名称」，「角の大きさを表す言葉や数とその角の大きさが幾つ分

で 360°になるかを表す言葉や式」全てを書いているが，着目した図形の角の大きさを誤って書

いているものの反応率が 9.2％である。その中には，次のような解答がある。

　　　　（例） 点Ｃのまわりに正三角形と正六角形が 2 つずつあって，1 つの角の大きさは 90°なので，

90 × 4 ＝ 360 で，360°です。

　　　　 このように解答した児童は，正三角形や正六角形といった図形の名称は記述できているが，それ

らの図形の一つの角の大きさとしては誤った数値を基に 360°になっていることを記述している

と考えられる。

正答率と主な誤答例

� ��

������������������������������
���������������������������������

��������

�����������������������������������

�����

������

60°

120°�

�

���

����������������������������

����������������������������
�����������360°�����������

���

��������������6������������
�����1��������60°�����������
�������������60×6�360��360°���

���

��������������3������������
�����1��������120°�����������
�������������120×3�360��360°���

�����

������������������������������
�������������������������������
�����������������

�

�����

���

��������������������360°�����
���

�� ��������������������360°����������
���������������������������������

�����������

�����
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◯ 5年 P.213 ～ 215

　正多角形の対角線について調べる活動を通して，中心の周りが 360°であることを利用していろいろな

角度を求めることができるようにしています。

　図形の構成要素を整理することで見えてくる性質や，筋道立てて説明することのよさを感得できるよう

な活動をもとに，指導することが大切です。

教科書との関連

213

14 正多角形と円

1 　辺の長さを2 ，角の大きさを

次のようにして，正多角形をかきましょう。

　  90°　  120°　  135°

2 　それぞれの正多角形で，向かい合った

　頂
ちょう

点
てん

を結んだ対角線をかきましょう。

3 　それぞれの正多角形で対角線の交わった

　点Ｏ
オー

から頂点までの長さを比
くら

べましょう。

4 　それぞれの正多角形でできた三角形は，

　どのような三角形でしょうか。また，

　それらの三角形は合同でしょうか。

5 　右の正八角形で， は何度でしょうか。

6 　円の中心のまわりの角を8等分して，正八角形をかきましょう。

3 　正多角形について調べましょう。

135°

135° 

2

2

2

㋓

 135°のとき

Ｏ

 120°のとき
対角線 頂点

角度が大きくなると，
どんな形に近づくかな。

何度ずつに
分ければいいかな。

214

　円の中心のまわりの角を5等分して，

正五角形をかきましょう。

4

1 　 の角度は何度にすればよいでしょうか。

1 　円の中心のまわりの角を6等分して，

正六角形をかきましょう。

3 　コンパスを使ってかける理由を説明しましょう。

2 　次の図のようにして，コンパスで円のまわりを半径の長さで区切って

かきましょう。

2 　正五角形がかけたら， ， ， の角度を

　調べましょう。

㋒

㋐ ㋑

㋓

Ｂ

Ａ

Ｃ

半径

半径の長さ

　円を利用した正六角形のかき方を考えましょう。5

三角形Ａ
エー

Ｂ
ビー

Ｃ
シー

は，
どんな三角形かな。

215

14 正多角形と円

正三角形 正四角形 
（正方形） 正五角形 正六角形 正八角形

辺 の 数 3

の角の大きさ 120

の角の大きさ 60

　正多角形の辺の数と角の大きさをまとめましょう。6

1　次の多角形の中で，正多角形はどれでしょうか。

2　円の中心のまわりの角を，次の角度で等分して正多角形をかきました。

それぞれどんな正多角形になるでしょうか。

