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1 . はじめ に

現在我 が 国の 小学校第5 学年 に お い て 小数 の 乗法が 指

導 さ れ て い る ｡ 小数の 乗法と は
, 乗数が 小数 で あ る 乗法

の こ と で あ る ｡ 乗数が 整数で あ る乗法 は
, 第 4 学年 ま で

に 指導さ れ て い る｡ 児童 は
, 整数 の 乗法の 学習 を通 し て

,

乗法 の 意味 を ｢ 個数 の い く つ 分 (累加 の 考 え)｣ と捉 え

て い る｡ 小数 の 乗法 に お い て
, 累加 の 考え に よ る意味 は

t

2 .3 個分 や0 .7個分 の よ う に 通用 し な い ｡ 小数 の 乗法 が可

能 と な る よ う 乗法の 意味が 拡張さ れ る｡ 児童 は
, 小数 の

乗法 を ｢ 基準 に する 大き さ に 対す る割合 (割合 の 考 え)｣

と捉 え る こ と に な る ｡ 児童 は
, 意味 を拡張 し

, 割合 の 考

え に よ る意味を 理 解 しな けれ ば な らず, 小数 の 乗法 を 学

習する こ と が 難 し い ｡

小数 の 乗法の 教材開発や 指導法 の 改善 が数多 く な さ れ

て い る｡ 小数の 乗法の 指導 を改善す る た め に は
, 教師が

持 っ て い る 指導観, 教材理 解, 指導法 に 着目する 必要が

あ る｡ な ぜ な ら教師が 教材や 指導法 を理 解 して い な けれ

ば
, 効果的な 指導が で きず, 児童 は十分 に 学習で き な い

か ら で あ る ｡

小数 の 乗法 に 焦点 を当て た教師教育 に 関する 研究 は比

較的我が 国 よ り も欧米 で な さ れ て い る｡ 例 え ば 以 下の よ

う な 研究が あ る｡

G r a e b e r
,
T ir o s h

,
a n d G l o v e r ( 19 86

,
19 89) に お い て

,

12 9 人 の 教師 に な ろ う と する 人 に 対 して
, 小数 の 乗法 ･

除法の 文章題 に お い て 演算決定 だ け を行 う 質問紙調査を

行 い
, 彼 らが 持 つ 小数 の 乗法 ･ 除法 に 対する ミ ス コ ン セ

プ シ ョ ン を 明 らか に し て い る｡ 文章題 に お ける 演算決定

に お い て ｢ 乗法の 結果 は被乗数 より もい っ も大 きく なる｣

や ｢ 除法の 結果 は被除数 よ り も い っ も小 さ く な る｣ と い

う ミ ス コ ン セ プ シ ョ ン の 影響が 見 られ た｡ 彼 ら の 研究 は
,

文章題の 解決 に お け る演算決定 に 影響 を及 ぼ す ミ ス コ ン

セ プ シ ョ ン に 焦点 を 当 て て い る｡

H a r el a n d B e h r (1 995) に お い て
,

2 3 人の 教師 に な ろ

う とす る人 に 対 して
,
イ ン タ ビ ュ

ー

調査 を行 い
, 小数 の

乗法 ･ 除法 の 文章題 の 解決方法 を明 らか に し て い る｡ そ

の 解決 は 4 つ に 分類 さ れ た
, す なわ ち (1) 自由に 比 や比

例を 使 っ て 解決す る
, (2) 簡単 な比 や比例関係 を使 っ て

解決す る (3) 四 則 の 中 か ら1 つ 選 ん で 計算 し
,

そ の 結

果を 見積 り と比 べ て 解決する
, (4) 文中の 言葉 に 着目し

て 解決す る
,

で あ る｡ 彼 らの 研究 は
, 文章題 の 解決方法

に 焦点 を当 て て い る｡

B all (19 90) に お い て
,

19 人 の 教師 に な ろ う と す る人

に 対 して
,

イ ン タ ビ ュ
ー

調査を 行 い
, 除法 の 理 解 (すな

わ ち分数 の 除法, 0 で わ る除法, 1 次方程式 の 解法) を

明 らか に し て い る｡ 彼 ら は, 計算 は で き る が, 基本的な

原理 や 意味 を十分 に 理 解 して い な い ｡ 彼 ら の 研究 は, 除

法の 理 解 に 焦点 を 当て て い る｡

こ れ らの 研究 は
, 教師 に な ろう と する人の 小数の 乗法 ･

除法 の 理 解 に 焦点 を 当て て い る｡ 教師 に な ろ う と する人

が ど の よ う に 小数 の 乗法を 指導す るか ば十分明ら か で は

な い ｡ 教師に な ろ う と す る人が
, 小数 の 乗法 を どの よ う

に 理 解 し て い る か と と も に
,

ど の よ う に 指導する か も重

要 で あ る｡ 本稿 の 目的 は, 指導的側面 に 焦点 を 当て て ,

教員養成課程学生 が 小数の 乗法 を ど の よ う に 理解 して い

る の か を 明ら か に す る こ と とす る｡

小数の 乗法に 関する指導内容 は様々 で あ る｡ 本稿 で は,

演算決定, 意味理 解, 計算 の 仕方ゐ 3 つ を取 り上 げる こ

と とす
､
る｡ こ れ ら3 つ は,

い ずれ も小数 の 乗法 に お ける

主要 な指導内容 で あ る｡ 小数 の 乗法 に お け る演算決定と

は
, 小数 の 乗法 の 文章題 に お い て 結果 を求 め る た め に 適

切 な演算と して 加減乗除の 中か ら乗法 を選 ぶ こ とで あ る｡

小数 の 乗法 に お け る意味理 解 と は
, 累加 の 考 え に よ る意

味が 小数 の 乗法 に は通用せ ず
, 新 し い 意味と し て 割合の

-
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考 え に よ る意味 を理 解する こ と で あ る｡ 小数 の 乗法 に お

