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　　This　deve1叩 lne 【ltal　study 　examilled 　all　acquisiti 〔m 　of 　the　concep 亡 of 　fradiolL　 A

total （炉f　164　children 　were 　administrated 　six 　tests　 o 、
．
er 　a 　period　（〕f　3　yea1

・
s，　Two

pl
．incipal　inc〔〕n ．ect 　strategies 　were 　found　concerning 　the 　magn 辻ude 　of　fractlolrs，　 The

丘rst　made 　Rule　S、　jn　 whlch 　children 　ordered 　fra（：tions　ivith 　a ］aτ
．
ger　Iiumerat て〕r　as　a

smalle 冂 nagliitude 　for　problcn 】s　with 　the　samedenominators ．　 An 〔，ther 〔me 　made 　Rttle

L、in　whlch 　chlldren 　olldered 　the　fractio冂s 　with 　la1
．
ge ［

．
　denominators　as 　a 　greater

mag 賦 しlde 　for　problems 　with 　the　same 　nur ／lerators ．　 The 　cross 　scctional 　and 　l〔）］lgitu ．

dinal　al／alyses 〔〕n　these　sヒrategies 　sLlggested 　four　pr⊂レcesses 　of 　a ｛⊃quiring　the　corlcept 　of

fraα ion．　 The 　first　was 　the　 process　having　illforma】 kno “
’ledge　oll　fraction　before

learning　the　coll ¢ ept 　formally．　The　second 　was 　one 　considering 　the　concept 　of　fl．ac ．

tioll　based　oll　 ch 量ldren「s　 existing 　 know ］edge ．　The 　 third　was 　 a　 process 　judging　 the
con，　 cept 　bascd　on 　an　incorrect　cDncept 　of　fracti⊂〕n ，　The 　bst　process 　consisted 　oll　the

acquisltion 　of　a　corl℃ cL　concept ．　These　processes 　were 　Cllscussed　ln亡enns 　of 　interact．

irlg　PrQcess　of　the　existing 　knowledge 　wilh 　a　new 　concept ．
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　小学校算数の 中で ，学習す る こ とが 困難な概念 の 1

つ と し て 分数 が あ げ ら れ る。分数 は 子 ど もが 初 め て 出

会 う端数の概念で あ り，中学校で学習す る有理 数 へ と

つ な が っ て い く き わ め て 重要 な 概念 で あ る。しか し ，

こ れ を か な り理 解 し に くい 概 念で あ る と考え る子 ど も

が 多い し，さ ら に 高校生 に な っ て も分数の 計算が で き

な い 生徒 が い る と い う 二 と は，さまざまな調査 が 指摘

して い る と こ ろ で もあ る 。
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．
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G1 　 なぜ分 数 は， 子 ど も にとっ て 学 習 す ること

困 難 な の
で

あ ろうか。 この 疑 問 に 答えるこ と は ，

践と い う 点から も 重要な含み が あ る 。 そ れ は， 分

の カ リキュ ラムを ど の ように 構 成 し ， 授業をど の

う に 展 開 す る か といった 現場 か ら の切 実 な 要 求 に

え る こ と につな が っている 。 現 在 ，こ うした疑 問

対 して数 学 教 育 と い う 立 場から ， む ず かしさの 要

につ い て の 考察 がな されている 〔 石 田 ． 198 ヨ） 。 そ れ

よる と ，以 下の 3 つ の 要因 が あげられている。第

ﾍ ，分数 概念 の意味の多 様性，第 2 に は， 分数 の

味の 複 雑性， 第 3に 分 数 の 表記 の 複雑性 の
3 つ で あ

。 こうし た 要 因は ，これ ま で の 数 学 教育の 中 で

統的
に 指摘 されてき た 要因であ り，い ず れも 分 数

い う 概念が 持 つ性 質 その もの に 基

い た教 科 の
論 理 か らの指 滴 である 。 　 し か し， こ

し た指 摘

は，子
ど
もが ど の よ う に 学 一18 一 N 工工一
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習して い くか と い うもっ と も肝心 な視点 が 欠落 して い

る。 こ の た め か ， そ れ こ そ無数 と言っ て い い ほ どに 公

表 さ れ て い る授業実践 に も，そ うした視点を お り こ ん

だ報告 は きわ め て 少 な い と い っ て よ い 。

　 こ うして ， 子 ど もが な ぜ分数 をむず か し く思うの か

を追 究す る認知心 理学 的立 場か ら の 研 究 が 必要 に な

る 。 こ の 立場 か ら の研究は，単 に 実践 へ の 貢献だ けで

な く， 理論的 に も重要 な 含み が あ る
。 それ は ， 知識の

獲得過程 に 関す る問題で あ る。っ ま り ， 分数を学習 す

る以 前 の 子 ど もの 数 に か か わ る 知識系 は，す べ て 整数

の 知 識 体系 で 占有 さ れ て い るはず で あ る 。 端数の 典型

的な概 念で あ る分数 を学習す る こ と で ，そ れ ま で の 既

有知識 に どの よ うな 変化 が 起 こ り， どの よ うに し て 新

しい 概 念が 同化 され て い くか を検討 で き る と期 待 され

る。したが っ て ，子 ど も が ど の よ う に 分数 を習得す る

か と い う 本研究 の テーマ は，知識習得の 過程を研究 す

る に は最適 な材料 とい っ て よい だ ろ う。

　最近外国 で は
， 数に 関する研究 は きわ め て盛ん で あ

るが
， そ れ らの 多 くは， どち ら か と い えば，日本 の 子

ども に と っ て は 比較 的習得す る こ とが 容易な た し算や

ひ き算 とい っ た概念が 研究 の 対象 と な っ て い る。そ う

した研究で と りあ げられ て い る 知 識 の 習得過程の 中で

も重要 な こ と は ， あ る領域 に お い て 手 続的知識 と概念

的知識 と い う 2種類 の 知識 を穫得す る こ と で あ る 辷主

張さ れ て い る （H 】ebelt ＆ Lefe丶
・
re，ユ986 ；Carpen亡er、19零6）。

手続的知識 と は ， 形式的な記号 の操作 に つ い て の 知識

で あ り， 概念的知識 と は ，
い くつ か の 情報 を相互 に関

連づ け た意味的 な知 識で あ る 。 算数 の 知識習得 に お い

て は，こ の 2 種類 の 知識 を意 味的に関連づ け る こ とが

重 要 で あ る と 考 え ら れ て い る 。 そ こ で の 基本的な メ カ

ニ ズ ム を正 確 に 規定す る こ と は難 しい が，本質的 に は

Piaget “960）が 述 べ た よ う に
， す で に 獲 得 して い る既

有知識の 中へ 新 しい 概 念を統合す る過程 で あ る と考 ズ．
られ る。

　分数を対象 と して ， しか も こ う し た視点 を背景 に し

た研究と な る と， き わ め て 少数 の 報告 し か 見 ら れ な い

〔Behr、　et　a ］．．19841Behi ．、　et　a1 、廴9S5 ；1｛u 　rt．ing ＆ Sharple｝
『，

1988 ；Pothier＆ Sawa 〔］a，1983）。し か し，残 念 な こ と に ，
こ れ ら の 研究 は ， な ぜ 分数 と い う概念が む ずか しい か