① 45 　　　　② 90 　　　　③ 40 　　　　④ 60

① ② ③ ④

確かめよう

正多角形の形
　身のまわりから

正多角形の形を

したものを

さがしましょう。

正三角形 正四角形
（正方形）

正五角形 正六角形 正八角形

指導のポイント
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

2 ⑴
全体で使える時間の中で，「ルー
ルの説明」に使える時間は何分
かを書く

示された情報を解釈し，条件に
合う時間を求めることができる

A　数と計算
B　量と測定
D　数量関係

数学的な
考え方 短答

正答率：70.7％

誤答例　 解答を 6 とした反応率が 8.8％である。示された情報を解釈することができず，全体で使える時間

から，示された情報の中の数値を全て引いていると考えられる。

正答率と主な誤答例

◯ 2年上 P.124 ～ 125，3年上 P.26

　時刻と時間を数直線上に表して考察することで，それぞれの時

刻や時間が明確に表現できることを理解できるようにしていま

す。

　日常生活において，時刻や時間を使って計画をたてることはよ

くあるため，児童の実生活に即した課題から，条件に合う時刻や

時間を求めることができるように指導することが大切です。

教科書との関連

2 日常生活の事象の数理的な処理と解釈・判断（玉入れゲーム）
2
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	�������
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ルールの説明 結果発表と片付け中休み
づかた玉入れ

ゲーム
　回目

玉入れ
ゲーム
　回目
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26

　たけしさんたちは，東駅を午前8時30分に出発した

電車に乗
の

って，登山口駅に午前9時40分に着きました。

電車に何時間何分乗っていたのでしょうか。

2

午前8時 9時 10時

ななみさんの考え

1時間＝60分なので，
70分＝1時間10分

東駅を出発した
時こく

登山口駅に
着いた時こく

駅に着いた時こくは
午前8時10分です。

　

ひろとさんの考え

30分間 40分間
まず，30分間

進
すす

むと9時に

なります。

さらに，40分間

進むと9時40分

になります。

全
ぜん

部
ぶ

合わせると，30分＋40分＝70分

70分＝1時間10分。

乗っていたのは，1時間10分。

東駅発。 登山口駅着。

指導のポイント
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

2 ⑵

1 回の玉入れゲームの時間を 3
分に最も近い時間にするための
玉を投げる時間を，表に整理し
て求める

示された考え方を解釈し，ほか
の数値の場合を表に整理し，条
件に合う時間を判断することが
できる

A　数と計算
B　量と測定
D　数量関係

数学的な
考え方 記述

正答率：48.1％

誤答例①　 表を正しく書いているが，40 秒，60 秒などと解答している反応率が 11.6％である。50 秒，60

秒の場合の「入った玉を数える時間」と「1 回の玉入れゲームの時間」は正しく記述できてい

るが，「1 回の玉入れゲームの時間」を 3 分に最も近い時間にするための「玉を投げる時間」

を判断することはできていないと考えられる。

誤答例②　次のような解答がある。

　　　　　（例） 78 秒 92 秒
100 秒 120 秒

　　　　　 このように解答した児童は，「玉を投げる時間」と「入った玉の個数」の差を求め，その差を「入っ

た玉の個数」にたして「入った玉を数える時間」を求め，さらに，「玉を投げる時間」と「入っ

た玉の個数」の差を「入った玉を数える時間」にたして「１回の玉入れゲームの時間」を求め

ていると考えられる。

正答率と主な誤答例

1��������������������������������
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1������������3������������������
����������������������������������

�����

���

1����������������������
玉を

投げる時間 ＋ ＝入った玉を
数える時間

１回の玉入れ
ゲームの時間

�����1����2������������
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◯ 3年上 P.31