け る計算の 仕方 と は, 単に 筆算 を理 解す る こ と で は なく ,

既習 で あ る整数 の 乗法 に 帰着さ せ て 計算 の 仕方 を作 り 出

す こ と で あ る｡

2 . 方法

2 .1 被験者

被験者 は
, 教員養成学部学校教員養成課程 に お い て 算

数科教育法 を履修 して い る学生63 人 で あ る｡ 被験者 は概

ね第 2 学年で あ る｡ 内訳 は
, 男子18 人, 女子4 5人 で あ る｡

被験者 は
, 既 に 調査前 に 小数 の 乗法 の 教材研究 に 関する

講義 を受 け て い るo

2 .2 調査問題

調査問題 は
, (1) 算数 に 対する 指導観, (2) 小数 の 乗

法阜こお け る演算決定, (3) 小数 の 乗法 に お け る意味理 解,

(4) 小数の 乗法 に お け る 計算 の 仕方,
の 4 つ の 部分 か ら

構成さ れ る ｡

(1) 算数 に 対する指導観

児童 に 対 して 算数 を指導す る と き
,

どの よ う な こ と を

ね ら い と し ま すか ｡ ( ) の 中に
一

番重視 し た い もの に

○, 2 番目 に 重視 し た い もの に △ を っ け て くだ さ い ｡

( ) 筆算の よう な計算が よ く で きる よ う に した い ｡

( ) 指導内容が よく分か る よ う に した い ｡

( ) 数学的 な見方や 考 え方 が で き る よ う に した い ｡

( ) 数学的 な関心 ･ 意欲 ･ 態度 を 高め た い ｡

(2) 小数 の 乗法の 演算決定

｢1 m の 重さ が1 .2 k g の 鉄 の ぼ う が あ り ま す｡ 0 . 8 m で は

k g で すか ｡ ｣ と い う 文章題 に 対 し て , あ る児童 は, ｢1 .2

÷0 .8｣ と立式 し ま し た｡ そ の 理 由 を 聞く と ｢ こ の 文章

題の 答え は小さ くな り , 除法 の 結果 は い っ も小 さ く な る

か ら
, 除法で あ る｣ と 答え ま し た｡

こ の 児童 に 対 して どの よう な指導 を す れ ば よ い で すか｡

(3) 小数 の 乗法 の 意味理 解

｢1 k g の 値段が60 円の 大豆を2 .3k g 買 い ま し た｡ 代金 は

何円で すか ｡ ｣ と い う 文章題 に 対 し て
, 答 え を 求 め る式

は ｢60 ×2 .3｣ と な り ま すo A - C 君 が そ れ ぞ れ こ の 式

の 意味 を説明し ま し た｡ こ の 式の 意味と し て い え る も の

に は○,
い え な い もの に は × を ( ) に つ け

,
3 人 の 児

童 に 対 して
, 次 に どの よ う な指導 を した らよ い か を 〔 〕

中に 書 い て く だ さ い ｡

[ A 君 の 説明] 5 × 3 は 5 + 5 + 5 で 求 め られ
.

るか ら 5

× 3 は 5 を 3 回 た すと い う 意味 で す｡ だ か ら6 0 を2 .3 回

たす と い う こ と で す ｡

[ B 君の 説明] 0 .1 k g の 値段 は6 円で す｡ 2 .3 k g は0 .1 k宮

の2 3 倍 だか ら, 2 .3 k g の0 .1 k g の2 3 倍で す｡ 6 0 を1 0 で わ っ

て2 3 をか け る と い う こ と です｡

1 k g の 値段 60 円

0 .1 k g
の 値段 : 6 円 (0 .1 k g

の 値段 は 1 k g 値段 を1 0

で わ っ た もの)

2 .3 k g の 値段 : 6 ×2 3 円 (2 .3k g の 値段 は0 .1 k g 値段 の

23 倍)

[ C 君の 説明] か け算 は
, も と に する大 き さ を 1 と した

と きそ の 割合 に あ た る大 きさ を求 め る と い う こ と で す｡

だ か ら6 0 を 1 と し た と き , 2 .3 に あ た る 大 き さ を 求 め る

と い う こ とで す｡

o 6 0 1 2 0 匝亘亘司180 ( 円)

0 1 2 2 .3 3 (k g)

(4) 小数の 乗法 に お け る計算の 仕方

｢1 80 ×2 .5｣ の 計算 の 仕方 に つ い て
,

児童 か ら以下 の

よう な 4 つ の 考 えが 出さ れ ま し た｡
こ れ らの 計算の 仕方

に 対 して
,

ど の よ う な観点 で 話 し合 い を しま すか｡ そ の

観点 を あ げて く だ さ い ( 複数可) 0

[ A 君 の 考 え] [ B 君 の 考え]

18 0 ×1 0 = 1 8 00 2 .5 × 10 = 2 5

2 .5 ×1 0 = 25 1 80 × 25 = 4 50 0

1 8 00 × 25 = 4 50 00 4 50 0 ÷1 0 = 45 0

45 00 ÷ 10 0 = 45 0

[ C 君 の 考 え]

2 .5 ×1 0 = 25

18 0 ÷1 0 = 18

1 8 x 25 = 4 50

[ D 君の 考え]