と い う問題 を追究 して い る もの で は な い 。

　小数を対象 と した研究 に 関 し て は ，最近 報告 が 増 え

て お り ｛Hiebert ＆ Wearl ユe．1936 ； 5ackur −Grisval．d ＆

Leonard、19S5；Resnlck　et 盆1，19S9 ），こ こ で は 知識 習 得 に

関す る先述の 問題 が 検 討 さ れ て い る 。 し か し ， 小 数 と

分数 で は か な り意味が 異 な る 。 そ の 最大の もの は， 小

ig

数 は数の IO進法性 に したが うが ， 分数 はそう で な い と

い う点 で あ ろ う。 こ こ に 分 数 を独自に検討 す る必然性

が あ る。

　 認知心理 学的視点か ら，Yoshida ＆ Kuriyama 〔19．zz）

は，以 下 の よ う な要素が ，分数概念 の 理解を困難 に し

て い る と指摘し て い る。それ らは，分数 の 大小 関係 ，

全体 と し て の 1 の 概 念 1分数 に お け る等分 割 を含 む ｝， 部分
一

全体関係 ， 計算能力 な どで あ る 。

　 こ れ ら の 要素 の 内 ， 分 数 の 大 小 関係に つ い て は，
Yoshida ＆ Kuriyanla （19跚 が興味あ る 報告 を して い

る 。 彼 ら は，分数 の 大小関係 に 対す る子 ど もの 方略が

彼 ら の 既有知識か ら引 き出 され て い る こ と を示唆 し て

い る 。 彼 ら は，子 ど もが分数 の 大 き さ を判 断 す る と き

・に ，お も に 2 つ の 誤 っ た 方略 が あ る こ と を 見い だ し た。

第 1 は ， 同分母 で 異分子 の 問題 を比較す る状況 で み ら

れ る もの で ．分子 の 大 き さ が 大 き くな る ぼ ど， 分数の

大 き さ は 小 さ く な る と考 える方略 で あ る （大 き くな れ ば

小 さ くな る・・m ・tt・・ と い う意 味 で 汲
一

’レ S と呼 sn 。第 2 は ，

異分母 で 同分 子の 問題 で み られ る 方略で あ り， 分母 の

大 き さ が大 き くな るほ ど， 分数 の 大 き さも大 き くな る

と い う方略 で あ る （大 きくな れ ば大 き くな る．largerと い う意

1床で．Jy − ’レ L と呼．翼，o

　 こ れ ら の 誤 っ た方輅 を 見 る と，ル ー
ル L は分母が 大

き くな る ほ ど分数の大 き さも大 きくな る と い う もの で

あ P ，こ れ は整数 の 知識 とぴ っ た り一致 して い る 。 こ

の こ と か ら ，
ル ール L は整数 の 知識 に した が っ た 方略

で あ る こ と が仮定さ れ た。一・
方 ，

ル ール S は 分子 が 大

き くな る ほ ど分数 の 大 き さ は 小 さ くな る とい う も の

で ，こ れ は全体 を分割す る ほ ど 1 つ 分 は 小 さ くな る と

い う分数 の 概念をあ る意味 で 反 映 し た も の で あ る と み

な さ れ る、こ の こ と か ら ，
ル ール S は分数 の誤 っ た知

識 を反映 し た 方略で あ る と仮定 され た 。

　本研 究 の 目的 は
， 予 ど も が 学校で 分数単元 の 授業を

受 け る こ と に よ っ て ， 分数概念 の 重要な要素で あ る 大

小関係 に 関す る知識が ，ど の よ う に 変化す る か を調べ

る こ と に あ る 。 分数単元 は， 3年 で 初 め て 導入 さ れ 6
E ま で の 4年間か か っ て 教 え られ る 概念 で あ る。そ こ

で ，分数単 元 の 授業 の 前後の 子 ど もの 理解 の様子 を同
一

の 子 ど もを 3年間追跡す る こ とか ら， 分数 の 大小 に

対す る理 解が 教授的介入 に よ っ て ど の よ うに 変化 し ，

知識の統合過 程が ど の よ う に進行す るか を検討す る 。

方 法

　被験児　宮崎市 内 の 0 小学校 の 初年 度 3 年生 221名
が ，対象者 と な っ た 。 本研究 は

， 縦断的研究で ある の

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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で
，