　こま回しの活動を通して，秒の間隔を養い，分と秒の関係について実感を伴った理解につなげることが

できるようにしています。

◯ 3年上 P.83

　資料を整理する際，表をまとめることで，様々な情報を一つの表で表すことができることを理解できる

ようにしています。

　日常生活の問題解決にあたり，実際に体験学習を行ったり，身近な題材を取り上げることで，理解でき

るように指導することが大切です。

教科書との関連

時こくと時間3

31

ストップウォッチで
いろいろな時間を
はかってみたいな。

　右の表
ひょう

は，こまがまわっていた時間を

まとめたものです。だれのこまが

いちばん長くまわっていたでしょうか。

2 みちよ 58秒
たけし 1分38秒
あき子 1分47秒
ひろし 104秒

1 　秒にそろえて考えましょう。

　たけしさん　1分38秒＝　　　　      秒

　あき子さん　1分47秒＝　　　　秒

2 　何分何秒にそろえて考えましょう。

　ひろしさん　104秒＝　　　　分　　　　秒

38
＋ 60 …1分

104
－ 60 …1分

　紙ひこうきがとんでいる時間を

ストップウォッチではかってみましょう。

3

いっせいにまわそうよ。

どうすれば
くらべられるかな。

うまくスタートが
合わないね。

122ページ い

たしかめよう

表を重
かさ

ねた
みたいだ。

しょるい
かし出した本の数（6月）

数（さつ）
16
14
19
9

ものがたり
でんき
ずかん
そのた
合計

しょるい
かし出した本の数（5月）

数（さつ）
21
19
24
8

ものがたり
でんき
ずかん
そのた
合計

しゅるい
かし出した本の数（4月）

数（さつ）
15
6
8
5

物語
でん記
図かん
そのた
合計

4 　4月から6月までの間で，かし出した物語の本の合計は，

何さつでしょうか。

5 　 ， ， ， ， ， は，それぞれ何さつでしょうか。

6 　 に入る数は，何を表しているでしょうか。

7 　4月から6月までの間で，かし出したさっ数がいちばん

　多いのは，どの本でしょうか。

　下の表は，たいがさんの学校の，

4月，5月，6月の，けがをした

人の数と，けがのしゅるいを調べ

たものです。

　月ごとのけがをした人数の

　合計は，それぞれ何人で

しょうか。

　4月から6月までの間で，どのけがをした人がいちばん

多かったでしょうか。

③　表の46は，どんな数ですか。

4月（人）5月（人）6月（人）合計（人）
す り き ず  29 27 13

打
う

ち 身
み

21 46 30

切 り き ず 13 7 4

ね ん ざ 7 4 2

そ の 他 10 14 6

合 計

けがの記ろく
月

しゅるい

1 　それぞれの月の，かし出した本のさっ数の合計を

　調べましょう。

2 　4月，5月，6月で，かし出したさっ数が

　いちばん多い本は，それぞれ何でしょうか。

3 　それぞれの月ごとに表した3つの表を，

　1つの表に整理しましょう。

くふうした表3

　下の表は，4月，5月，6月に

図書室で3年生にかし出した本の

しゅるいと数を調べたものです。

しゅるい数（さつ）

物
もの

語
がたり

15

で ん 記 6

図 か ん 8

そ の 他 5

合 計

かし出した本の数（4月）

しゅるい数（さつ）
物 語 21

で ん 記 19

図 か ん 24

そ の 他 8

合 計

かし出した本の数（5月）

しゅるい数（さつ）
物 語 16

で ん 記 14

図 か ん 19

そ の 他 9

合 計

かし出した本の数（6月）

1

だいき

かし出した本の数

4月(さつ) 5月(さつ) 6月(さつ) 合計(さつ)
物 語 15 21 16 52

で ん 記 6 19

図 か ん 8

そ の 他 5

合 計

しゅるい
月

8483

指導のポイント
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

3 ⑴

メモ 1 とメモ 2 は，それぞれ，
グラフについてどのようなこと
に着目して書かれているのかを
書く

メモの情報とグラフを関連付
け，総数や変化に着目している
ことを解釈し，それを記述でき
る

D　数量関係 数学的な
考え方 記述

正答率：20.9％

誤答例①　 「メモ 1 が 12 月の人数について着目して書かれていることを表す言葉や数」は書いているがメ

モ 2 について正しく書けていない児童の反応率が 11.2％である。その中には，次のような解答

がある。

　　　　　（例）メモ 1 は 12 月の人数で，メモ 2 は 7 月の人数です。

　　　　　 このように解答した児童は，メモ 1 については，示された数値が，12 月の人数であることを

捉えることはできているが，メモ 2 については，示された数値が，二つの月の人数の差である

ことを捉えることはできていないと考えられる。

誤答例②　次のような解答がある。

　　　　　（例）メモ 1 はめあてに取り組んだ人数で，メモ 2 はめあてに取り組めなかった人数です。

　　　　　 このように解答した児童は，それぞれのメモに示されている数値が，グラフのどの部分に着目

したものなのかを捉えて記述できていないと考えられる。

正答率と主な誤答例

3 情報の関連付けと解釈・表現及び判断（アンケートの結果調べ）

3
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�����������������������������

����������������	2�����������

メモ１

メモ２

・  「進んであいさつをする」

　  約

進んで

あいさつをする

本を

よく読む

月

月

（人）

・  「本をよく読む」

　  約

・  「進んであいさつをする」

　  約

・  「本をよく読む」

　  約

人

人

人

人

２つのめあてについて
「取り組んだ」と答えた人数
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◯ 3年上 P.78 ～ 79