2 .5 ×2 = 5

1 80 ×5 = 9 00

9 00 ÷ 2 = 4 50

2 .3 調査方法

調査時間は概 ね20 分 で あ る｡ 調査実施 は2 0 01 年 1 月中

旬 で あ る｡

3
. 分析

3 .1 算数 に対する指導観

被験者 は, (1) 技能, (2) 知識 ･ 理 解, (3) 数学的 な

考え 方, (4) 関}L ､ ･ 態度 の 4 つ に 関 して , 算数 を指導す

る と き第 1 の ね らい と第 2 の ね らい を そ れ ぞれ 選択 した｡

そ の 結果を ま と め た もの が 表-1 で あ る｡

表
- 1 算数に 対す る指導観

由点 第 1 の ね ら い 第 2 の ね ら い

技 能 0 % ( 0 人) 14 % ( 9 人)

知識 . 理 解 1 4 % ( 9 人) 8 % ( 5 人)

数学的な考 え 方 3 0 % (1 9 人) 45 % (28 人)

関)L ､ . 態度 5 6■% (3 5 人) 33 % (21 人)

算数 を指導する と き 第1 の ね ら い は
, 関心 ･ 態度 で あ

り, 次 い で 数学的な考 え 方が 多 い ｡

一

方技能 や知識 ･ 理

解 は少 な い ｡ 第 2 の ね ら い で も ほ ぼ同様 で あ り , 順位 が

算数 に 対する 関心 ･ 態度と数学的な考え 方 とで 入れ替 る｡

被験者 は算数 を 指導する と き , 技能 や知識 ･ 理 解 よ り も

関JL ､ ･ 態度や数学的 な考え方 を伸 ば し た い と考え て い る｡
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3 .2 小数 の乗法にお ける演算決定

小数 の 乗法 に お け る演算決定 に 対す る反応 は 4 つ に 分

類 さ れ た｡ すな わ ち (1) 演算決定 の 誤 り を 示す, (2) 除

法の 結果 は被除数 よ り もい っ も小 さ く な る わ け で は な い

こ と を示す, (3) 演算決定 の 方法 を示す, (4) そ の 文章

題 に お い て 結果 を求 め る方法 を示す,
で あ る ｡ そ の 結果

を ま と め た もの が 表-2 で あ る｡

被験者 は複数の 説明 を示 し て い る場合 が あ る ｡ 表中の

人数 は延 べ 人数で
, 百分率 は被験者 の 総数 で あ る6 3 人で

わ り1 00 を か け た もの で あ る｡ 表中の ｢ そ の 他｣ は, 題

意 と 無関係 な もの や 解釈で き な か っ た もの で あ る｡ ｢ 無

答｣ は説明が な い も の で あ る｡ 表- 2 以下 で そ の 他 と無

答 は 同様 な意味 で あ る｡

表
- 2 小数 の 乗法 に お ける演算決定

反 応 延 べ 人数

(1) 演算決定の 誤り を 示す 1 0 % ( 6 人)

(2) 結果 が小 さ く な らな い こ と を示す 4 9 % (3 1 人)

(3) 演算決定 の 方法 2 7 % (1 7 人)

A
.

､
割合 の 考え に よ る意味 13 % ( 8 人)

B
. 半分 を手 が か り に す る 8 % ( 5 人)

C
. 整数 に 置 き換 え る 5 % ( 3 人)

D
. 言葉 に 着目す る 2 % ( 1 人)

(4) 結果を 求 め る方法 21 % (1
■3 人)

A
.
0 .1 m 分右使 う方法 1 4 % ( 9 人)

B
. 比 を使 う方法 6 % ( 4 人)

(5) そ の 他 5 % ( 3 人)

(6) 無答 1 6 % (10 人)

(1) 演算決定の 誤り を 示す

質問中の 児童 は除法 を選択 し て い る｡ こ の 説明 は, 直

接除法の 意味を 示す こ と で
, 除法 が 誤 り で あ る こ と を 示

す｡

で も,
1 . 2 ÷ 0 .8 を 賓際 に 計算 し て み る と答 え が大 きく な

る こ と に 気付 カゝ せ
, # Ij り 算 の 意味

``

1 .2 を0 . 8 でgIJ る と い

う こ と
"

を教 え な お し
, 除法 で ば と け な い こ と に 気付カゝ

せ る｡

(2) 結果が 小 さくな らな い こ とを 示す

質問中 の 児童が 示 した 演算決定の 根拠 は, ｢ 除法 の 結

果は被除数 よ り もい っ も小 さく な る｣ で あ る｡
こ の 説明

は
,
1 .2 ÷ 0 .8 を 計算する こ と に よ っ て こ の 命題が 成 り 立

た な い こ と を 示す｡ 演算決定 の 根拠が 誤 り で あ る た め
,

演算決定自体も誤 り と な る｡

実際 にJ . 2 ÷ 0 .8 を計算 L / て み るよ う に 言 うo

計算 した 結果, 常 に 除法 の 結果 が小 さく なる と い うわ け

で ば な い と い う こ と を, 子 ど も が費解する よ うに 言 うo

そ し て
,

こ の 問 題 を も う 1 度考 え る よ う に 言 うo

(3) 演算決定の 方法 を示す

A . 割合 の 考え に よる意味 を示す

こ の 説明 は, 割合 の 考 え に よ る 意味 に 基 づ く 方法 を示

す｡

除法 に お い て 割る 数字 ( もの) と割 ら れ る 数字 ( もの)

の 関係 を見直 して み た り,
も っ と整数 の 問題 を たく さ ん

解く｡

J

? 1 .2 k g 2 .4 k g

)
＼

＼
ー _ ノ ア

× 2 1 .2 ×2

B
. 半分(0 .5 m ) を手が か り にす る

こ の 説明 は , 半分(0 .5 m ) を手 が か り に する 方法 を 示

す｡ 0 .5 m は1 m の 半分 で あ る か ら
,

重 さ も1 .2 k g の 半分

に な る｡ そ の 式 は1 .2 ÷ 2 - 1 .2 ×1/ 2 - 1 .2 ×0 .5 と な る｡ こ

の こ と か ら類推 し て0 .8 m の 場合 も1 .2 × 0 .8 と な る｡

① ｢ こ の 文章題 の 答 え ば小 さ く な る｣ こ と を 肯定する

② ｢
~
除法 の 潜男 が い っ も小 さ ( な る｣ カゝ I-1 .2 ÷ 0 .8J を

する こ と で 考 え る

1 . 2 ÷0 . 8 = 1 , 5

③0 .8 m ばイ メ
ー ジ1 m の 半分 の0 .5 m で考 え るo l m

- 1 .2

k g で ば鉄棒半分 に し た ら暑 さ ば どれ だ け ?

