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問題を「確実に解く方法」と“解”の意味

1. 原文は（「答え」ではあっても）「理由」を説明しない。

2. 応用には“必然性（=なぜか）”の理解が不可欠。

3. p.23 １ （３）の正答が①である理由は「頭括」！

May 16, 2012
加藤 厚

Ｑ．p.37の問題(１)、(２)の解法の“共通点”は？

①代入試行で全ての□を埋めるの
　は非効率（不可能？）＆不必要。

②χの特定に不可欠な条件を絞りこみ、特定する。

Ａ：問題を解き易い形に“立て直し”ている点。

χ=５、６、７、８、９？

　　３□２
×　　χ６
　１□３２
２８□８　ｘ
３０□１２

χ=１、２、３、４、５？

　　　　１χ３
□４）３□３□
　　　２□　　ｘ
　　　１□３
　　　　９６　ｘ
　　　　　７□
　　　　　７□
　　　　　　０
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☆2χ=□8→χは4か9
◇3χ≒28→χは9
☆と◇の共通値は９
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□4×χ=96→χは4
（9だと04で36、14で126）

　　問題は「解ける」ように立
　て直せれば“必ず解ける”。

☆解き易く“立て直す”方法の１つが“方程式”
「鶴(x)と亀(y)で20、足は72。亀は何匹？」(p.35)

①立式：   x+ y=20‥e1　　
　　　　  2x+4y=72‥e2
②整理：-)2x+2y=40‥e1×2

x=4 ←y=16 ←2y=32

■これだけでは“意味”不明！
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■これだけでは“意味”不明！
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なぜ答が得られるのか？

（発問 by  by  by  by 桒原先生＠前回）
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《補足＠第２回の内容の一部》
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ⅰ e1とe2をイメージ（＝グラフ）にすると１点でのみ交差。
ⅱ その座標は「２式を同時に満たす唯一のｘとｙの値」。
ⅲ ２式の整理で定まるｘとｙの値＝交点の座標＝答。

《補足＠第２回の内容の一部》
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×　　χ６
　１□３２
２８□８　ｘ
３０□１２

χ=１、２、３、４、５？

　　　　１χ３
□４）３□３□
　　　２□　　ｘ
　　　１□３
　　　　９６　ｘ
　　　　　７□
　　　　　７□
　　　　　　０

☆2χ=□8→χは4か9
◇3χ≒28→χは9
☆と◇の共通値は９

□4×χ=96→χは4
（9だと04で36、14で126）

（1111）、（2222）
は選択肢
不要！

☆解き易く“立て直す”方法の１つが“方程式”
「鶴(x)と亀(y)で20、足は72。亀は何匹？」(p.35)

①立式：   x+ y=20‥e1　　
　　　　  2x+4y=72‥e2
②整理：-)2x+2y=40‥e1×2

x=4 ←y=16 ←2y=32

■これだけでは“理解”不在！

　　「２側面から見る」ことで
なぜ答が得られるのか？

（発問 by  by  by  by 桒原先生＠前回）

(y)    x+ y=20
20＋ ←y=-x+20
                 2x+ 4y=72
16＋
    
12＋

 8＋

 4＋

 0     ＋  ＋  ＋  ＋  ＋(x)
    0   4   8  12  16  20

ⅰ e1とe2をイメージ（＝グラフ）にすると１点でのみ交差。
ⅱ その座標は「２式を同時に満たす唯一のｘとｙの値」。
ⅲ ２式の整理で定まるｘとｙの値＝交点の座標＝答。
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問題を「確実に解く方法」と“解”の意味

1. 原文は（「答え」ではあっても）「理由」を説明しない。

2. 応用には“必然性（=なぜか）”の理解が不可欠。

3. p.23 １ （３）の正答が①である理由は「頭括」！

May 16, 2012
加藤 厚

Ｑ．p.37の問題(１)、(２)の解法の“共通点”は？

①代入試行で全ての□を埋めるの
　は非効率（不可能？）＆不必要。

②χの特定に不可欠な条件を絞りこみ、特定する。

Ａ：問題を解き易い形に“立て直し”ている点。

χ=５、６、７、８、９？

　　３□２
×　　χ６
　１□３２
２８□８　ｘ
３０□１２

χ=１、２、３、４、５？

　　　　１χ３
□４）３□３□
　　　２□　　ｘ
　　　１□３
　　　　９６　ｘ
　　　　　７□
　　　　　７□
　　　　　　０

☆2χ=□8→χは4か9
◇3χ≒28→χは9
☆と◇の共通値は９

□4×χ=96→χは4
（9だと04で36、14で126）

（1111）、（2222）
は選択肢
不要！

☆解き易く“立て直す”方法の１つが“方程式”
「鶴(x)と亀(y)で20、足は72。亀は何匹？」(p.35)