　棒グラフからどんなことが読み取れるか，様々なデータをもとに考察する活動を通して，理解を深める

ことができるようにしています。

　グラフの特徴を読み取る場合，どのような観点に着目するか，どんな情報が読み取れるかについて，問

題場面とグラフを関連付けて考察することができるように指導することが大切です。

教科書との関連

78

1 　ぼうの長さは何を表している

　でしょうか。

2 　グラフの1目もり分は，何台を

　表しているでしょうか。

3 　トラックは何台でしょうか。

4 　台数がいちばん多いのは，

　何でしょうか。また，何台でしょうか。

1 　学校の前とくらべて，どのような

　ことがいえるでしょうか。

2 　　のぼうグラフとくらべて，ぼうグラフ

　のかき方で，どこがちがうでしょうか。

　ぼうの長さで数の多さを表した

グラフを，ぼうグラフと
いいます。

15
（台）

5

0

10

そ
の
他

バ
ス

乗
用
車

ト
ラ
ッ
ク

ぼうグラフ2

　右のグラフは，ひろみさん

たちが調べた自動車の台数を

表したものです。

1
（学校の前，9時から9時10分）

自動車調べ

15

20
（台）

5

0

10

そ
の
他

ト
ラ
ッ
ク

バ
ス

乗
用
車

（駅の前，9時から9時10分）
自動車調べ

　右のぼうグラフは，あきらさん

たちが，駅
えき

の前で調べたものです。

2

1

たし算とひき算表とグラフ7

79

　さゆりさんたちは，4月に病
びょう

気
き

やけがで，ほけん室に来た

人の数を，曜日べつに調べて，ぼうグラフに表しました。

　曜日などのように，じゅん番の
あるものは，じゅん番の通りに
グラフに表すことがあります。

1 　右のぼうグラフの1目もり分は，

何人を表しているでしょうか。

2 　それぞれの曜日の人数を

いいましょう。

3  　月曜日の人数を木曜日の

人数とくらべてみましょう。

4 　ぼうグラフからどんなことが

わかるでしょうか。

0

20

40

60
（ ）1

0

10

（人）3

0

500　
（円）

4

0

20

10

30
（ ）2

月

火

水

木

金

0 10 20 30
（人）ほけん室に来た人の数

3

　下のぼうグラフで，1目もりが表している大きさと，

ぼうが表している大きさをいいましょう。

4
ゆい

人数が多くなっても，
1目もり分の
人数を多くすれば，
グラフがかけるね。

指導のポイント
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

3 ⑵

一つの事柄について表した棒グ
ラフと帯グラフから読み取るこ
とができることをまとめた文章
に当てはまるものを選ぶ

棒グラフと帯グラフから読み取
ることができることを，適切に
判断することができる D　数量関係 数学的な

考え方 選択

正答率：24.0％

誤答例①　 ㋐を「3」，㋑を「4」と解答している児童の反応率が 52.2％である。二つのグラフではなく，

グラフ２のみで判断していると考えられる。

誤答例②　 ㋐を「3」，㋑を「4 以外」と解答している児童の反応率が 14.5％である。その中には，㋐に 3，

㋑に 5 という解答がある。㋐に関してはグラフ 2 で判断し，㋑に関してはグラフ 1 で判断して

いると考えられる。

正答率と主な誤答例
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◯ 5年 P.271 ～ 273

　棒グラフや帯グラフから，どのようなことが読み取れるか，様々な観点で考察していく課題を通して，

グラフに対する理解を深めることができるようにしています。

　グラフから読み取った情報が適切かどうか，問題場面と照らし合わせる活動や，比較する活動を通して，

理解できるように指導することが大切です。

教科書との関連
算
数
を

使
おう

271

　 　だいきさんは，グラフを見て，次のことに気がつきました。

図書館の本の貸
か し

出
だ し

さっ数
―グラフを読んで考えよう―

　次のグラフは，ある図書館の2003年から2011年までの本の

貸出さっ数と来館者数(図書館に来た人の数)のグラフです。

　ぼうグラフは本の貸出さっ数を，折れ線グラフは来館者数を

表しています。

来館者数は増
ふ

えたり減
へ

ったりしているのに，
本の貸出さっ数は変わらない期間があります。

次のページに
続くよ。

だいき

（さつ） （人）

（年）

本
の
貸
出
さ
っ
数

0

2000

4000

6000

8000

10000

0

1000

2000

3000

4000

5000

201120102009200820072006200520042003

来
館
者
数

来館者数

本の貸出さっ数

本の貸出さっ数と来館者数

1

チ
ャ
レ
ン
ジ

272

　だいきさんがいった期間は，前のページのグラフの何年から何年までの

ことでしょうか。次の㋐～㋓から1つ選んで，その番号を書きましょう。

㋐　2003年から2005年まで。

㋑　2005年から2007年まで。

㋒　2007年から2009年まで。

㋓　2009年から2011年まで。

②　最近ではインターネットを利用して本を貸し出す割合が増えています。

　次の帯グラフは，この図書館の2008年から2011年までの貸出さっ数の

　合計とインターネットを利用した割
わり

合
あい

を表しています。

0 50 100

図書館の窓口で貸し出す割合

インターネットを利用して貸し出す割合

2011年

2010年

2009年

2008年

7000さつ

6000さつ

4500さつ

4500さつ

貸出さっ数の合計 まどぐち

60

60

40

30

40

40

60

70

貸出さっ数の合計とインターネットを利用した割合

273

　だいきさんたちは，実
じっ

際
さい

にインターネットの貸出さっ数が増えているか

どうかを調べています。インターネットの貸出さっ数は，次の式で求められます。

　この式を使って，だいきさんとななみさんは，2008年と2009年を

比
くら

べました。

　2010年と2011年を比べると，インターネットの貸出さっ数は増えて

いるでしょうか。次の㋐～㋒から1つ選んで，その番号を書きましょう。

　また，その番号を選んだ理由を，2人の考えのどちらか一方をもとにして，

ことばと数や式を使って書きましょう。