1 . 2 + 2

1 . 2 x l/ 2

= 1 .2 x O . 5

鍾) で ばO . 8 m で ば ど う だ ろ う ?

C . 数値 を整数 に 置き換え る

こ の 説明 は
, 文章題中の 数値 を整数 に 置 き換 え, 整数

の 奏法 の 文章題 と し て 演算決定 し
,

そ の 式 の 数値 を再 び

小数 に 置 き換 え る方法を 示す｡

『も L ,
,

1 m l .2k g の顔 の ぼ う が 2 m あ っ た ら I1 .2 x 2J

と する こ と を児童 に き い て 藤諾するo だ か ら0 .8 m の と

き も ｢1 . 2 x O .8｣ と
_
正式 するo 』 美贋 に ば

,
児童 と い っ
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し ょ に や っ て ,
い っ し ょ に 考え る｡ そ の 中 で

,
児童 が 行

きづ ま っ た と き に , 上 の よ う な こ と ば を か ける｡

D
.
｢ - 分｣ の ような言葉 に着目する

こ の 説明 は
,

ト一 分｣ の よう な文章題中 の 言葉 に 着目

する方法 を示す｡

1 実際 に 計算 L , て み るo

わ り算 し て も答 えが大 き( な る 時 もあ るん だ よ ! ∫

今回が そ う な の
｡ だ か ら そ の 考 え方 で 式 を た て る の 止め

よう ｡ と い い
,

問題 を い い か え さ せ る｡

｢1 m の 暑 さ が1 .2 k g
の 鉄 の ぼ う が あ り ま すo そ の 0 ･ 8 m

分 ばk g で すb )
o J

こ れ っ て 1 つ 50 何 の あ め の 4 つ 分 ば いく ら ? ｣ っ て い う

の と 同 じだ か ら
,

カゝけ算 に な る の で すブ ナ

(4) 結果 を求 め る方法 を 示す

結果を 求 め る 方法 は ｢ × ( 小数)｣ と演算決定す る 以

外に もあ る｡ しか し こ の 説明 は, 演算決定 の 指導 と して

は適切で はな い
｡ なぜ な ら議論 の 中心 は

,
× ( 小数) あ

る い は ÷ ( 小数) と い う式 を ど の よ う に 立 て る か と い う

こ と だ か ら で あ る｡ 結果 を求 め る方法 は
, 演算決定 と は

別 の 事柄 で あ る｡

A . 0 .1 m 分を 求め る 方法

こ の 説明 は0 .1 m 分 を求 め る方法を 示す｡ 1 m の 重さ が

1 .2 k g で あ る か ら
,
1 0 等分すれ ば , 0 .1 m 分 の 重 さ が 求 め

ら れ る ｡ 0 .1 m 分 の 重 さ か ら
,

0 .8 m 分 の 重 さ が 求 め ら れ

る｡

まず計算 し て み る と
, 答え ば1 .5 Zこ な るo

l m で1 .2k g な の で0 .8 m でl .5 k g で ば お 力ゝL , い こ と に き づ

か せ るo 0 .
1 m あ た り の 重 さ を求 め さ せ るo

1 . 2 X I O = 0 .1 2

0 . 8 ば0 .1 が 8 つ あ る の で

0 .1 2 X 8 = 0 . 96

B . 比を 使う方法

こ の 説明 は, 比 を使 う方法を 示す｡ 小数 の 乗法 の 文章

題 は
,

比 を使 っ て も解決 で き る｡ なお 比 は小数 の 乗法 の

後 に 指導 さ れ る｡

☆0 . 8 m ば1 m よ り も磨 い の で 重 さ も小さ く な る と い う こ

の 子 の 考 え ばわ カ) る の だ が
,

な ぜ1 .2 k g でgTj る の か 理 由

を き き, 1 .2 ÷ 0 . 8 を実際 に け い さん (原文 マ マ) し て も

ら い 間違 っ て い る こ と を讃明 L
, 此 の 式 を 使用する こ と

を措導する｡

1 : 1 . 2 - 0 . 8 : x

x
- 0 . 9 6

3 .3 小数の乗法に お ける意味理解

被験者 は
, (1) 累加 の 考え に よ る 意味, (2) 計算の 仕

方 に よ る 意晩 (3) 割合の 考 え に よ る意味が
, 小数 の 乗

法に も ｢ あ て はま る｣ あ る い は ｢ あ て は ま ら な い｣ か 判

断 した｡ そ の 結果を ま と め た も の が表-3 で あ る｡

表
- 3 小数 の 乗法 にお ける意味理 解

意 味 あ て は ま る あてはまらない 無 答

(1) 累加 の 考 え. 40 % (2 5 人) 4 8 % (30 人) 12 % ( 8 人)

(2) 計算 の 仕方 75 % (47 人) 1 3 % ( 8 人) 1 2 % ( 8 人)