①立式：   x+ y=20‥e1　　
　　　　  2x+4y=72‥e2
②整理：-)2x+2y=40‥e1×2

x=4 ←y=16 ←2y=32

■これだけでは“理解”不在！

　　「２側面から見る」ことで
なぜ答が得られるのか？

（発問 by  by  by  by 桒原先生＠前回）

(y)    x+ y=20
20＋ ←y=-x+20
                 2x+ 4y=72
16＋
    
12＋

 8＋

 4＋

 0     ＋  ＋  ＋  ＋  ＋(x)
    0   4   8  12  16  20

ⅰ e1とe2をイメージ（＝グラフ）にすると１点でのみ交差。
ⅱ その座標は「２式を同時に満たす唯一のｘとｙの値」。
ⅲ ２式の整理で定まるｘとｙの値＝交点の座標＝答。
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問題を「確実に解く方法」と“解”の意味

1. 原文は（「答え」ではあっても）「理由」を説明しない。

2. 応用には“必然性（=なぜか）”の理解が不可欠。

3. p.23 １ （３）の正答が①である理由は「頭括」！

May 16, 2012
加藤 厚

Ｑ．p.37の問題(１)、(２)の解法の“共通点”は？

①代入試行で全ての□を埋めるの
　は非効率（不可能？）＆不必要。

②χの特定に不可欠な条件を絞りこみ、特定する。

Ａ：問題を解き易い形に“立て直し”ている点。

χ=５、６、７、８、９？

　　３□２
×　　χ６
　１□３２
２８□８　ｘ
３０□１２

χ=１、２、３、４、５？

　　　　１χ３
□４）３□３□
　　　２□　　ｘ
　　　１□３
　　　　９６　ｘ
　　　　　７□
　　　　　７□
　　　　　　０

☆2χ=□8→χは4か9
◇3χ≒28→χは9
☆と◇の共通値は９

□4×χ=96→χは4
（9だと04で36、14で126）

（1111）、（2222）
は選択肢
不要！

☆解き易く“立て直す”方法の１つが“方程式”
「鶴(x)と亀(y)で20、足は72。亀は何匹？」(p.35)

①立式：   x+ y=20‥e1　　
　　　　  2x+4y=72‥e2
②整理：-)2x+2y=40‥e1×2

x=4 ←y=16 ←2y=32

■これだけでは“理解”不在！

　　「２側面から見る」ことで
なぜ答が得られるのか？

（発問 by  by  by  by 桒原先生＠前回）

(y)    x+ y=20
20＋ ←y=-x+20
                 2x+ 4y=72
16＋             4y=-2x+72
              ←y=-0.5x+18
12＋

 8＋

 4＋

 0     ＋  ＋  ＋  ＋  ＋(x)
    0   4   8  12  16  20

ⅰ e1とe2をイメージ（＝グラフ）にすると１点でのみ交差。
ⅱ その座標は「２式を同時に満たす唯一のｘとｙの値」。
ⅲ ２式の整理で定まるｘとｙの値＝交点の座標＝答。
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問題を「確実に解く方法」と“解”の意味

1. 原文は（「答え」ではあっても）「理由」を説明しない。

2. 応用には“必然性（=なぜか）”の理解が不可欠。

3. p.23 １ （３）の正答が①である理由は「頭括」！

May 16, 2012
加藤 厚

Ｑ．p.37の問題(１)、(２)の解法の“共通点”は？

①代入試行で全ての□を埋めるの
　は非効率（不可能？）＆不必要。

②χの特定に不可欠な条件を絞りこみ、特定する。

Ａ：問題を解き易い形に“立て直し”ている点。

χ=５、６、７、８、９？

　　３□２
×　　χ６
　１□３２
２８□８　ｘ
３０□１２

χ=１、２、３、４、５？

　　　　１χ３
□４）３□３□
　　　２□　　ｘ
　　　１□３
　　　　９６　ｘ
　　　　　７□
　　　　　７□
　　　　　　０

☆2χ=□8→χは4か9
◇3χ≒28→χは9
☆と◇の共通値は９

□4×χ=96→χは4
（9だと04で36、14で126）

（1111）、（2222）
は選択肢
不要！

☆解き易く“立て直す”方法の１つが“方程式”
「鶴(x)と亀(y)で20、足は72。亀は何匹？」(p.35)

①立式：   x+ y=20‥e1　　
　　　　  2x+4y=72‥e2
②整理：-)2x+2y=40‥e1×2

x=4 ←y=16 ←2y=32

■これだけでは“理解”不在！

　　「２側面から見る」ことで
なぜ答が得られるのか？

（発問 by  by  by  by 桒原先生＠前回）ｒ

(y)    x+ y=20
20＋ ←y=-x+20
                 2x+ 4y=72
16＋             4y=-2x+72
              ←y=-0.5x+18
12＋

 8＋ ・・・・・・・・・・

 4＋

 0     ＋  ＋  ＋  ＋  ＋(x)
    0   4   8  12  16  20

ⅰ e1とe2をイメージ（＝グラフ）にすると１点でのみ交差。
ⅱ その座標は「２式を同時に満たす唯一のｘとｙの値」。
ⅲ ２式の整理で定まるｘとｙの値＝交点の座標＝答。
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問題を「確実に解く方法」と“解”の意味