㋐　2010年より2011年の方が増えている。

㋑　2010年より2011年の方が減っている。

㋒　2010年と2011年は変わらない。

貸出さっ数の合計× ＝ インターネットの貸出さっ数インターネットを
利用した割合

だいきさんの考え

ななみさんの考え

30%と40%を小数で表すと，0.3と0.4になります。

4500×0.3と4500×0.4を比べると，
もとにする量は同じで，割合は大きくなっています。

だから，2009年の方が増えています。

30%と40%を小数で表すと，0.3と0.4になります。

4500×0.3＝1350なので，2008年は1350さつです。

4500×0.4＝1800なので，2009年は1800さつです。

だから，2009年の方が増えています。

チ
ャ
レ
ン
ジ

指導のポイント
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

4 ⑴

「32，40」の二つの数の和が 9
の段の数になるわけを，分配法
則を用いた式に表す

示された考えを解釈し，条件を
変更して数量の関係を考察し，
分配法則の式に表現することが
できる

A　数と計算
D　数量関係

数学的な
考え方 短答

正答率：62.9％

誤答例　 ㋐に 4 × 8，㋑に 5 × 8 という解答がある。32 と 40 をそれぞれほかの数の積として 4 × 8，

5 × 8 と捉えることはできているが，4 の段と 5 の段の縦に並んでいる二つの数の和が 9 の段の

数になることを分配法則を用いた式に表現することはできていないと考えられる。

正答率と主な誤答例

4 論理的，発展的な考察と数学的な表現（九九の表）

4
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◯ 3年上 P.12

　かけ算九九の表から，いろいろな性質を見つけていく中で，乗法のきまりについて理解を深めることが

できるようにしています。

◯ 4年下 P.25

　図を用いて，多様な考え方を考察していく中で，分配法則が成り立つことを発見していく活動を通して，

計算のきまりが成り立つことを理解できるようにしています。

　算数の学習では，数量の関係を帰納的に見いだし，その関係を一般式に表していくことがいろいろな場

面であるため，領域に限らず，そのような考え方が育まれるように指導することが大切です。

教科書との関連

12

　九九カードを見て，考えましょう。

1 　かけられる数の7を分けて考える。

1 　3のだんのカードの中で，答えをたすと30になる2まいの

組み合わせを見つけましょう。

2 　見つけたカードを見て，気がついたことを話し合いましょう。

2 　かける数の6を分けて考える。

　かけ算では，かけられる数やかける数を分けて計算しても，
答えは同じになります。

7×6

合わせて   

× 6 ＝

× 6 ＝

2

7×6

合わせて   

× 2  ＝

× 　 ＝

7

×6

×6

7× 7×

　7×6のかけられる数やかける数を分けて計算すると，

答えはどうなるでしょうか。

3

4

7

11 式と計算

2525

　右のように，シールのシートが

2まいあります。

2
6まい

4まい

8まい

1  　２まいのシートを合わせると，

シールは全部で何まいになるで

しょうか。

　計算しましょう。

 （4＋16）×3　　　　　　　　    5×（14－9）

 25×4＋15×4　　　　　　　 30×7－28×7

（■＋▲）×●＝■×●＋▲×●

（■－▲）×●＝■×●－▲×●

2 　２まいのシートのまい数の差
さ

を求めましょう。

ひろとさんの考え

6×　　＋4×　　＝48＋

＝

ゆいさんの考え

(6＋　　)×8＝　　 ×8

＝

ひろとさんの考え

6×　　－4×　　＝48－

＝

ゆいさんの考え

(6－　　)×8＝　　 ×8

＝

たしかめよう

ほじゅう
問題

126ページ オ

指導のポイント
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

4 ⑵

横に並んでいる七つの数につい
て，示された表現方法を適用し
て書く

示された考えを解釈し，条件を
変更して考察した数量の関係
を，表現方法を適用して記述で
きる

A　数と計算 数学的な
考え方 記述

正答率：59.9％

誤答例　 ①の「和を示す言葉」，「70」の両方，またはどちらか一方と，②の 14 「真ん中の数を示す言葉」，「10」

の両方，またはどちらか一方を書いているものの反応率が 12.1％である。その中には，次のよう

な解答がある。

　　　　（例） 横に並んでいる 7 つの数「4，６，８，10，12，14，16」の和 60 は，真ん中の数 10 の 6 倍になっ

ています。

　　　　 このように解答した児童は，問題に示されている【はるなさんの説明】から，和と真ん中の数に

着目することはできているが，横に並んでいる七つの数の和を正しく求めることができず，求め

た和 60 と真ん中の数 10 の関係から 6 倍と捉えていると考えられる。

正答率と主な誤答例
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�������3����4�5�6���������
4�5�6 15��15��15���4�5�6�����
��5�3��������
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�������3����18�21�24���63�����
��21�3��������

���

��������������5�����������
������

���

������

����������������5���6�12�18�24�30�
����
	����

�������5���6�12�18�24�30����
����90���90�18�5������������
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�� 2�����������7���4�6�8�10�12�14�16�
�����������������������������
���������������������
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◯ 2年下 P.40 ～ 41