(3) 割合 の 考 え 83 % (5 2 人) 5 % ( 3 人) 1 2 % ( 8 人)

3 .3 .1 累加 の 考 え に よ る意味

累加の 考え に よ る意味 に つ い て
, 被験者の 説明は

, (1)

累加 の 考え に よ る意味 は誤 り で あ る
, (2) 解釈 の 仕方 を

変え る
, (3) そ の 他, (4) 無答 の 4 つ に 分類 さ れ た｡ 累加

の 考え に よ る 意味が そ の ま ま小数 の 乗法 に も ｢ あ て は ま

る｣ と説明 した 被験者 は い な か っ た｡ そ の 結果 を ま と め

たもの が 表-4 で あ る｡

表
- 4 累加の 考え に よ る 意味

反 応 人 数

(1) 意味 はあ て はま ら な い 6 0 % (3 8 人)

(2) 解釈 の 仕方 を変 え る 1 0 % ( 6 人)

(3) そ の 他 1 1 % .( 7 人)

(4) 無答 1 9 % (1 2 人)

(1) 意味 はあ て はま らな い

こ の 説明は
, 累加 の 考え に よ る意味 は小数 の 乗法の 意

味と し て ｢ あ て はま ら な い｣ とす る も の で あ る｡

( ×) 2 .3 回 と い う考 え 方 ば お か L , い の で
,

そ れ を措膚

する

ro .1 回 っ て どう い う こ と ? J r ジ ャ ン ケ ン を0 .3回する っ

て どれ だ け する こ と な の ? ｣

と い うふ う に ｡

(2) 解釈 の 仕方 を変 え る

こ の 説明 は, 累加の 考え に よ る意味 は そ の ま ま小数 の

乗法 に は ｢ あ て はま ら な い｣ が
, 解釈を変え る こ と に よ っ

て ｢ あ て は ま る｣ と す る も の で あ る｡ 以 下 の 説明 は
,

60

を0 .3 回 たせ な い こ と を認 め なが ら も,
6 円 を 3 回 たす

と解釈 し
,

6 0 + 6 0 + 6 + 6 + 6 と し て い る｡ 被験者 は
,

累加 の 考 え に よる 意味が そ の ま ま小数 の 乗法 に ｢ あ て は

ま る｣ と して い る わ け で は な い ｡

( 0 ) 6 0 X 2 .3 _

- 6 0 X (2 + 0 .3)

= 60 X 2 + 60 x O .3

6 0 円 を0 ,3 回足 す
,

と い う の ば質実 に ば で き な い o 6 円

を 3 回足す
,

と い う こ と
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6 0 を 2 回,
6 P] を 3 回た す

3 . 3 .2 計算 の 仕方 に よる意味

計算の 仕方 に よ る意味は, 小数 の 乗法の 意味 を示 し た

もの で は な い
｡ な ぜ な ら計算の 仕方 に よ っ て

,
｢ × ( 小

数)｣ と い う 式 を立 て る こ と ばで き な い か ら で あ る ｡ 計

算の 仕方 に よ る 意味 に つ い て
, 被験者 の 説明 は

, (1) 計

算の 仕方 に よ る 意味 は あ て はま ら な い
, (2) 計算 の 仕方

に よ る意味 はあ て は ま る
,
(3) 指導的視点を示す, (4) そ

の 他, (5) 無答の 5 つ に 分類さ れ た｡ そ の 結果を ま と め

た もの が 表-5 で あ る ｡

表 - 5 計算の 仕方 に よる意味

反 応 延 べ 人数

(1) 意味 はあ て はま ら な い 2 9 % (1 8 人)

(2) 意味 はあ て はま る 1 7 % (1 1 人)

(3) 指導的視点 1 0 % ( 6 人)

A . 別の 方法 5 % ( 3 人)

B . 6 1 円の 場合 3 % ( 2 人)

C
. 計算間違え 2 % ( 1 人)

(4) そ の 他 0 % ( 0 人)

(5) 無答 51 % (3 2 人)

(1) 意味は あて はまらない

こ の 説明 は, 計算 の 仕方 に よ る意味が 小数 の 乗法 の 意

味 と して ｢ あ て は ま ら な い｣ こ と を 示す｡

( ×) そ れ な ら式 ば,
60 ÷1 0 - 6 ･ ･ ･ ① ,

6 X 2 3 - 1 3 8 -

② と

い う式 に な るo 式 ば本来自分 の 考え方 を表すもの だカ) ら,

い く ら①, ②と, r6 0 X 2 . 3J の 答え が等 し く て も
, 式 と

し て 考え 方 と
-

激 し な い

(2) 意味 は あて は まる

こ の 説明 は, 計算 の 仕方 に よ る意味 が小数 の 乗法 の 意

味と して ｢ あて は ま る｣ の で は なく, 結果の 求 め方自体

が 正 し い こ と を示す｡ な お11 人中2 人 の 被験者が
, 計算

の 仕方 に よ る意味 が そ の ま ま 小数 の 乗法 の 意味 と し て

｢ あ て は ま る｣ と して い る｡

( ○) 1 k g と2 . 3k g
の 兵適する最小単位 の0 .

1 k g と し て 考

え る の ばわ か り や す( て い い と眉 うo

(3) 指導的視点 を示す

こ の 説明 は
, 質問中の 児童 の 解決 を ｢ あ て は ま る｣ と

し て 認 め た上 で
,
指導的視点 を示す｡

A
. 別 の 方法を 尋ね る

こ の 説明 は
,
0 .1 k g 分 を求 め る方法以外 に も, 6 0 ×(2 .3

×10) ÷1 0 の よ う な23 k g 分 を 求め る方法を 尋ね る｡

( ○) 1 k g を0 .
1 k g に L , た らわか り に ( く な い か ?