1. 原文は（「答え」ではあっても）「理由」を説明しない。

2. 応用には“必然性（=なぜか）”の理解が不可欠。

3. p.23 １ （３）の正答が①である理由は「頭括」！

May 16, 2012
加藤 厚

Ｑ．p.37の問題(１)、(２)の解法の“共通点”は？

①代入試行で全ての□を埋めるの
　は非効率（不可能？）＆不必要。

②χの特定に不可欠な条件を絞りこみ、特定する。

Ａ：問題を解き易い形に“立て直し”ている点。

χ=５、６、７、８、９？

　　３□２
×　　χ６
　１□３２
２８□８　ｘ
３０□１２

χ=１、２、３、４、５？

　　　　１χ３
□４）３□３□
　　　２□　　ｘ
　　　１□３
　　　　９６　ｘ
　　　　　７□
　　　　　７□
　　　　　　０

☆2χ=□8→χは4か9
◇3χ≒28→χは9
☆と◇の共通値は９

□4×χ=96→χは4
（9だと04で36、14で126）

（1111）、（2222）
は選択肢
不要！

☆解き易く“立て直す”方法の１つが“方程式”
「鶴(x)と亀(y)で20、足は72。亀は何匹？」(p.35)

①立式：   x+ y=20‥e1　　
　　　　  2x+4y=72‥e2
②整理：-)2x+2y=40‥e1×2

x=4 ←y=16 ←2y=32

■これだけでは“理解”不在！

　　「２側面から見る」ことで
なぜ答が得られるのか？

（発問 by  by  by  by 桒原先生＠前回）

(y)    x+ y=20
20＋ ←y=-x+20
                 2x+ 4y=72
16＋             4y=-2x+72
              ←y=-0.5x+18
12＋

 8＋ ・・・・・・・・・・

 4＋

 0     ＋  ＋  ＋  ＋  ＋(x)
    0   4   8  12  16  20

ⅰ e1とe2をイメージ（＝グラフ）にすると１点でのみ交差。
ⅱ その座標は「２式を同時に満たす唯一のｘとｙの値」。
ⅲ ２式の整理で定まるｘとｙの値＝交点の座標＝答。
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問題を「確実に解く方法」と“解”の意味

1. 原文は（「答え」ではあっても）「理由」を説明しない。

2. 応用には“必然性（=なぜか）”の理解が不可欠。

3. p.23 １ （３）の正答が①である理由は「頭括」！

May 16, 2012
加藤 厚

Ｑ．p.37の問題(１)、(２)の解法の“共通点”は？

①代入試行で全ての□を埋めるの
　は非効率（不可能？）＆不必要。

②χの特定に不可欠な条件を絞りこみ、特定する。

Ａ：問題を解き易い形に“立て直し”ている点。

χ=５、６、７、８、９？

　　３□２
×　　χ６
　１□３２
２８□８　ｘ
３０□１２

χ=１、２、３、４、５？

　　　　１χ３
□４）３□３□
　　　２□　　ｘ
　　　１□３
　　　　９６　ｘ
　　　　　７□
　　　　　７□
　　　　　　０

☆2χ=□8→χは4か9
◇3χ≒28→χは9
☆と◇の共通値は９

□4×χ=96→χは4
（9だと04で36、14で126）

（1111）、（2222）
は選択肢
不要！

☆解き易く“立て直す”方法の１つが“方程式”
「鶴(x)と亀(y)で20、足は72。亀は何匹？」(p.35)

①立式：   x+ y=20‥e1　　
　　　　  2x+4y=72‥e2
②整理：-)2x+2y=40‥e1×2

x=4 ←y=16 ←2y=32

■これだけでは“理解”不在！

　　「２側面から見る」ことで
なぜ答が得られるのか？

（発問 by  by  by  by 桒原先生＠前回）

(y)    x+ y=20
20＋ ←y=-x+20
                 2x+ 4y=72
16＋             4y=-2x+72
              ←y=-0.5x+18
12＋

 8＋ ・・・・・・・・・・

 4＋

 0     ＋  ＋  ＋  ＋  ＋(x)
    0   4   8  12  16  20

ⅰ e1とe2をイメージ（＝グラフ）にすると１点でのみ交差。
ⅱ その座標は「２式を同時に満たす唯一のｘとｙの値」。
ⅲ ２式の整理で定まるｘとｙの値＝交点の座標＝答。
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問題を「確実に解く方法」と“解”の意味

1. 原文は（「答え」ではあっても）「理由」を説明しない。

2. 応用には“必然性（=なぜか）”の理解が不可欠。

3. p.23 １ （３）の正答が①である理由は「頭括」！

May 16, 2012
加藤 厚

Ｑ．p.37の問題(１)、(２)の解法の“共通点”は？

①代入試行で全ての□を埋めるの
　は非効率（不可能？）＆不必要。

②χの特定に不可欠な条件を絞りこみ、特定する。

Ａ：問題を解き易い形に“立て直し”ている点。

χ=５、６、７、８、９？

　　３□２
×　　χ６
　１□３２
２８□８　ｘ
３０□１２

χ=１、２、３、４、５？

　　　　１χ３
□４）３□３□
　　　２□　　ｘ
　　　１□３
　　　　９６　ｘ
　　　　　７□
　　　　　７□
　　　　　　０

☆2χ=□8→χは4か9
◇3χ≒28→χは9
☆と◇の共通値は９

□4×χ=96→χは4
（9だと04で36、14で126）

（1111）、（2222）
は選択肢
不要！

☆解き易く“立て直す”方法の１つが“方程式”
「鶴(x)と亀(y)で20、足は72。亀は何匹？」(p.35)