3 年間 に わ た る合計 6 回 の テ ス トす べ て に参加 し

た 164名が ， 分析の 対象者 と な っ た。

　材　料 　分数概念を構成す る テ ス トの 内容は，以 下

の と お りで あ る 。 （O分数の 大 小関係 ，   計算技能 の 2

つ で あ る 。テ ス トの 形式は学年 に よ っ て 少し異な っ て

い た が ， 基本的な内容 は 以下 の とお りで あ っ た。

　〔1］分数 の 大小関係で は， 3 つ 以上 の 分数の大小 関係

の判断を求 め る 並 べ か え課題 が 用 い られ た
。

た だ し
，

3 年生 の事前テ ス トで は ま だ分数概念を学習し て い な

い た め ，整数 の 形式 で 分数 の 大小 の テ ス トが 与え ら れ

た 。 そ の例 と し て は ， 「1っ の チ ョ コ レ ート を ， 2 人 で

同 じ大 き さ に 分け る と き と， 3 人 で 同 じ大 き さ ず つ 分

け る と き で は
，

ど ち ら の 方 が ユ 人分 は 大 き くな る で

し ょ う」 と い うもの で ， 問題数 は 3問で あ る。

　 3 年生 の 事後 テ ス ｝・か ら 5 年 生 の 事 後 テ ス ト ま で

は ， 同
・』
の形式の問題が用 い られ た 。

つ ま り， 同分母

で 異分 ア 祠
一

異 と略 す る ）の 3 つ の 分数 に つ い て の 並 べ

か え
．
課題 と ， 異分母 で 同分子 （異

．．．
同 と略 す る）の 3 っ の

分 数の 並 べ か え課題で あ る 。 問題数は ， 3 年生 の事後

テ ス i・の み 同
一

異 4 問 ， 異
一

同 3問 で ，そ れ以 後 の テ

ス トで は す べ て 2 開ず つ で あ っ た 。

　 4 年 生 の 事後 テ ス ト以 後 で は，異分 母 で 異 分 子 哩

一
異 と略 する ）の 形式 の問題 が追加 され た。こ の 型 の 問題

数は，す べ て の テ ス ト を と お し て 3 問で あ っ た 1，こ れ

らの 問題例 の
一

部 は，同　異 と異
一

同 の タ イプ と と も

に ， TABLE　1 に 示 さ れ て い る。

TABLE 　1　本実験 で 使 用 した 課題 の
一

部

次 の 数 を小 さい 順 に 並 べ ま し ょ う。

　o↑5．・
’
7，4，s7，2！7，1

　0，2，

’
T，2！5，2・t3，　 l

　 L ！13， 5／12， IY6， 0

（1司分 母．一異 分子 〕

（異分 母
一

同 分 予 ｝

（異分 母一異分 了
・
｝

　（2〕計算 で は ，各学年 で 習得す る計算内容 に つ い て 4

問か ら 10問の問題 が 出題 さ れ た 。
3 年生事後 テ ス トと

4年生事前テ ス トで は，同分母の た し算と ひ き算問題

が 用 い られ た が
，

4 年生 の 事後 テ ス ト と 5 年生 の 事前

テ ス トで は ， 整数部分か ら か りて くる ひ き算問題 も便

用 し た。 5 年生 の 事後テ ス トで は，通分を必要 とす る

異分 母 の た し算 とひ き算 も問題 に 含 め られた。

　手 　続 　手続は ， 単元 の 授業 の 前 の 事前 テ ス ト，分

数 単元 の 授業，そ の 後 に 事後テ ス ト と い う 流 れ を と っ

た 。

　事前 テ ス トは ， 原則 的 に 各学 年 の 分数 単元 の お よ そ

2 か 月前，っ ま り1986年 ， 1987年 ， 1988年の 各 9 月中

旬 か ら下旬 に か け て 実施 された。テ ス トは，通常の 授

業時問 に 算数ラ
．
ス ト と い う形で

一一一
斉に お こ な わ れ た 。

テ ス ト終了後に ，

…
人 の 子 ど も毎 に 方略 の 推定 をお こ

な っ た。 こ れ ら の分析 が終わ っ た後，各ク ラ ス の 担任

教 師 に 事 前 テ ス トの 分析結果 に つ い て の フ ィ
ー

ドバ ッ

ク が 与 え ら れ た。さ ら に ．事前テ ス トの 結果 を 基 に し

て ，分数 の 単元 を どの よう に 教 える か と い うこ と で ，

著者ら を含め た大学側の研究者 との 話合 い が お こ なわ

れ た。単元 の 授業 に 対 して は，著者 らが 録画 しな が ら

観察す る こ とを原則 とした。事後 テ ス トは，分数単 元

が 教授 さ れ た お よ そ 1週開後 に 実施 さ れ た。こ の よ う

な形式 の 繰 ウ返 しに よ っ て， 3年生 が 5年生 に なるま

で の 3 年間に わ た っ て 研究 が 続 け ら れ た。

　各学 年 の 単元 内容 と 大 まか な教授方法 は，以下 の と

お ワで あ っ た。 3年生 で は，まず分数 の 意味 と して ，

テ
ープ や数 直線 をつ か っ て 113， 2／3， 1／上Gと い っ た簡

単 な分数 の 意味 が 教 えられ た。次 に ，分数 の 大 きさ と

し て ， 1 は 3／3， i／5で あ る こ と や 115と3f5，あ る い は

L，

i・tと2！3な ど と の 大 きさの 比較 な ど が教 え られ た 。 最

後 に ， 同
一一
異 の パ タ

ー
ン を利用 した 簡単 なた し算 と ひ

き算 が 導入 さ れ た 。
こ の単元 の 授業時間数 は ， 1 ク ラ

ス 平均 して 10時間 で あ っ た。

　 4年生 で は ， ま ず分数の タ イ プ と し て ， 真分数 ， 仮

分数，帯分数が 導入 さ れ た 。 そ の 後に ， 等し い 分数の

意味 と して ， た と え ば，1／2 と2／4と は 等 しい と い っ た

こ とが 教え られ た 。 最後に ， 分数の い ろ い ろ の タ イ プ

を使 っ た た し算 と ひ き算の 計算が 教え られ た。 こ の 単

元 の授業時間数は ， 平均 IO時問で あ っ た。

　 5年生 で は，分数の新し い 側面が導入 さ れ た 。
つ ま

り， 分 数 は分 子を分母 で わ る と小数 に な る こ と，次 に ，

約分は 分 数の分母 と分子 を同 じ数 で わ っ て ， 分母 の 小

さ い 分数 に す る こ と，お よ び通分は分母の 違うい くつ

か の 分 数 を分母 が 同 じ分 数 に な お す こ と が 教 授 さ れ

た 。 ま た ， 分数 と整数お よび小 数 の 関係 に つ い て も言

及 し，最後 に 異分母 の た し 算 とひ き算が 教 え ら れ た 。

こ の 単元 の 授業時間数 は ， 平均 して 18時間 で あ っ た。

　誤 り方略 の 判 定 　大 小 関係 に つ い て 子 ど も が どの よ

うな方略 をもっ て い る か は，Yoshida　＆ 　Kuriyama

（19．　88｝ に した が っ た。

　 異
一

異 の 問題で は ， 分母 と分子 が そ れ ぞ れ 異 な る た

め に，こ の ル
ー

ル S や L と は や や異 なる方略が み られ

た が ， 基本 は こ れ ら の ル ール と 同
L

で あ っ た。つ ま り，

分母 また は 分 子の ど ち らか σ）数の み に 注意 し残 り の数
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を 無視 し て
， 注意 し た 数 の 大 き さ で 分 数の 大 小 を 決 め

る方略で ある。分母 と分 子，そ れ に ル
ー

ル S また は L

の 2 つ の 要因か ら計 4 つ の 方 略 が 観察 さ れ た．ル
ール

C1 は，分母 を無視し て分子 が 大 き くな れ ば分数の 大

き さ は 小 さ くな る 方略 で あ る。ル ール C2 は，分 了が

大 き くなれ ば分数 の 大 き さ は大き く な る 方略で あ る 。

ル
ー

ル C3 は ， 分母 が 大 きくなれば分数 の 大 き さ も大

き くな る方略 ，
ル ール C4 は分母が大 き くなれば分数

の 大 きさは小 さ くな る方略で あ る。こ の 内容か ら分か

る よ う に，ル ール C1 と C4 は ル ール S と同 じ論理 が

控 え て お り，
ル
ー

ル C2 と C3 は ル
ール L と同じ論理

に よ っ て い る 。

　児童 の タイプ分 け　大小関係に お け る 並 べ か え課題

を 基準 に し て ， そ れ ぞ れ の ル
ー

ル を もつ 児童を以下 の

群 の い ずれ か に 分類 した 。

　（1圧 答群 ：正答 率が 80％以上 で ，か っ 誤 り方略が 1

以下 の 名 。

　  S群 　 ：ル
ー

ル S の 方略が 2以 上 で ，か っ ル ール

L が 1以 下 の者 。

　（3｝L 群 　 ：ル
ー

ル L の 方略が 2以 上 で ， か つ ル ール

S が 1 以下 の 者。

　（4）SL 群 ： ル ール S と L の両方と も 2 以上 の 者。

　（5）他群 　 ：上記 の 分類 の ど れ に も 入 ら な い 者 。

　な お
，

4 年の事後テ ス ト以後 で は
， 異

一
異 の パ タ ー

ン が 導 入 さ れ た の で ， こ の 型 の 問題 に つ い て も ， 同

　異，異
一

同 の パ ター
ン と同じ タ イ プ分け を お こ な う

こ と が で き た 。

結 果 と考察

そ れ の 方略群 に つ い て 行 っ た。3 年の 事前テ ス ト〔ガ ；

228蛎 ．df＝4．　pく．匚IO1 〕， 4 年の事前テ ス ト 〔x
！＝69、2上．　df−

4、pく．001）， 4年 の 事後 テ ス ト （x
’＝214，32，　df　＝…i，pく．OO1），

5 年 の 事前 テ ス ト（ガ ＝21964 ．dr − 41p く．0｛〕1）， 5年の事後

テ ス ト 〈κ
’