そ れ よ り2 .3 k g を2 3k g に L て や っ て

あ と で1 0 で答 え を わ っ

I

E
-

み て ほ し い

B . 1 m の 値段 が6 1 円で ある場合を 尋ね る

こ の 説明 は, 1 m の 値段 が61 円 で あ る 場合, どの よ う

な 計算の 仕方 をす る か を 尋ね る｡

( ○) 61 Fg な ら ?

C
. 計算間違 い の 注意 を 促す

こ の 説明 は
, 計算間違 い に つ い て 注意を 促す｡

( ○) 計算 ま ちが い を L , 在 い よ う に 気 を つ け させ るo

3 .3 .3 割合 の 考え に よ る意味

割合の 考え に よる意味に つ い て
, 被験者の 説明は

, (1) 割

合 の 考え に よ る 意味 は あ て は ま る , (2) 割合 の 考 え に よ

る意味は あ て は ま ら な い
, (3) 指導的視点 を 示す, (4) そ

の 他, (5) 無答の 4 つ に 分類 され た｡ そ の 結果を ま と め

た もの が 表
- 6 で あ る｡

表 - 6 割合 の 考 え に よ る意味

反 応 人 数

(1) 意味 はあ て はま る 1 4 % ( 9 人)

(2) 意味 はあ て はま ら な い ･ 3 % ( 2 人)

(3) 指導的視点 1 4 % ( 9 人)

A . 別 の 方法 12 % ( 8 人)

B . 比 を使 う 2 % ( 1 人)

(4) そ の 他 2 % ( 1 人)

(5) 無答 6 7 % (42 人)

(1) 意味は あて は まる

こ の 説明 は, 割合 の 考 え に よ る意味 は小数 の 乗法の 意

味と して ｢ あて は ま る｣ こ と を 示す｡

( ○) そ う だ ね｡ そ の 考え 方 ば い い と思 う よ｡

(2) 意味は あて はま ら ない

こ の 説明 は
, 割合 の 考え に よ る意味は 小数の 乗法 の 意

味 と し て ｢ あ て は ま らな い｣ こ と を示す｡

( ×) か け算 の 説HA o 大豆 蕃便 っ て 説明 し て も ら い た い
o

(3) 指導的視点 を示す

こ の 説明は
, 質問中 の 児童 の 解決 を ｢ あ て は ま る｣ と

認 め た上 で
,

さ ら に 指導的視点 を 示す｡

A . 別 の 方法を 尋ねる

こ の 説明 は
, 割合 の 考 え に よ る 意味以外 の 方法 を尋 ね

る｡
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( ○) 他 に どん な考 え 方 が あ るか 考 え る時間 を 与え る.

B . 比 に よ る解決を 示す

こ の 説明は
,
イ × ( 小数)｣ 以外 に も比 に よ る解決 を求

め る もの で あ る ｡ 比 の 式 は
,

1:2 .3 = 6 0 : Ⅹ あ る い は1 :6 0 =

2 .3 : Ⅹ と な る｡

( ○) 此 に つ い て の 考 え方 に つ い て 指導するo

3 .3 小数 の乗法にお ける計算 の 仕方

小数 の 乗法 に お け る計算 の 仕方 に つ い て
, 被験者 の 説

明 は
, (1) 個 々 の 計算 の 仕方 に 関す る特徴 を 示す, (2)

計算 の 仕方全体 に 向け られ た観点 を示 す
, (3) 整数 の 乗

法 に 帰着 さ せ て い る こ と を示す
, (4) そ の 他, (5) 無答 の

5 つ に 分類 さ れ た ｡ そ の 結果 を ま と め た もの が 表- 7 で

あ る｡

表
- 7 小数 の 乗法 に お ける 計算の 仕方

反 応 延 べ 人数

(1) 個々 め 計算 の 仕方 に 関す る特徴 1 9 % (12 人)

(2) 計算の 仕方全体 に 向 け ら
■
れ た観点 2 2 % (1 4人)

(3) 整数の 乗法 に 帰着 さ せ る 29 % (1 8人)

(4) そ の 他 2 % ( 1 人)

(5) 無答 41 % (26 人)

(1) 個々 の 計算 の 仕方 に 関す る特徴 を示す

こ の 説明は
, 質問中A - D の 計算の 仕方 に つ い て

, 個 々

の 計算 の 仕方 に 関する 特徴を 示す｡ 以下 の 説明 は
, 計算

の 仕方 A は被乗数 と乗数 に1 0 を か け て い る
, 計算 の 仕方

C は被乗数 を1 0 で わ り乗数 に1 0 をか け て い る, 計算の 仕

方 B と計算 の 仕方 D は乗数 の み に1 0 あ る い は 2 を か けて

そ の 結果を1 0 あ る い は 2 で わ っ て い る と い う こ と を示す｡

4 , ^ の 子 ど も た ち ば そ れ ぞ れ
, 計算 を する に あ た っ て

I12 .5J と い う小数 の 数 が廉 で
, 何 とか分 か り や す い 整数

に 置 き顔 え て 計算 で きな いカユ と考え た の だ と思 い ます.