①立式：   x+ y=20‥e1　　
　　　　  2x+4y=72‥e2
②整理：-)2x+2y=40‥e1×2

x=4 ←y=16 ←2y=32

■これだけでは“理解”不在！

　　「２側面から見る」ことで
なぜ答が得られるのか？

（発問 by  by  by  by 桒原先生＠前回）

(y)    x+ y=20
20＋ ←y=-x+20
                 2x+ 4y=72
16＋             4y=-2x+72
              ←y=-0.5x+18
12＋

 8＋ ・・・・・・・・・・

 4＋

 0     ＋  ＋  ＋  ＋  ＋(x)
    0   4   8  12  16  20

ⅰ e1とe2をイメージ（＝グラフ）にすると１点でのみ交差。
ⅱ その座標は「２式を同時に満たす唯一のｘとｙの値」。
ⅲ ２式の整理で定まるｘとｙの値＝交点の座標＝答。
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問題を「確実に解く方法」と“解”の意味

1. 原文は（「答え」ではあっても）「理由」を説明しない。

2. 応用には“必然性（=なぜか）”の理解が不可欠。

3. p.23 １ （３）の正答が①である理由は「頭括」！

May 16, 2012
加藤 厚

Ｑ．p.37の問題(１)、(２)の解法の“共通点”は？

①代入試行で全ての□を埋めるの
　は非効率（不可能？）＆不必要。

②χの特定に不可欠な条件を絞りこみ、特定する。

Ａ：問題を解き易い形に“立て直し”ている点。

χ=５、６、７、８、９？

　　３□２
×　　χ６
　１□３２
２８□８　ｘ
３０□１２

χ=１、２、３、４、５？

　　　　１χ３
□４）３□３□
　　　２□　　ｘ
　　　１□３
　　　　９６　ｘ
　　　　　７□
　　　　　７□
　　　　　　０

☆2χ=□8→χは4か9
◇3χ≒28→χは9
☆と◇の共通値は９

□4×χ=96→χは4
（9だと04で36、14で126）

（1111）、（2222）
は選択肢
不要！

☆解き易く“立て直す”方法の１つが“方程式”
「鶴(x)と亀(y)で20、足は72。亀は何匹？」(p.35)

①立式：   x+ y=20‥e1　　
　　　　  2x+4y=72‥e2
②整理：-)2x+2y=40‥e1×2

x=4 ←y=16 ←2y=32

■これだけでは“理解”不在！

　　「２側面から見る」ことで
なぜ答が得られるのか？

（発問 by  by  by  by 桒原先生＠前回）

(y)    x+ y=20
20＋ ←y=-x+20
                 2x+ 4y=72
16＋             4y=-2x+72
              ←y=-0.5x+18
12＋

 8＋ ・・・・・・・・・・

 4＋

 0     ＋  ＋  ＋  ＋  ＋(x)
    0   4   8  12  16  20

ⅰ e1とe2をイメージ（＝グラフ）にすると１点でのみ交差。
ⅱ その座標は「２式を同時に満たす唯一のｘとｙの値」。
ⅲ ２式の整理で定まるｘとｙの値＝交点の座標＝答。
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問題を「確実に解く方法」と“解”の意味

1. 原文は（「答え」ではあっても）「理由」を説明しない。

2. 応用には“必然性（=なぜか）”の理解が不可欠。

3. p.23 １ （３）の正答が①である理由は「頭括」！

May 16, 2012
加藤 厚

Ｑ．p.37の問題(１)、(２)の解法の“共通点”は？

①代入試行で全ての□を埋めるの
　は非効率（不可能？）＆不必要。

②χの特定に不可欠な条件を絞りこみ、特定する。

Ａ：問題を解き易い形に“立て直し”ている点。

χ=５、６、７、８、９？

　　３□２
×　　χ６
　１□３２
２８□８　ｘ
３０□１２

χ=１、２、３、４、５？

　　　　１χ３
□４）３□３□
　　　２□　　ｘ
　　　１□３
　　　　９６　ｘ
　　　　　７□
　　　　　７□
　　　　　　０

☆2χ=□8→χは4か9
◇3χ≒28→χは9
☆と◇の共通値は９

□4×χ=96→χは4
（9だと04で36、14で126）

☆解き易く“立て直す”方法の１つが“方程式”
「鶴(x)と亀(y)で20、足は72。亀は何匹？」(p.35)

①立式：   x+ y=20‥e1　　
　　　　  2x+4y=72‥e2
②整理：-)2x+2y=40‥e1×2

x=4 ←y=16 ←2y=32

■これだけでは“理解”不在！

　　「２側面から見る」ことで
なぜ答が得られるのか？

（発問 by  by  by  by 桒原先生＠前回）

(y)    x+ y=20
20＋ ←y=-x+20
                 2x+ 4y=72
16＋             4y=-2x+72
              ←y=-0.5x+18
12＋