　かけ算九九の表を観察し様々なきまりを見つける活動を通して，数の性質についての理解を深めること

ができるようにしています。

　児童自らが数量の関係を見いだし，考察することで，他の場合でも成り立つかどうかを調べる活動から，

数学的な表現ができるように指導することが大切です。

教科書との関連

40

一円玉を　つんで　みよう

104ページの　九九の
ひょうを　広

ひろ

げて　考
かんが

えよう。

ななみさんの　はっけん

　5のだんの　答えの　一のくらいは，0と　5が　

こうたいで　出て　きます。

5，10，15，20，25

ひろとさんの　はっけん

　むき合
あ

って　いる　ところに

同
おな

じ　答えが　あります。

25303540

30364248

35424956

40485664

だいきさんの　はっけん

　九九では　同じ　答えが　出てくる　ことが　あります。

2は　2回
かい

，4は　3回，6は　4回　出て　きます。

九九の　ひょうの
答えの　数だけ
一円玉を
つみあげました。

かけ算（3）12

41

1 　3×5の　答えと，5×3の　答えを　

くらべましょう。

2 　どんな　ことが　わかるでしょうか。

3 ×  5 ＝ 5 ×  3

　答えが　つぎの　数に　なる　九九を，ぜんぶ　

見つけましょう。

　9　　 　12　　 　36　　 　54

　かけ算では，かける数と　かけられる数を　
入れかえて　計

けい

算
さん

しても，答えは　同じです。

1 　3×8＝　　×3　　 2 　4×　　＝7×4

3 　　　×5＝5×6　　 4 　9×2＝2×　　

　かけられる数が　3の　答えと，かける数が

3の　答えを，くらべて　みましょう。

2

　　　に　あてはまる　数を　書
か

きましょう。3

たしかめよう

ほじゅう
もん
だい

95ページ コ

指導のポイント
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

5 ⑴

横の長さが 7 ｍの黒板に輪かざ
りをつけるために必要な折り紙
の枚数が，100 枚あれば足りる
わけを書く

折り紙の枚数が 100 枚あれば足
りる理由を，示された数量を関
連付け根拠を明確にして記述で
きる

A　数と計算
B　量と測定

数学的な
考え方 記述

正答率：43.4％

誤答例　次のような解答がある。

　　　　（例）100 ÷ 5 ＝ 20

 20 － 14 ＝ 6

　　　　 このように解答した児童は，折り紙 100 枚で輪かざり 20 本を作ることができると誤って捉え，

20 本と 14 本を比較していると考えられる。

正答率と主な誤答例

5 情報の解釈・判断と根拠の説明（輪飾り）

5

���������������������
	��������
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����������������������
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◯ 3年下 P.70，4年上 P.75 ～ 77