＝ 35〔］、df
−．1、pω 01｝ とも明 らか に 有意で あ っ

た。

TABLE　2　同
．
異 ， 異

一
同 問題 の 各 テ ス ト時期 に お け

　　　　 る方略群の 割合

正 答群 　　 s 群 ．．群 　 　 SL 群 　 　 他群

3 年事 後　．65（106｝　 ‘〕3 （6）

4 年事 前　 1T（27）　 ユ6126）

4年事 後　 6斗（lo5）　 ．10117 ）

5 年事 前　 邸 11〔［η　．D9〔14）

5 年事 俵 　 f8（128）　．05｛9》

．21（39｝　　、05〔9）　　　．02（t）

．45（7P 　 ．07（12｝　 ．15〔25）
19（3P　　　O1（2｝　　　．06〔9＞

．18（L，9．）　　1レ1（7｝　　、04（7）
．12｛19）　　　03（5）　　　．02〔3）

　各テ ス ト時期にお け る児童 の 方略群 の 割合 （横 断的分 析 ）

　まず， 3年 の 事 前 テ ス トで は整数形式 の 問題 が 用 い

られ た が ，
こ こ で は 86％ もの 子 どもが 正 答群 と して 分

類 さ れ た、 L 群 に は 7 ％，残 り は そ の他群で あ っ た。

こ う して ， ほ とん どの 子 どもは，分 数 を学習す る 以 前

に も，そ の 基本 と な る 概念を理解 して い る こ とが 分 か

る。さ ら に ，分数単元 を 学習 し た後で お こ な わ れ た 整

数形式 に よ る 事後 テ ス トで は， L 群 は 皆無 と な り正 答

群 は 99％ に も 達 し て い て ， 子 ど も の 既有知識 に 合致 し

た形 で 問題 が 出題 さ れ る と．全員 が き ら ん と そ の 意味

を理解 で き る こ とを示唆 して い る e

　次 に， 3 年の 事後テ ス ト以後 の 分数の記号 の 形式 を

と っ て テ ス トさ れ た結果 を見 て み る 。 同一異 と異
．
同

タ イ プ に 対 す る 反 応 に 基 づ い た 子 ど も の 分 類 は，
’
rABLIs　2 に 示 されて い る。　 TABLE 　2 は 同

一
の 子 ど も を

用 い て い る の で ， κ
2
検定 は各 テ ス ト時期 に お け る そ れ

（注）　 （　 、 Pヨは 入 数 で あ るo

　 こ れ ら の データ か ら ， ど の よ うな こ と が い え る だ ろ

うか。まず，分数単元 を学習す る 以前の テ ス トで は86％

も の 正 答群 が い た の で ， 3 年で 単元 を学習 し た後で は

さら に 正答群 が 増 え る と考え ら れ た 。 しか し，
TARLE

2 か ら明 らか な よう に ， 3年 の 事後テ ス トで の 正 答群

は 65％ に 落ち 込 ん で い る。そ の 分，L 群 が 24％ もの 増

加 とな っ て い る。 こ う し て ， 3年で記号系 と し て の分

数を学習す る こ と で ，分 数 の 大 き さ と い う基礎的な概

念 が 理解 さ れ た と は い え な い 傾向が見 い だ さ れ た。

　さ らに ，こ の 段 階 で の 分数 の 理解は そ れ ほ ど安 定 し

た もの で は な い と い う こ と が
，

お よ そ IOか 月後 に 実施

された 4 年生 の 事前テ ス トか ら明 ら か に な っ て い る。

こ こ で は， 3 年 の 事後 テ ス ト時 と は か な り異 な る様相

が み ら れ る 。 TA 肌 E2 か ら も見 ら れ る よ う に ， 正答群

は 17％ と 極端 に 減少 し て い る。そ の 代わ り に ， L 群は ，

3年の 事後テ ス トか ら 4 年 の 事前 テ ス トに か け て 24％

か ら45％ へ と 大 き く増加 し て お り， S 群 も 3 ％ か ら

16％へ と増加 して い る。

　こ れ ら の結果 は ， 了 ども は 分数 とい う新 しい 概念 に

接す る ま で は，そ の 基 本的な意味 は きち ん と理解 して

い た が ， 学校で 分数 を学習 する こ とが ， 整数系で 占め

ら れ て い る既有知識 の 中 に 端数 として の 分数概念 を取

り込 む こ と が で き な か っ た こ と を 示 唆す る も の で あ

る．つ ま り ， 正答群 は ， 3 年 の 事後 テス トで は65％に

減少 し， 4 年 の 事前テ ス トで は 17％ ま で も 低下 し て い

る 。 そ の 代 わ りに ，整数 の 知識 の 反映で あ る ル ール L

が 大 き く増加 し て い る とい う こ とか ら，IOか 月間 と い

うか な ワ長 い 間分数 を学 習 し な い う ち に ， そ れ ま で の

既有知 識で あ る 整数 的な知 識 に 戻 っ て し ま っ た こ と を
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意味す る もの で あ ろう。

　 そ の 後， 4 年生 で 分 数 単元 を再び学習 す る こ と に

よ っ て ， 全体 の 傾 向 は か な り変化した。正答群は， 4

年生 の 事前 テ ス トの 工7％か ら事 後 テ ス トで は64％へ と

大 き く増加 して い る 。 そ の代わ りに ，事前 テ ス トで 45％
も い た L 群 が ， 事後 テ ス トで は 16％ へ と か な り減少 し