 8＋ ・・・・・・・・・・

 4＋

 0     ＋  ＋  ＋  ＋  ＋(x)
    0   4   8  12  16  20

ⅰ e1とe2をイメージ（＝グラフ）にすると１点でのみ交差。
ⅱ その座標は「２式を同時に満たす唯一のｘとｙの値」。
ⅲ ２式の整理で定まるｘとｙの値＝交点の座標＝答。
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問題を「確実に解く方法」と“解”の意味

1. 原文は（「答え」ではあっても）「理由」を説明しない。

2. 応用には“必然性（=なぜか）”の理解が不可欠。

3. p.23 １ （３）の正答が①である理由は「頭括」！

May 16, 2012
加藤 厚

Ｑ．p.37の問題(１)、(２)の解法の“共通点”は？

①代入試行で全ての□を埋めるの
　は非効率（不可能？）＆不必要。

②χの特定に不可欠な条件を絞りこみ、特定する。

Ａ：問題を解き易い形に“立て直し”ている点。

χ=１、２、３、４、５？

　　　　１χ３
□４）３□３□
　　　２□　　ｘ
　　　１□３
　　　　９６　ｘ
　　　　　７□
　　　　　７□
　　　　　　０
（1111）、（2222）
は選択肢
不要！

(y)    x+ y=20
20＋ ←y=-x+20
                 2x+ 4y=72
16＋             4y=-2x+72
              ←y=-0.5x+18
12＋

 8＋ ・・・・・・・・・・

 4＋

 0     ＋  ＋  ＋  ＋  ＋(x)
    0   4   8  12  16  20

ⅰ e1とe2をイメージ（＝グラフ）にすると１点でのみ交差。
ⅱ その座標は「２式を同時に満たす唯一のｘとｙの値」。
ⅲ ２式の整理で定まるｘとｙの値＝交点の座標＝答。

　　　　　　　　　　　　　　　Descartes
　　　　　　　　　　　　　　　(1596-1650)と

al-Khwārizmī（780?-850?）とal-jabr↑ 方法論序説→

★一人目の巨人：　　　　　 ★二人目の巨人：

「代数学」の創始者　　　　　「座標」（解析幾何学）の考案者
不明な値を含む式の整理で　　数の関係は、平面や空間上
値が定まれば、それが答。　　の図で表現・検討できる。
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問題を「確実に解く方法」と“解”の意味

1. 原文は（「答え」ではあっても）「理由」を説明しない。

2. 応用には“必然性（=なぜか）”の理解が不可欠。

3. p.23 １ （３）の正答が①である理由は「頭括」！

May 16, 2012
加藤 厚

Ｑ．p.37の問題(１)、(２)の解法の“共通点”は？

①代入試行で全ての□を埋めるの
　は非効率（不可能？）＆不必要。

②χの特定に不可欠な条件を絞りこみ、特定する。

Ａ：問題を解き易い形に“立て直し”ている点。

χ=１、２、３、４、５？

　　　　１χ３
□４）３□３□
　　　２□　　ｘ
　　　１□３
　　　　９６　ｘ
　　　　　７□
　　　　　７□
　　　　　　０
（1111）、（2222）
は選択肢
不要！

(y)    x+ y=20
20＋ ←y=-x+20
                 2x+ 4y=72
16＋             4y=-2x+72
              ←y=-0.5x+18
12＋

 8＋ ・・・・・・・・・・

 4＋

 0     ＋  ＋  ＋  ＋  ＋(x)
    0   4   8  12  16  20

ⅰ e1とe2をイメージ（＝グラフ）にすると１点でのみ交差。
ⅱ その座標は「２式を同時に満たす唯一のｘとｙの値」。
ⅲ ２式の整理で定まるｘとｙの値＝交点の座標＝答。

　　　　　　　　　　　　　　　Descartes
　　　　　　　　　　　　　　　(1596-1650)と

al-Khwārizmī（780?-850?）とal-jabr↑ 方法論序説→

★一人目の巨人：　　　　　 ★二人目の巨人：

「代数学」の創始者　　　　　「座標」（解析幾何学）の考案者
不明な値を含む式の整理で　　数の関係は、平面や空間上
値が定まれば、それが答。　　の図で表現・検討できる。
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問題を「確実に解く方法」と“解”の意味

1. 原文は（「答え」ではあっても）「理由」を説明しない。

2. 応用には“必然性（=なぜか）”の理解が不可欠。

3. p.23 １ （３）の正答が①である理由は「頭括」！

May 16, 2012
加藤 厚

Ｑ．p.37の問題(１)、(２)の解法の“共通点”は？

①代入試行で全ての□を埋めるの
　は非効率（不可能？）＆不必要。

②χの特定に不可欠な条件を絞りこみ、特定する。

Ａ：問題を解き易い形に“立て直し”ている点。

χ=５、６、７、８、９？

　　３□２
×　　χ６
　１□３２
２８□８　ｘ
３０□１２

χ=１、２、３、４、５？

　　　　１χ３
□４）３□３□
　　　２□　　ｘ
　　　１□３
　　　　９６　ｘ
　　　　　７□
　　　　　７□
　　　　　　０

☆2χ=□8→χは4か9
◇3χ≒28→χは9
☆と◇の共通値は９

□4×χ=96→χは4
（9だと04で36、14で126）

（1111）、（2222）
は選択肢
不要！

☆解き易く“立て直す”方法の典型が“方程式”
「鶴(x)と亀(y)で20、足は72。亀は何匹？」(p.35)