r2 . 5｣ に ｢1 0｣ や r 2
_
j をか け, 分力) り や す い 整数 に

し た の ば良 い け ど
,

そ の 顔ば ど う し た の れ と い う と こ

ろ が重要 で すo A 君 ば IT2 .5J に 申けた / 1 0J を r1 8 0J

に ぁ か け, そ の 分 で て き た 答え を1 0 0 で わ っ て い ま すo

C 君 ば r2 . 5J に か けた rl OJ を r1 8 0J で わ っ て い ま すo

B 君, D 君 は r 2 , 5J に カゝけ た 数字 が 違 う だjナで
, 考 え

方 ば同 じで す｡

こ れ ら の 計算 の 仕方 に つ い て話 し合 う時 ば
,

一

つ の 数字

に 何か 細 = をL , た 時, 他 を ど う する か と い う 観点で 月 て

い っ た ら良 い と思 い ま す｡

(2) 計算 の 仕方全体 に向けられ た観点を 示す

こ の 説明 は
, 個 々 の 計算 の 仕方 を検討する視点 を示す｡

具体的 に計算 の 仕方を 検討する視点 に は
, 理 解 しやすさ ,

計算 の しや す さ (速 さ
, 簡単 さ) , 応用 し や すさ な ど が

あ げ ら れ る｡ ま た計算 の 仕方を 作り出し た理 由を尋 ね る

も の も あ る｡

分か り や すさ
, 計算 の しや すさ , 応用 しや す さ

どう して
,

それ ぞ れ の 数字 に , 答え た よう な数字 をか け

たの か を
, 説明 し て もら う｡

(3) 整数 の 乗法 に帰着させ て い る こ とを示す

小数 の 乗法 に お ける計算 の 仕方 の 指導で 重要 な こ と は,

既知の 事柄 で あ る整数 の 乗法 に 帰着さ せ て 未知 の 事柄で

ある 小数 の 乗法 に お け る計算 の 仕方を 作り 出して い く こ

と で あ る｡ こ の 説明 は
, 計算 の 仕方全体 に 見 られ る 特徴

と して , 小数 の 乗法 に 帰着 さ せ る こ と を 示す｡

全 て の 児童 が
,

2 . 5 と い う 小数 の あ っ か い 方 に つ い て 考

え て い るo

ど の よ う に 知 っ て い る整数 に するか に つ い て話 し合う

4 . 議論

4 .1 小数の 乗法にお ける演算決定

質問中 の 児童 に 対 し て 必要 な 指導 は
, (1) 除法 が誤 り

で あ る こ と を示す, (2) 正 し い 演算決定が で き る よ う に

小数 の 乗法 に 関する 演算決定 の 方法 を示す
,

の 2 つ で あ

る｡ (1) の 児童が 演算決定 し た 除法が 誤 り で あ る こ と を

示す に は
, ( ト1) 小数 の 除法 の 意味自体 を 示す場合 と

( ト2) 演算決定 の 根拠 で あ る ｢除法 の 結果 は い っ も被除

数 の 結果 よ り も小 さ く な る｣ と い う こ と の 反例 を示す場

合 の 2 つ が あ る｡

調査結果 で は
,
｢ 除法 の 結果 は い っ も 被除数 の 結果 よ

り も小さ く な る｣ こ と の 反例 を 示す た め に 実際 の 計算を

求め る もの が 多 い ｡ 次 に 正 し い 演算決定が で き る よう に

小数の 乗法 に 関す る演算決定 の 方法を 示す もの が 多 い .

こ れ に は
, 割合 に よ る乗法 の 意味を 示す以外 に も, 半分

(0 .5 m ) を手 が か り に す る
, 数値 を 整数 に 置き 換 え る

,

｢ - 分｣ の よ う な 言葉 に 着目す る よ う な方法が 示 さ れ て

い る｡ 以 上 の よ う な こ とか ら, 被験者 は , 小数の 乗法に

お け る演算決定 に 関 して 概ね 適切 な指導 を行 う こ と が で

き る可能性 が あ る｡

被験者の 中 に は 卜 (4) 結果 を求 め る 方法 を示 し た も の

が い る｡ こ の こ と は, 質問中 の 児童 に 対 し て 適切な指導

で は な い ｡ な ぜ な ら議論の 中心 は
,

× ( 小数) あ る い は

÷ ( 小数) と い う式 を どの よう に 立 て る か と い う こ と で

あ り
, 結果 を求 め る方法 は別の 事柄 だ か ら で あ る｡

4 人 の 被験者 は比 を 使う 方法 を示 し た｡ 小数 の 乗法 の
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小数 の 乗法に 関す る教員養成課程学生の 理 解