て い る。ま た ， 事前 テ ス トで 16％い た S群 は ， 事後テ

ス トで はユO％ へ と減少し て い る。 こ うした結果は，子

ど もが
， 整数の 知識 か らで は な く分数の 知 識 とい う点

か ら こ の概念を理解 し始め た こ と を示 して い る。そ う

し た変化 を もた ら し た もの は ， 4 年生 で 学 習す る分数

の内容 と関連 し て お り， と くに 分 数 の い ろ い ろ と し て

真分数，仮分 数 ， 帯分数 と，等 しい 分数な ど が 教 え ら

れ る こ と に よ っ て
， 分 数へ の 理 解 は深 ま り， 整数の知

識 をあ る程度克赧 で き た と考 え られ る 。

　 4 年生 で の 分数 の 学 習が終わ っ て か ら 5年生 で分数

を学習 するた め に は ， 再びユeか 月間 ほ どの 空 白が あ る 。
3 年生 か ら 4 年生 に か け て の 分 数学習 の 空 白期 間で

は ， 既有知識へ の 後退 現象が 観察さ れた。 しか し， 4

年生か ら 5 年生 に か け て は そ う し た 傾向は 見 ら れ な

か っ た。こ の こ と か ら
，

2 年間に わ た っ て分数 を学習

す る こ と で， こ れ を学習 し な い 空白期間 が あ っ て も，
す ぐに 既有知識 に 戻 っ て し まうよ うな こ と は な く， あ

る程度分数概念が 知識 の 中 に定着 し て きて い る こ と を

示唆 し て い る。

　 5 年生 で の 分数単元 は ， 分数の概念的な意味 と い う

よ り も ， 計算 手続 として の 通分を中心 に お よ そ 1 か 月

に わ た っ て 教 え ら れ る。教 師に よ る指導に よ っ て 子 ど

もが学習す る 内容 が 規定 さ れ て い る と すれ ば ， 分数の

大 き さ の 理解は 5年 で は変化 は な い と 期待さ れ る 。 し

か し
， 実際に は 正 答群 は78％ に も達 し て，L 群 や S 群

は わ ずか で はあ る が減少 し て い る。こ うし て ， 手続的

な 知識 を学習す る こ と に よ っ て も ， あ る程度分 数 の 大

き さ へ の 理 解は進 む こ とが示 さ れ た。

　さ て， 4 年生 の 事 褒テ ス トで は，新 た に異一
異 問題

が 追加 された 。 手続の と こ ろで は C1 群，　 C2 群，　 C
3群 ， C4 群の 4 つ の群に分類で き る と述 べ た 。 実際

に は， 4 年生 の事後テ ス トで は．C3 群は 5 人 ，
　 C　4

群 は 1人 が い た だ け で ，残 りの 子 ど も は 分子 に 着 目 し

た C1 と C2 群 に 分類さ れ た 。 その 後 の テ ス トで も ，

こ う した傾向 は ほ ぼ 同じ で あ っ た。 C3 の ル ー
ル は，

C2 と同 じ くル
ー

ル L と 同 じ意味で あ る こ と は先述 し

た と お りで あ り， 人数 も少な い の で ， C2 と C3 を
一

括 して L群 と し た。同 じ理 由 で ， C4 群 は C1 群 と
一．．一

括 し て， S 群 と した 。

　異
一
異 タ イ プ の 問題 で の 結果は ， TABLE3 に 示 さ れ

て い る 。 TABLE3 は同
一

の 子 ど もを用 い て い る の で ，

ゼ検定 は 各テ ス ト時期 に お け る そ れ ぞれ の 方略群に

つ い て お こ な っ た 。 4 年の 事後 テ ス ト （〆
＝24．13，df＝3．

pくeOl）， 5年 の 事前テ ス ト （κ
2＝28．S．df二3，p く燗 D

， 5年

の 事後テ ス ト（κ
E＝93、49、df＝3，p〈00D とも明 らか に 有意

で あ っ た。

［｛］
’
ABI ，E　3　異一

異問題 に お け る方略群の 割合

正 答群　　S 群 　　 L 群 　　他 群

4 年事 後　　．32（53）　．37（6D＞　．16（27｝　．玉5〔24）
5年事前　．35（57）．34（5s）．22〔36｝　b9 〔］5）

う年．棄後 　　．55（9］）　．23（38）　．17〔28〕　U4（7＞

〔注 1　 （　） 内 は 人 数 で あ る．

　 こ の こ と よ り，
T ．、BLE 　2 の 4年 の 事後 テ ス トか ら示

唆され る子 どもが か な り分数 を理解 し て い る と い う傾

向 は ， 彼 ら の 真 の 理解の姿を反映 した もの で は な い こ

とが ，分 か る。っ ま り ， 異
一

異タイ プ の 問題に な る と ，

正答群 は 低下 し， S 群 が 急激 に 増加 す る の で あ る 。 こ

の傾向は，5 年生 の事前テ ス トまで は ほ ぼ 同じ で ある。
しか し，先述 した よ うに 5 年生 で 通 分 の 計算 を学習 し

た後 で は ， 正 答群 は半数 を こ す ま で に な る 。 し か し ，

5 年生 の 事後 テ ス トに お い て さえ，誤 っ た方略を もつ

子 ど もは 合 わ せ る と40％ に な っ て い る 。 な お 担任教師
に よ れ ば，通分 の 計算を学習す る前 に ，

こ の異
一一

異 タ

イ プ の 問題 は で きな い の で は な い か と い う疑 問 が 寄 せ

られ た 。 しか し，分数 の 大き さ を量 と して きち ん と理

解し て い れば ，
こ の タ イ プの 問題 で も ， 3 年生以後 で

可能 で あ る と わ れ わ れ は 考 えた 。 実際 ， 通分 を学習す

る以 前の テ ス トで も， 30％を超す子 ど もが正 しくこ の

タ イ プ の 問題 に答え る こ と が で きて い た 。

　T へBLE 　2 と TABLE 　3の 結果か ら ， 興味あ る 違 い が み

られ る。それ は ， まず同
一

異 や 異
一

同 タ イ プの 問題 で

は， 4 年生 の 事前テ ス トま で は L 群が 多い が ，その 後

は誤 っ た 方略群 は 低下す る 。 と こ ろ が ，異
一

異 タ イ プ

の 問題で は， 4 年生 の事後テ ス ト以後 で は ，
ル ール S

が 誤 っ た方略の 主流 と な っ て い る点で ある。 こ の 結果

は ， 整 数か ら構成 さ れ て い た 既有知識が どの よ うに変

化 し て い くか を ， あ る程度示唆 して い る 。 つ ま り， 3

年 で 分数 の単元 を学習 して も， 子 ど も は 分数 を分数概

念 と し て 捉 え る と い う よ りも，整数 の 知識か ら捉え て

い る。しか し ， 4 年で さ ら に 分数 の単元 を学習 す る こ

とで ， 整数の 知識 と い う よ り も分数 に 近 い 知識を もつ

に 至 るとい う過程で あ る 。 こ うした過程が妥当か ど う

か を検討す る た め に ，以下 の縦断的分析 を行 っ て み る 。
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　 テ ス トご と の 方略 の 変化 （縦 断的 分 析 ）

　 こ こ で は，そ れ ぞ れ の子 どもが ， テ ス トを通 し て ど

の よ うに変化 し た か を縦断的 に 検討 す る 。
こ の 縦断的

分析 をお こ な う際 に は， 2種類の 分析 が可能 とな る。

1 つ は ， あ る テ ス トか ら 次 の テ ス トに か け て の変化 を

明 らか に す る デ ー
タで あ る。も う 1 つ は ， 3年問 に わ

たるす べ て の テ ス トを通して ， それ ぞ れ の 子 ど もが ど

の ように 変化 した か を明 ら か に す る デ
ー

タで あ る 。

　 1．第 ／の 分析 。 3 年生 の 事前テ ス ト と そ れ 以後 の テ

ス トで は， 分 数 の 大 小関係を調 べ る テ ス ト形式が 異 な

る の で，3 年の事前 テ ス トは ，本分析か ら は 除外す る。

まず異
一

同，異
一異 タ イ プ の 問題 に お い て， 3年生 の

事後テ ス トで あ る群 に 分類 さ れ た 子 どもが ，
4 年 の 事

前 テス トで は ど の群に変化 した か そ の 割合 が，TABI，E

4 の 1段 目に 示 され て い る 。 4 年の 事前 テ ス トか ら事

後 テ ス トへ の 変化 が 2段 目 に ， 4年の 事後テ ス トか ら

5 年の事前 テ ス トへ の 変化が 3 段 目に
，

5 年 の ＄前 テ

ス トか ら事後テ ス トへ の 変化が 最後の 段に 示 され て い

る 。
な お ，こ れ ら の データ は，各 セ ル の 値 に O が あ る

の で ， 統計的検定 は行わ な か っ た 。

TA 肌 E　4　同
一異，異

一
同問題 に お け る各テ ス ト時期

　　　　 毎の 変化

　 　 　 　 4 年 事前

正 答 群 　 S 群 　 L 群 　 SL 群 　 他 群

　 　 　 　 正 答 群 〔川 6＞　 　 21

　 　 　 　 s 群 　　　〔6＞　　 〔1

3 牢事 後 　 L 群　 　（39）　 ．OS
　 　 　 　 SL 君羊　　 ご9）　　　22

　 　 　 　 他 群 　　　 〔4）　　 け

．le　　 ．1D　　 ．05　　　 】S

、17　　 、51）　　 ．33　　　 ［］

．18　　　51　　 ．！1、　　 、13
．ll　　　4う　　 ．11　　 、ll
O　 　 100 　 　 0　 　 　 D

　 　 　 　 9 年 事 後

正 答群 　S 群 　L群 　 SL 群 　 他群

　　　　嬉
群

紹
4 年 事 前 　 L 群 　 　 CT4 ）

　 　 　 　 SL ＃羊　　Cl2）

　 　 　 　 他群 　 　 〔25）

：11？
．5玉

．5e
．ア2

A？1 ：ll　l　 ［；
4

．玉2　　．29　　　．Ol　　 ．u7
．17　 　 ．17　　 　．G8　　　．〔〕呂
・o重　 ・16 　　0　　・轡

　 　 　 　 5 年 事 前

止 答 君f　 S 耄羊　 L 群 　　SL 君羊　 f也楞羊

　 　 　 　 正 答群　（10tt）

　 　 　 　 S群 　 　 〔17）

4 年 事後 　 L 群 　 　〔3｝）

　 　 　 　 SL 群　 　 

　 　 　 　 他 群．　 　 （9）

．80　　　．04　　．［9　　　．1〕5　　　．匚12
．47　　　 23　　．18　　　 〔1　　　 ．12
．33　　 　 1⊂1　　 ．45　　　 〔：6　　　．II6
嚇　　　　50　　．50　　　 0　　　　B