①立式：   x+ y=20‥e1　　
　　　　  2x+4y=72‥e2
②整理：-)2x+2y=40‥e1×2

x=4 ←y=16 ←2y=32

■これだけでは“意味”不明！

(y)    x+ y=20
20＋ ←y=-x+20
                 2x+ 4y=72
16＋             4y=-2x+72
              ←y=-0.5x+18
12＋

 8＋ ・・・・・・・・・・

 4＋

 0     ＋  ＋  ＋  ＋  ＋(x)
    0   4   8  12  16  20

ⅰ e1とe2をイメージ（＝グラフ）にすると１点でのみ交差。
ⅱ その座標は「２式を同時に満たす唯一のｘとｙの値」。
ⅲ ２式の整理で定まるｘとｙの値＝交点の座標＝答。

　　　　　　　　　　　　　　　Descartes
　　　　　　　　　　　　　　　(1596-1650)と

al-Khwārizmī（780?-850?）とal-jabr↑ 方法論序説→

★一人目の巨人：　　　　　 ★二人目の巨人：

「代数学」の創始者　　　　　「座標」（解析幾何学）の考案者
不明な値を含む式の整理で　　数の関係は、平面や空間上
値が定まれば、それが答。　　の図で表現・検討できる。
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問題を「確実に解く方法」と“解”の意味

1. 原文は（「答え」ではあっても）「理由」を説明しない。

2. 応用には“必然性（=なぜか）”の理解が不可欠。

3. p.23 １ （３）の正答が①である理由は「頭括」！

May 16, 2012
加藤 厚

Ｑ．p.37の問題(１)、(２)の解法の“共通点”は？

①代入試行で全ての□を埋めるの
　は非効率（不可能？）＆不必要。

②χの特定に不可欠な条件を絞りこみ、特定する。

Ａ：問題を解き易い形に“立て直し”ている点。

χ=５、６、７、８、９？

　　３□２
×　　χ６
　１□３２
２８□８　ｘ
３０□１２

χ=１、２、３、４、５？

　　　　１χ３
□４）３□３□
　　　２□　　ｘ
　　　１□３
　　　　９６　ｘ
　　　　　７□
　　　　　７□
　　　　　　０

☆2χ=□8→χは4か9
◇3χ≒28→χは9
☆と◇の共通値は９

□4×χ=96→χは4
（9だと04で36、14で126）

（1111）、（2222）
は選択肢
不要！

☆解き易く“立て直す”方法の典型が“方程式”
「鶴(x)と亀(y)で20、足は72。亀は何匹？」(p.35)

①立式：   x+ y=20‥e1　　
　　　　  2x+4y=72‥e2
②整理：-)2x+2y=40‥e1×2

x=4 ←y=16 ←2y=32

■これだけでは“意味”不明！

(y)    x+ y=20
20＋ ←y=-x+20
                 2x+ 4y=72
16＋             4y=-2x+72
              ←y=-0.5x+18
12＋

 8＋ ・・・・・・・・・・

 4＋

 0     ＋  ＋  ＋  ＋  ＋(x)
    0   4   8  12  16  20

ⅰ e1とe2をイメージ（＝グラフ）にすると１点でのみ交差。
ⅱ その座標は「２式を同時に満たす唯一のｘとｙの値」。
ⅲ ２式の整理で定まるｘとｙの値＝交点の座標＝答。

　　　　　　　　　　　　　　　Descartes
　　　　　　　　　　　　　　　(1596-1650)と

al-Khwārizmī（780?-850?）とal-jabr↑ 方法論序説→

★一人目の巨人：　　　　　 ★二人目の巨人：

「代数学」の創始者　　　　　「座標」（解析幾何学）の考案者
不明な値を含む式の整理で　　数の関係は、平面や空間上
値が定まれば、それが答。　　の図で表現・検討できる。

「代数」は英語
で““““algebraalgebraalgebraalgebra””””
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問題を「確実に解く方法」と“解”の意味

1. 原文は（「答え」ではあっても）「理由」を説明しない。

2. 応用には“必然性（=なぜか）”の理解が不可欠。

3. p.23 １ （３）の正答が①である理由は「頭括」！

May 16, 2012
加藤 厚

Ｑ．p.37の問題(１)、(２)の解法の“共通点”は？

①代入試行で全ての□を埋めるの
　は非効率（不可能？）＆不必要。

②χの特定に不可欠な条件を絞りこみ、特定する。

Ａ：問題を解き易い形に“立て直し”ている点。

χ=５、６、７、８、９？

　　３□２
×　　χ６
　１□３２
２８□８　ｘ
３０□１２

χ=１、２、３、４、５？

　　　　１χ３
□４）３□３□
　　　２□　　ｘ
　　　１□３
　　　　９６　ｘ
　　　　　７□
　　　　　７□
　　　　　　０

☆2χ=□8→χは4か9
◇3χ≒28→χは9
☆と◇の共通値は９

□4×χ=96→χは4
（9だと04で36、14で126）

（1111）、（2222）
は選択肢
不要！

☆解き易く“立て直す”方法の典型が“方程式”
「鶴(x)と亀(y)で20、足は72。亀は何匹？」(p.35)