　乗法や除法が身近な問題解決に使えることを知ることができるような課題設定にすることで，それらに

ついて理解を深めることができるようにしています。

　複数の情報を処理する場合，その理由の根拠を考察する場面をつくることで，論理的に説明できること

を理解できるように指導することが大切です。

教科書との関連

70

　35×70の筆算のしかたを考えましょう。

　筆算でしましょう。

① 38×40　② 75×80　③ 60×65　④ 70×25

 3 6

× 4

1 4 4

1 　下の2人のしかたをせつめいしましょう。

ななみさんの考え ひろとさんの考え

35
×70
00

35
 ×70
00

245

35
 ×70
2450

35
 ×70
245

35
 ×70
00

245 

2 　70×35の答えと，35×70の答えをくらべましょう。

　ひかりさんの組の人数は36人です。カードを，1人に

40まいずつ配ります。

　カードは，全部で何まいいるでしょうか。
1 　式を書きましょう。

2 　ゆりさんは，右のように

　計算してもとめようとしました。

　　ゆりさんは，どんなくふうを

　したのでしょうか。

3

4

たしかめよう

ほじゅう
問題

119ページ セ

6 1けたでわるわり算66 1けたでわるわり算

7575

1 　100まいのたばを分けましょう。

　　　5÷4＝　　　あまり　　　

2 　10まいのたばを

　分けましょう。

3 　ばらを分けましょう。

4 　1人分は何まいでしょうか。

5 　筆算のしかたを考えましょう。

あまり　÷4＝

　　÷4＝

536÷4＝

100まいのたばの数

（3けた）÷（1けた）の計算4

　色紙が639まいあります。3つの組で同じ数ずつに

分けると，一組分は何まいになるでしょうか。

1

　536まいの色紙を，4人で同じ数ずつ分けます。1人分は，

何まいになるでしょうか。計算のしかたを考えましょう。

2

1 　式を書きましょう。

2 　およそ何百まいになるでしょうか。

3 　計算のしかたを考えましょう。

639÷3

合わせて   

600÷3＝

30÷3＝

9÷3＝

536÷4

あまった100まいの
たばと10まいのたばで，
10まいのたばは
何たばになるかな。 だいき

7676

百 十 一

536÷4の筆算のしかた

百 十 一

百 十 一

100

10

5÷4

13÷4

16÷4

54 63

5
1

4
4

3 4
6

6

3

1 3
1 2
1
61
0

5
1

4
4 63

1

5
1

4
4

3
63

1 3
1 2
1

100まいの
たばの数で，
 4 5

10まいの
たばの数で，
4 13

4 16

ばらの
色紙の数で，

どの位から
分けたかな。

122ページ き

指導のポイント

6 1けたでわるわり算66 1けたでわるわり算

7777

 254÷3の筆算のしかた

 482÷2　　　② 936÷3　　　③ 628÷4　　　④ 725÷5

 316÷4　　　② 552÷6　　　③ 173÷2　　　④ 581÷9

　色紙が254まいあります。3人で同じ数ずつに分けると，

1人分は何まいで，あまりは何まいでしょうか。

3

1 　100まいのたばのままで，分けられるでしょうか。

2 　100まいのたばを，10まいのたばにして考えましょう。

254は，10が　　　こと，1が4こと考えられます。

2
2 4

3
8
45

1 4

2
2 4

3
8 4
4

2

5

1 4
1 2

23 45

　2÷3
百の位に
たたない。

23 45

　25÷3
十の位から
たつ。

　商が百の位にたたないときは，十の位からたてて，計算を
始めます。

254÷3

1人分は
100まいより
多いかな。

たしかめよう

たしかめよう

ほじゅう
問題

124ページ コ

ほじゅう
問題

124ページ ケ

ななみ
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問題番号 問題の概要 出題の趣旨の概要 学習指導要領の
領域

評価の
観点

問題
形式

5 ⑵

4 色を順に繰り返してつなげ，
輪かざり 1 本を作ったときの，
30 個目の折り紙の輪の色を選
ぶ

折り紙の輪の色の規則性を解釈