，56　　　22　　．11　　　0　　　．11

　 　 　 　 う 年 事後

正 答群 　 S 群 　 L 群 　 SL 群 　 他君羊

　 　 　 　 正 答 群 〔m7 ｝

　 　 　 　 s 群 　　 〔14）
5 ．年 事 前 　 L 群 　 　 （2911

　 　 　 　 SL 群 　 　 ｛7 ｝

　 　 　 　 他群 　　　〔7）

、88
、65
．49
．5886

，隅 　　　」｝7　　　．〔F］　　　 1）

．［）7　　．07　　　 11　　 ．1〕7
．07　　、：弼 　　　．〔｝3　　 、03
、14　　 Q　　　 ．14　　　．14
．14　　 e　　　　 o　　　　〔〕

（濁 　 （　 内 は入 数 で あ る 。

　以 下 ， 短 く TABLE 　4 か ら引 き出さ れ る傾向を述 べ て

み る 。 分数 を最初 に 学習 し て そ の後 IDか 月ほ ど こ の 学

習 か ら離 れ て い る 3年事後 か ら 4 年事前 に か け て は ，

正 答群の 半数近 くが L 群 に 後退 し て い る 。 また
，

L や

S 群 も，そ の 傾向 は同じ で あ る。

　し か し ， 4年で 再 度分数 を学習 す る と ， 正答群 が 正

答群 に 留 ま る の は 当然だが ， それ ぞれ の 誤 っ た 方略群

も か な 「）正 答群 に 移 行 し て い る 。 た だ ， 単元 の 学習 を

した後で も，L 群 の み に同 じ群 に 留 ま る傾向が見ら れ

る c

　 4 年で 学習し て 再び 10か 月 ほ ど の 分 数 に 関す る 空 白

期 間が あ る が ， こ の 間に 生 じ て い る こ と は， 3年で学

習 した 後の 空 自期 間で み ら れ た傾向 と か な り類似 して

い る。つ ま り， L 群 は半数 ほどが 同 じ群 と し て分類 さ

れ て い る 。 S群 で も，同 じ群 に留 ま る も の が 23％見 ら

れ，ル ール し に後退 す る もの も18％見 られ る 。 た だ し ，

こ の 傾向 は 3 年事 後 か ら 4 年事前 に か けて 現 れ た もの

ほ ど ， 顕著で は な い 。

　 し か し， 5 年で お よ そ 1か 月 に わ た っ て分数を学習

す る と ， 誤 り方略群 が ほ とん ど II三答群 に 移行 す る。し

か し， L 群で は ， 4割 ほ どが 同 じ方略を持ち続け る も

の が い る こ と は，興 味 あ る結果 で あ る。

　
’
F．s，Bl．li　4 か ら観察 さ れ る傾向は ， 基本的に は横断的

分析 か ら 示唆 さ れ る も の と類似 し て い た。つ ま り， 3

年で 分数 を学習 した後 で は あ る程度分数 を理解 す る も

の の ，分数 に 接 して い な い 間 に 元 の 既有知識に 戻 っ て

い る 。 し か し， 4 年で 単元の授業 を受 け る こ と で ル ー

ル L を も つ 子 どもを除 け ば，正 答群に移行 して い る。

そ し て ，4 年で再度分 数 に 関 して の 空白期間が あ る と ，

や や 既有知識 に 戻 る傾 向が み ら れ る。しか し， 5 年で

の 単 元 を 学習す る こ と で ，ル
ール L を除 い て ほぼ正答

群 に 移行す る と い う傾向が うか が え る。

　 異
一．

異タイ プ の 閊題 で は，こ の よ うな傾向 に 加 えて

別 の 傾向 も観察 さ れ た 。
こ の 結果 は，TABLE 　5 に 示 さ

れ て い る。第 1 段 目 に は ， 4 年の 事 後 テ ス トか ら 5年

の 事前テ ス トに か け て の 変化 が ， 2 段目に は 5 年 の 事

前 テ ス トか ら事後テ ス トへ の 変化 が ，そ れ ぞ れ 示 さ れ

て い る e

　 つ ま り，分数概念か ら 離れ て い る 間 に ，正答群 を除

い て． S や L 群で 正答群に 移行 した もの は ご くわ ずか

で ， S群 で は半数が 同 じ 方略 を持ち続け ，
25％ の もの

は ル ー vL に 後退 して い る。しか し，　 L 群 は少し様相

が 異 な っ て い て ，ル ール L を もつ 子 ど もの 半数は ル ー

ル S の 方略 を持 つ よ うに な っ て い る 。
こ れ は ， 異

一
同，

同
．．
異 タ イ プの 問題 で はみ られな か っ た 重要な方略 の
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TA 呂LE　5 異
一

異問題 に お ける各 テ ス ト時 間短 の変化

　 　 　 　 　5 年事前

正 答群 　 S 群　　L 群 　　他 群

　 　 　 正 答 群 　 （53）

　　　　S群 　　（6ω
4 年事後
　 　 　 　 L群 　 　 （27）

　 　 　 他群 　 　（24｝

77　　　　．09　　　　．08　　　　．06
．18　　　．50　　　 25　　　．07
．04　　　．48　　　．37　　　、ll
．17　　　．33　　　、29　　　．21

　 　 　 　 　ヨ年事 後

正 答群 　 s 群 　　L群 　　他群

　 　 　 正 答群 　 〔57）

5 鞍 前
讎 （56）

　 　　　L 群　　〔36）

　 　　 他酎　　（L5）

．9］

、45

、22

，40

．Oi　　　．OL）　　　 ．o：t

．34　　　 ，16　　　．e5
．28　　　、44　　　．06
、40　　　　　13　　　　　．07

（注 ）　（　｝内 は 人 数 で あ る。

変化 で あ る。

　　5 年で 通分操作を学 習 した後で も，誤 っ た方略 を 持

つ 子 どもは 正 答群 に は移行 で きず ，
ル ー

ル S を持 つ も

の の 内34％は同 じ群 に 留 ま っ て い る。 L群で は，44％
の 子 ど もが同 じ方略 を持 ち続けて い る 。 さ ら に

， 4年
事後 か らの 変化で も見 られ たよ う に，ル

ー
ル L を もつ

子 ど もの 28％ は ， ル
ー

ル S に 変化 し て い る 。

　 2．第 2 の 分析 　こ う し た 傾 向 を さ ら に 確 認 す る た

め
， す べ て の テ ス トに わ た っ て ユ人 の 子 どもが ど の よ

うに 変化 した か とい う第 2 の 分析 をお こ な っ た 。

一一
人

ひ と り に つ い て
， す べ て の テ ス トで ど の よ うに 変化 し

た か そ の タ イ プ を全員 に つ い て分類 し た と こ ろ，96種
類 に も上 っ た の で こ こ で は 別 の 視点 か ら こ の データ を