①立式：   x+ y=20‥e1　　
　　　　  2x+4y=72‥e2
②整理：-)2x+2y=40‥e1×2

x=4 ←y=16 ←2y=32

■これだけでは“意味”不明！

(y)    x+ y=20
20＋ ←y=-x+20
                 2x+ 4y=72
16＋             4y=-2x+72
              ←y=-0.5x+18
12＋

 8＋ ・・・・・・・・・・

 4＋

 0     ＋  ＋  ＋  ＋  ＋(x)
    0   4   8  12  16  20

ⅰ e1とe2をイメージ（＝グラフ）にすると１点でのみ交差。
ⅱ その座標は「２式を同時に満たす唯一のｘとｙの値」。
ⅲ ２式の整理で定まるｘとｙの値＝交点の座標＝答。

　　　　　　　　　　　　　　　Descartes
　　　　　　　　　　　　　　　(1596-1650)と

al-Khwārizmī（780?-850?）とal-jabr↑ 方法論序説→

★一人目の巨人：　　　　　 ★二人目の巨人：

「代数学」の創始者　　　　　「座標」（解析幾何学）の考案者
不明な値を含む式の整理で　　数の関係は、平面や空間上
値が定まれば、それが答。　　の図で表現・検討できる。

「代数」は英語
で““““algebraalgebraalgebraalgebra””””
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問題を「確実に解く方法」と“解”の意味

1. 原文は（「答え」ではあっても）「理由」を説明しない。

2. 応用には“必然性（=なぜか）”の理解が不可欠。

3. p.23 １ （３）の正答が①である理由は「頭括」！

May 16, 2012
加藤 厚

Ｑ．p.37の問題(１)、(２)の解法の“共通点”は？

①代入試行で全ての□を埋めるの
　は非効率（不可能？）＆不必要。

②χの特定に不可欠な条件を絞りこみ、特定する。

Ａ：問題を解き易い形に“立て直し”ている点。

χ=５、６、７、８、９？

　　３□２
×　　χ６
　１□３２
２８□８　ｘ
３０□１２

χ=１、２、３、４、５？

　　　　１χ３
□４）３□３□
　　　２□　　ｘ
　　　１□３
　　　　９６　ｘ
　　　　　７□
　　　　　７□
　　　　　　０

☆2χ=□8→χは4か9
◇3χ≒28→χは9
☆と◇の共通値は９

□4×χ=96→χは4
（9だと04で36、14で126）

（1111）、（2222）
は選択肢
不要！

☆解き易く“立て直す”方法の典型が“方程式”
「鶴(x)と亀(y)で20、足は72。亀は何匹？」(p.35)

①立式：   x+ y=20‥e1　　
　　　　  2x+4y=72‥e2
②整理：-)2x+2y=40‥e1×2

x=4 ←y=16 ←2y=32

■これだけでは“意味”不明！

(y)    x+ y=20
20＋ ←y=-x+20
                 2x+ 4y=72
16＋             4y=-2x+72
              ←y=-0.5x+18
12＋

 8＋ ・・・・・・・・・・

 4＋

 0     ＋  ＋  ＋  ＋  ＋(x)
    0   4   8  12  16  20

ⅰ e1とe2をイメージ（＝グラフ）にすると１点でのみ交差。
ⅱ その座標は「２式を同時に満たす唯一のｘとｙの値」。
ⅲ ２式の整理で定まるｘとｙの値＝交点の座標＝答。

　　　　　　　　　　　　　　　Descartes
　　　　　　　　　　　　　　　(1596-1650)と

al-Khwārizmī（780?-850?）とal-jabr↑ 方法論序説→

★一人目の巨人：　　　　　 ★二人目の巨人：

「代数学」の創始者　　　　　「座標」（解析幾何学）の考案者
不明な値を含む式の整理で　　数の関係は、平面や空間上
値が定まれば、それが答。　　の図で表現・検討できる。

「代数」は英語
で““““algebraalgebraalgebraalgebra””””
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問題を「確実に解く方法」と“解”の意味