し，それを基に条件に合う色を
判断することができる A　数と計算 数学的な

考え方 選択

正答率：66.7％

誤答例　 解答「3」の反応率が 11.1％である。「赤，青，黄，緑，赤，青，黄，緑，赤」の九つの折り紙の

輪が一つのまとまりとして繰り返されると誤って捉え，30 個目の折り紙の輪の色は「黄」と判

断していると考えられる。

正答率と主な誤答例

◯ 3年上 P.55

　規則性に気づくことが問題解決につながるような課題を取り上げ

ることで，数学的な見方を育むことができるようにしています。

◯ 5年 P.100

　倍数の考え方について，数を並べて観察する活動を通して，理解

を深めることができるようにしています。

　事象から規則性を見いだし，その関係性に気づくことで，数学的

に解決できることがあることを理解できるように指導することが大

切です。

教科書との関連

����
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� �

� �
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算
数
を

使
おう

55

①　▲と□のならび方には，どんなきまりがあるでしょうか。

①　20番目の形は，何でしょうか。

②　20番目の形は，何でしょうか。

②　この考え方を使って，55番目の形を考えてみましょう。

　　▲と□が，下のようにならんでいます。

　　▲と□が，下のようにならんでいます。

4人の話し合いの
つづきを考えて
みよう。

▲　▲　□　□　▲　▲　□　□　▲　▲　□　□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

□　▲　□　▲　□　□　□　▲　□　▲　□　□
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

「□▲の組が2組つづいたあと，□が3こつづいているから，

じゅんばんにかいていけばいいんじゃないかな。」
こうじ

「ならび方のきまりがあるならそれが使えないかな。」

ひろみ

「□▲□▲□□が1つのまとまりになっているみたいだよ。」

たいち

「6こがまとまりなら，そこで

分けるといいんじゃないかな。」
やす子

―わり算の考え方を使
つか

って―
どんな形かな？

1

2

は
っ
て
ん

5

100

確かめよう

　7×1，7×2，7×3，…のように，

7を整数倍してできる数を，

7の倍
ばい

数
すう

といいます。

　0はのぞいて考えます。

7　14　21　28

…

7の倍数

3 　このページの下にあるうの数直線の7の倍数に○をつけましょう。

　　　の中に，1から順に数を書きましょう。2
1  　㋐の列には，どんな数がならんで

いるでしょうか。

2  　㋐の列の数を小さいものから順に

5つ求めましょう。

1 2 3

4 5 6

7

㋐

…

1　このページの下にあるあ，いそれぞれの数直線の2の倍数と3の倍数に

　○をつけましょう。

2　高さ5のクッキーの箱を積んでいきます。

　箱を6個
こ

積んだときの高さは何でしょうか。

　高さは何の倍数になっているでしょうか。 

3　次の倍数を，小さい方から順に5つ求めましょう。

　8の倍数　　　　　　9の倍数

2の倍数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122232425

3の倍数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122232425

7の倍数
1

0

0

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122232425

あ

い

う

2930 3132333435 3940 41424344454647484950 515253545556262728

262728

262728

57

2930 3132333435 3940 41424344454647484950 515253545556363738

363738

57

2930 31323334353637383940 41424344454647484950 51525354555657

指導のポイント