分 析した 。 それ は ， こ れ まで の 分析か ら示唆 さ れ る も

の で あ り，方略 の 変化 を大 ま か に い えば ，
ル ー

ル Lか

ら ル ー
ル S に 移行 し， そ の 後 に 正 し い 方略 へ と い う変

化過程を と っ て い る こ とが 観察 さ れ た。 こ の よ うな過

程を た ど る と す れ ば
， テ ス トか らテ ス トへ の 変化 を正

しい 概 念に近 づ く正 の 変化，既有知識 に 後退 す る負 の

変化 ， お よ び変化 な し と い う 3 つ の 変化 の い ずれ か で

分類 で き る こ と に な る 。 正 の 変化 と して は，それ ぞ れ

の 誤 っ た方賂群が正答群 へ 変化 し た場 合 ， お よfJ’L 群，
LS 群 ，他群が S 群 へ 移行 し た場合 で あ っ た。負の 変化

と して は ， 正 答群 が い ず れ か の 誤 っ た方略群へ
， ま た

S 群が L 群，SL 群 ， 他群 の い ず れ か へ
， さ ら に L 群 が

LS 群 へ
， そ れ ぞ れ移行 した 場合で あ っ た。変化 な し

は，2 つ の テ ス ト間 で 同
一

の 方略を 示 し た場合で あ る 。

な お ， S 群，　L 群 ， お よ び SL 群が ， 他群 へ 移行 し た場

合は，変化な し に 含 めた、

　　こ の 正 ，負 ， 変化 なし と い う視 点で ， 3 年 の事後テ

　ス ト以後の 同
一

異，異一
同 タ イ プ の 問題 に お ける方略

　の 変化の パ タ ー
ン を分類 し た とこ ろ ， 20の パ ター

ン が

得 られ た 。 な お 第 1の 分析 で は，
一一

応 5 ％の 割合 を示

　し た もの の み を 資料 と し て 取 り．ヒげ ， それ以 下の パ

　タ ーン は 分析 か ら除外 し た。

　　も っ と も多か っ たの は ， 最初 に 負の 変化 を示 し （3 年

　事後 か ら 4 年事前 へ ）， 次に 正 の変化 を示 し14年事 前か ら事

後 へ 〕， そ の 後は 変化な し と な る 第 1 パ タ ー
ン で あ っ

　た。 こ の パ ター
ン が

， 全体の 28％ 〔・量6 人〉を占め た。 こ

の 内の 45名は ， 3年 の 事後 テ ス トで は 正 答群 に 分類さ

れ た もの で あ り，そ の 後 は L 群 ， また は S 群 に後退し，

　4 年 で 分数概念を学習する こ と で 正 答群 に移行す る と

い う変化 を示す も の が
， 主 で あ っ た 。 こ れ は， 横断的

分析 か ら 見 い だ さ れ た傾向と ほ ぼ 同じ で あ る 。 こ の パ

ターン は，模式的な 形 で FIG、1 に 示 さ れ て い る。

　 次 に 多 か っ た の は
， 3 年の 事後テ ス トか ら変化 な し

の 第 2 パ タ
ー

ン で あ り，全体 の 13％ （L’1名〕 で あ っ た 。

こ の 内の 17名 は，最初か ら最後 ま で 正 答群 で あ っ た も

の で
， 3年 で 分 数 を学習 す る こ とで 着実 に それ を 既有

知識の 中に 取 り込 ん だ もの で あ ろ う 。
こ の こ と は ， ま

た 分数を最初 に 着実 に 理解した もの は ， 全体 の 1割ほ

どしか い な い こ とで あ り，分数 の 概念的意味 の 習得 が

い か に 困難 か を示 唆 す る も の で あ る 。 残 りの 内 の 3名
は，最後 ま で ル ー

ル L か ら離れ る こ とが で き な か っ た

子 ど も で あ る。

　第 3 の パ タ ーン は ， 4 年の 事前 テ ス トま で は変化が

な く， 4 年で 単元 を学習す る と望 ま し い 方向へ 移行 し

て ， そ の 後 は 安定 す る も の で あ り，全体 の 6 ％   名）

で あ っ た 。 こ の 中で は ，
ル ー

ル L を持 っ て い て ， 4年
で の 学習の 後に 正 答群 に 移行 す る もの 4 名と S 群 に 移
行 す る も の 3 名が ， 主 で あ っ た 。

　また ， 残 り の パ タ
ー

ン の 中で 興味あ る の は ， 3 年で

分数 に つ い て の 空 白期間 に 負の 変化を示 し， そ の 後，
後退し たままの状態が 続 き， 5 年で 分数単 元 を学習す

る こ とで や っ と正 の 変化を 示 す第 4 の パ ターン で あ る

（9 名〕。 また ， 分数学習 か ら離れ て い る間 は負の 変化 ，

分数単元 の授業を受 け る こ とで 正 の変化 と 1
・ ）5繰 り返

しを示 し た 第 5 の パ ター
ン 〔7 各） も ， 興味 あ る パ ター

ン で あ る。

　次 に ，異
一

異 タ イ プ の 問題 に お け る方略の 変化過程
の パ ターン に つ い て ， F ］G ．1 と同様 の 分析 を お こ な っ

た 。 変化 の パ ター
ン は，ぜ ん ぶ で 8 種類見 い だされ た

が， こ こ で は上位 の 3 つ の パ タ
ー

ン の み を分析 の 対象
とした 。 こ の 結果は，FIG．2 に 示 さ れ て い る ，、
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AF 一3eJJIftFIG ． 1 　同 一異， 異 一同問

にお け
る 方 賂の 変 化 パ タ ー ン 　 も ・ っと も 多 くみら

た のは ， 4 年の 事 後 テ スト 以後 で 方略 に変化 のない

1 パ ターンで あ り ，全体 の 40 ％   入 ） を占め ていた

そ の
内 訳は ， ［ E しい方 略

の 者37 名 ，ル ー ル S の 者

名 ，ル ール L の者が 6 名 で あ った 。 残りの 9 名 は他 群

あ
った。

合 計 し て 29 名 の 子 ど も は ， 異 ． 一一異タ

プ の 問 題 に 対 して何らか の 誤 っ た 方 略 を 持 っ たま

で 5 年 を終わ っ て い る。

のことは

指導

繿蛯 ｫ

問 題 に な ろ
う

。

1 【答群 s 　 腓 し　

第 3 の

タ ーン ヰ

事 俵5叩囈 前5 年 雪募饐

1唖 人以下 一20 入 以 ト ■ ■ ■■ ■ 30 人

E一 Fm ． 2 　 異
一 異問 題 に おける 方 略 の 変 化パ

ー ン 　 次 に 多かっ たの は，4 年 での 空 白 期 聞の 間

は 方略 に変 化 が な
く

， 5 年 で単元を 学 習した 後，正の 方

へ の 変化をし た 第 2 パタ ーンであ る。 全 体の 19 ％
（3

ｼ 〉 を 占 め て is 　 v ，こ の 内のユ 6 名 は 4 年 の

後 から ルー ル S を 持っ て いて ， 5 年の 事後テ スト

正 し い方略へ変 化し た も の で あ る。 さ らに 残 りの

で 6 名 は
，

ル ー ル L を 5 年 の 事 前 テ ス ト
ま で 持 っ

い た が ，5 年の学 習 の後 で
ル

ー ルS に変
化

し た タ

プ で あった 。 この 傾 向 も ， 第 1 の

析か ら 得 ら れたル ー ル L から ルー ルS へ とい う 移

に 対 応 し たもの で あっ た。 　 第 3 のパタ ーン に 入

もの

， 4 年
で
の空 白 期 間 の 間に 正の方向 へ の 変 化を示し ， そ の後 は
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た パ ターン で あ る， こ れ は ， 全体の 14％ （23 名）に 見 ら