1. 原文は（「答え」ではあっても）「理由」を説明しない。

2. 応用には“必然性（=なぜか）”の理解が不可欠。

3. p.23 １ （３）の正答が①である理由は「頭括」！

May 16, 2012
加藤 厚

Ｑ．p.37の問題(１)、(２)の解法の“共通点”は？

①代入試行で全ての□を埋めるの
　は非効率（不可能？）＆不必要。

②χの特定に不可欠な条件を絞りこみ、特定する。

Ａ：問題を解き易い形に“立て直し”ている点。

χ=５、６、７、８、９？

　　３□２
×　　χ６
　１□３２
２８□８　ｘ
３０□１２

χ=１、２、３、４、５？

　　　　１χ３
□４）３□３□
　　　２□　　ｘ
　　　１□３
　　　　９６　ｘ
　　　　　７□
　　　　　７□
　　　　　　０

☆2χ=□8→χは4か9
◇3χ≒28→χは9
☆と◇の共通値は９

□4×χ=96→χは4
（9だと04で36、14で126）

（1111）、（2222）
は選択肢
不要！

☆解き易く“立て直す”方法の典型が“方程式”
「鶴(x)と亀(y)で20、足は72。亀は何匹？」(p.35)

①立式：   x+ y=20‥e1　　
　　　　  2x+4y=72‥e2
②整理：-)2x+2y=40‥e1×2

x=4 ←y=16 ←2y=32

■これだけでは“意味”不明！

(y)    x+ y=20
20＋ ←y=-x+20
                 2x+ 4y=72
16＋             4y=-2x+72
              ←y=-0.5x+18
12＋

 8＋ ・・・・・・・・・・

 4＋

 0     ＋  ＋  ＋  ＋  ＋(x)
    0   4   8  12  16  20

ⅰ e1とe2をイメージ（＝グラフ）にすると１点でのみ交差。
ⅱ その座標は「２式を同時に満たす唯一のｘとｙの値」。
ⅲ ２式の整理で定まるｘとｙの値＝交点の座標＝答。

　　　　　　　　　　　　　　　Descartes
　　　　　　　　　　　　　　　(1596-1650)と

al-Khwārizmī（780?-850?）とal-jabr↑ 方法論序説→

★一人目の巨人：　　　　　 ★二人目の巨人：

「代数学」の創始者　　　　　「座標」（解析幾何学）の考案者
不明な値を含む式の整理で　　数の関係は、平面や空間上
値が定まれば、それが答。　　の図で表現・検討できる。

「代数」は英語
で““““algebraalgebraalgebraalgebra””””
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問題を「確実に解く方法」と“解”の意味

1. 原文は（「答え」ではあっても）「理由」を説明しない。

2. 応用には“必然性（=なぜか）”の理解が不可欠。

3. p.23 １ （３）の正答が①である理由は「頭括」！

May 16, 2012
加藤 厚

Ｑ．p.37の問題(１)、(２)の解法の“共通点”は？

①代入試行で全ての□を埋めるの
　は非効率（不可能？）＆不必要。

②χの特定に不可欠な条件を絞りこみ、特定する。

Ａ：問題を解き易い形に“立て直し”ている点。

χ=５、６、７、８、９？

　　３□２
×　　χ６
　１□３２
２８□８　ｘ
３０□１２

χ=１、２、３、４、５？

　　　　１χ３
□４）３□３□
　　　２□　　ｘ
　　　１□３
　　　　９６　ｘ
　　　　　７□
　　　　　７□
　　　　　　０

☆2χ=□8→χは4か9
◇3χ≒28→χは9
☆と◇の共通値は９

□4×χ=96→χは4
（9だと04で36、14で126）

（1111）、（2222）
は選択肢
不要！

☆解き易く“立て直す”方法の典型が“方程式”
「鶴(x)と亀(y)で20、足は72。亀は何匹？」(p.35)

①立式：   x+ y=20‥e1　　
　　　　  2x+4y=72‥e2
②整理：-)2x+2y=40‥e1×2

x=4 ←y=16 ←2y=32

■これだけでは“意味”不明！

(y)    x+ y=20
20＋ ←y=-x+20
                 2x+ 4y=72
16＋             4y=-2x+72
              ←y=-0.5x+18
12＋

 8＋ ・・・・・・・・・・

 4＋

 0     ＋  ＋  ＋  ＋  ＋(x)
    0   4   8  12  16  20

ⅰ e1とe2をイメージ（＝グラフ）にすると１点でのみ交差。
ⅱ その座標は「２式を同時に満たす唯一のｘとｙの値」。
ⅲ ２式の整理で定まるｘとｙの値＝交点の座標＝答。

　　　　　　　　　　　　　　　Descartes
　　　　　　　　　　　　　　　(1596-1650)と

al-Khwārizmī（780?-850?）とal-jabr↑ 方法論序説→

★一人目の巨人：　　　　　 ★二人目の巨人：

「代数学」の創始者　　　　　「座標」（解析幾何学）の考案者
不明な値を含む式の整理で　　数の関係は、平面や空間上
値が定まれば、それが答。　　の図で表現・検討できる。

「代数」は英語
で““““algebraalgebraalgebraalgebra””””
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問題を「確実に解く方法」と“解”の意味
May 16, 2012

加藤 厚

日本人が欧米から仕入れた知識で
はその通りじゃが、連立1次方程式
の解法は中国では１～３世紀には
既に知られておった。
方程式の“方程”が由来する「九章
算術」を3世紀に改訂した私（劉徽：
りゅうき Liú Huī）や私の先輩方につい
ても少しは触れて欲しいものだ。