れ て い る。 こ の 内 の 10名 は
，

4 年の事後 テス トで ル ー

ル S を示 し， 5年 の 事前テ ス トで は正答群 に 変化 した

も の で あ る。さらに 残 り の 7 名 は ， 最初 に ル ール L を

持 っ て い た が ，空 白期間の間 に ル
ー・

ル S に変化し て い

た 。 こ の 変化 も， 第 2 の パ タ
ー

ン で 観察さ れ た 傾向 と

同 じで あ る。

全体的考察

　 本研 究 で は ， 分数 の 大小関係を手 が か りに し て ，分

数 が 既有知識 に どの よ うに 統合 さ れ る か を検 討 し た 。

そ の 結果 は ， 分 数概念 の習得過程 をか な り明確に し て

い る 。 こ こ で は ， 結果 を要約しなが ら，そ の 習 得過程
を考察す る 。 本研 究か ら明 ら か に さ れた習得過程 と し

て ， 4段階が 設定可能で あ る。

　 ま ず第 1段 階は，分数 を学習す る 以前で あ る 。 子 ど

もは ， 学校で 正 式 に 分数 を学習す る前 に も．整数系 の

知識 と し て は， 分 数の 基本 的 な 意味 を正 し く理 解し て

い た。 こ の 既有知識 が ， そ の 後の 分数概念を 理 解さ せ

る 重要な 既有知識 と な る よ うで あ る 。

　 第 2 は ，分数 に は じ め て 出会う段階 で あ る 。 3 年で

分数 の 概 念を 記号 シ ス プ ム と して 公 式 に 学習す る こ と

に よ っ て ，何が 生 じ る だ ろ うか
。 既有知識 と異 な る分

数概念 は ， 3週間 に わた っ て学習 し て も，簡 単に は 既

有知識の 中に は 統合 され な い こ とが 明 らか に さ れ た
。

む し ろ，分数の概念を整数系 か ら構成され て い る 既有

知 識 とい う視点 か ら理 解 し よ う と し て い た。そ の 傾 向

は ， 分数の 概 念に 接 し な い 問 に
， よ り は っ きりと し て

き た。

　 こ うした こ とが ，な ぜ 起 き る の で あ ろ うか 。 それ は ，

1 つ に は
， 分数の 概念の 特性か ら くる こ とが 考 え られ

る。つ ま り，同分母 で 異分子 の 分数 の 大 き さ を比 較 す

る状 況 で は
， 分母 が 同じ な の で 分 子 の大 き い 方 が 分 数

の大 きさは 大 き く な る。 こ れ は ， ま さ に 整数 の 知識 と

ぴ っ た り
一一

致す る。しか も こ の 知識 を使え ば ， 同
一
異

タ イ プ の 問題 に は 正 し く答 え られ る の で あ る。しか し，
そ れ を異

一
同タ イ プ の 問題 に 適 用 す る と

， もち ろ ん 誤

り と な る 。 つ ま り， 子 ど も が もつ 既有知識に依存す る

と ， あ る状況 で は正答 し，別 の 状況 で は 間違 うの で あ

る。

　さ ら に もう 1 つ の 理 由は ， 教師 の 指導内容 に あ る。

彼 ら は， 3 年 で の 分数単元 の 指導 で は，分数 の 大 き さ

に つ い て 以下 の ような ま と め を し て い た 。
つ ま り実際

の 授業の 中で ， 分糧が 同じ時 は分 子 が 大 き い 方 が 大 き

い ，分 子 が 同じ時 は 分母 が 大 き い 方が 小 さい と板書 し，

第 4 号

　こ れ を 予 ど もに 復唱 さ せ て い る 。 子 ど もが
， こ の 内容

　を分数の量的表現 として認識した ヒで ま とめ と して学

習 す る の で あれ ば，問題 は な い
。 もし単 に表面的 に 意

味 を捉 え る と すれば ， 既有知識 に 近 い 形 の ま と め で あ

　る の で．誤 っ た 知 識と し て 定着す る こ とも考え られ る 。

　こ の 教授 と子 ど もの 理解 との 関連は明確な資料 と して

得られ て い る わ け で は な い の で ， 今後 の 課題 で あ ろ う。

こ れ．らの 理 由 に よ っ て ， こ の 第 2段 階が か な り続 くと

い う こ とが ，考 え られ る。い ずれ に し ろ，こ の 段階で

は，分数 が 既有知識 の 中 に
一

応取 りこ まれ る が，そ こ

で 既有知識に働 きか け て新 し い 概念 と の 間 に 相互作用

が生 じ る の で は な い 。あ くま で も，既有知識の 点か ら

新 しい 材料を捉える段階で あ る と い え る 。

　 次 の 第 3 段 階 で は，分数 の 知 識が 整数 系 の既有知識

の 中 に 取 り込 ま れ て くる が ， そ れ らが まだ統合さ れ て

はい な い 段階 で あ る 。 こ こ で は ，分 数を も は や整数系
の 知識 か ら考える と い う こ と は し な くな る 。 し か し，
分数 に対す る 知識 が 全体 と し て 理 解 さ れ て お ら ず ，

一

部が 誤 っ た知識状態 に あ る 。
こ の 例は，ル ール S に 見

られ る 。 前に も述 べ た よ う に， こ の ル ール S は，全体

を多 くの 部分 に 分 け る ほ ど分数 の 大 き さ は小 さ い と い

う も の で
，

こ れ を同
一

異 タ イ プ に適用 す る と ， 誤 っ た

方略 と な る 。 し か し，TAI5LE　4 や 5 か ら 明 らか な よ う

に ，
こ の ル ール は教授介入 に よ っ て す ぐに 正 しい 知識

に 達す る 段階で あ ると考 え ら れ，そ の 意味で 正 し い 知

識 に 近 い 状態に あ る と み な す こ とが で き る 。

　最後は，分数系の 知識 を整数系の 知 識 に 統合で き る

段階 で あ る 。 こ こ で は ， 分数系と 整数系と の知識 シ ス

テ ム を 区別 し
， そ れ を状況 に 応 じて使 い 分け る 段階で

あ る。

　 こ こ で仮定 し た分数概念 の 発達段階に関す る 1 つ の

疑問 は，す べ て の 子 ど もが ， 4 つ の 段階 を経由 して 正

し い 概念 に達す る か ど うか で あ る。つ ま り ， こ こ で 仮

定 し た 分数の 段 階 は ， 既有知 識 の 中に分数概念 を取 り

込 ん で い く知識統合過程 と し て の 発達 で あ り， 大多数
の 子 ども は こ う し た過程 を た ど っ て い く と み な され

る 。 しか し，学校 で学習す る こ とに よ り，直ち に第 4
段階 に 到達 す る も の も 1 割ほ ど は い る。あ る い は，第
2 段階 に 留ま っ て い る 少数の 子 ど もが い る こ と も，事

実 で あ る。こ うして ， 知識統合 の 過程が す べ て の 子 ど

もに と っ て 同じ よ うに は進行 し な い の が なぜ か と い う

疑 問 は ， 今後 の 検討課題 で あ る。
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