文章題 は
, ｢ × ( 小数)｣ と演算決定 し なく と も, 比 を使 っ

て 結果 を求 め る こ と が で き る｡ 比 は小数 の 乗法 の 後 に 指

導さ れ る内容 で ある と い う意味で
, 比 を使 っ た方法 は小数

の 乗法 の 指導 と して 適切 で は な い ｡ しか し な が ら Ⅲa r el

a n d B e b r (19 95) に お い て も, 教師に な ろ う とす る人 は ,

小数 の 乗法 の 文章題 に お い て 比を 用 い て 解決する こ と が

示さ れ て い る｡

4 .2 小数の 乗法 にお け る意味理 解

小数 の 乗法 に お け る意味理解 と して 望ま し い の は, 累

加 の 考え に よ る意味 と計算 の 仕方 に よ る意味 は ｢ あ て は

ま ら な い｣ ,
割合の 考 え に よ る意味 は ｢ あ て は ま る｣ で

あ る｡ 以下 で は
, 被験者が そ れ ぞ れ意味を どの よう に 捉

え て い る の か を 示す ｡

･ 累加 の 考 え に よ る 意味

｢ あ て はま る｣ と ｢ あ て は ま ら な い｣ の 二 者択
一

に よ

る判断で は
,

4 8 % の 被験者が 累加 の 考 え に よ る意味 は小

数 の 乗法 の 意味と して ｢ あ て は ま ら な い｣ と し て い る ｡

40 % の 被験者 が ｢ あ て はま る｣ と し て い る｡

一

方説明を

求 め る場合 に な る と
,
6 0 % の 被験者が ｢ あて はま ら な い｣

と し て い る｡ 10 % の 被験者 が
, 解釈の 仕方 を変 え る こ と

に よ っ て ｢ あ て は ま る｣ と して い る｡ こ の 被験者 は
, 解

釈を 変え て い る の で
,

そ の ま ま 累加の 考え に よ る意味が

｢ あ て は ま る｣ わ け で はな い ｡ 従 っ て 多く の 被験者 は
,

累加の 考え に よ る意味 は小数 の 乗法の 意味 と し て ｢ あ て

は ま ら な い｣ と し て い る｡

･ 計算の 仕方 に よ る意味

｢ あ て は ま る｣ , ｢ あ て は ま ら な い｣ の 二 者択
一

に よ る

判断 で は
,
1 3 % の 被験者 は計算 の 仕方 に よ る意味が 小数

の 乗法の 意味 と し て ｢ あ て は ま ら な い｣ と して い る｡ 75

% の 被験者が ｢ あ て は ま る｣ と して い る｡

一

方説明 を求

め る場合 に な る と, 29 % の 被験者 が ｢ あ て はま ら な い｣

と し て い る ｡ 17 % の 被験者 が
, ｢ あ て はま る｣ と し て い

る｡ 51 % の 被験者 は無答 で あ る｡ 無答が 多い 理 由と し て
,

被験者 は計算 の 仕方 に よ る意味が ｢ あ て はま る｣ と し て

い るの で , さ ら に 別 の 説明を加 え に く か っ た と推測 さ れ

る ｡ 多くの 被験者 は
, 計算 の 仕方 に よ る意味が 小数 の 乗

法の 意味 と して ｢ あ て は ま る｣ と して い る｡ 被験者 は
,

小数の 乗法 に お け る ｢ 意味｣ と ｢ 計算 の 仕方｣ の 2 つ を

十分 に 区別 で き て い な い と言 え る｡

･ 割合の 考え に よ る意味

｢ あ て は ま る｣ , ｢ あ て は ま ら な い｣ の 二 者択
一

に よ る

判断 で は
,

83 % の 被験者 が割合 の 考え に よ る意味 は小数

の 乗法の 意味 と し て ｢ あ て は ま る｣ と して い る｡ 5 % の

被験者が ｢ あて は ま ら な い｣ と して い る｡

一

方説明 を求

め る場合 に な る と
,
1 4 % の 被験者 が ｢ あ て はま る｣ と し

て い る｡ 3 % の 被験者 が ｢ あ て はま らな い｣ と し て い る｡

6 7 % の 被験者 は無答 で あ っ た｡ 無答が 多 い 理 由 と し て
,

被験者 は割合の 考 え に よ る意味が ｢ あ て はま る｣ と し て

い る の で
,

さ ら に 別 の 説明 を加 え に く か っ た と推測 さ れ

る ｡ 多くの 被験者 は
, 割合 の 考 え に よ る意味 は小数 の 乗

法 の 意味 と して ｢ あ て は ま る｣ と して い る｡

4 .3 小数 の 乗法 に お ける計算 の 仕方

2 2 % の 被験者 は
, 小数 の 乗法 に お ける 計算 の 仕方 を話

し合う 観点 を示す こ と が で き た｡ 1 7 % の 被験者 が小数 の

乗法 に お け る個 々 の 計算の 仕方 に 関する 特徴 を示 し た｡

2 9 % の 被験者 が
, 整数の 乗法 に 帰着 さ せ て い る こ と を示

した ｡ 4 1 % の 被験者 は無答 で あ っ た｡

質問の 主旨に 沿 っ て 計算の 仕方 を話 し合 う観点 を示 す

こ と が で き た被験者 は
, 全体 の22 % に す ぎ なか っ た｡ こ

の こ と か ら多く の 被験者 は
, 計算 の 仕方 を 話 し合 う と き

に 適切 な 観点 を示す こ と が で きず, 話 し 合 い 活動 を十分

有意義 に 展開さ せ る こ と が 難 し い と言 え る｡ 被験者 は
,

計算 の 仕方を 話 し合 う と き の 観点 を知 る必要 が あ る｡

小数 の 奏法 に お け る計算 の 仕方 に お い て 整数の 乗法 に

帰着 さ せ る と い う 考え 方 は重要 で あ る｡ そ の こ と を 説明

し た被験者 は
, 全体 で29 % で あ り

,
お よ そ3 割 で あ っ た｡

従 っ て
,

そ れ らの 被験者 は
,

整数 の 乗法 に 帰着 さ せ る と

い う考 え方 が重要 で あ る こ と を理 解 して い る と言 え る ｡

4 . 4 算数に対する指導観 の影響

1 6 人 の 被験者 は
, 小数の 乗法 の 意味理 解 に お い て

, 累

加 の 考 え に よ る意味 は ｢ あ て は ま る｣ と 判断 し な が ら
,

説明 に な る と ｢ あて はま らな い｣ と い う説明 を し て い る｡

同様 に1 1 人 の 被験者 は
l 計算 の 仕方 に よ る 意味 は ｢ あ て

はま る｣ と判断し な が ら
, 説明 に な■る と ｢ あ て は ま ら年

い｣ と い う説明を して い る ｡

こ の こ と が生 じ た 理 由と して
, 被験者 の 持 つ 算数 に 対

する 指導観 の 影響 が推測さ れ る｡

被験者 は
, 考 え方 や 主体性 を重視する た め

, 児童が 示

し た考え 方 や解決 を尊重する ｡ 被験者 は , 児童が 示 し た

解決 が た と え題意 に 即 して い なく と も正 し け れ ば認 め る｡

しか し なが ら児童 が示 し た解決 は題意 に 即 して い な い の

で
, 被験者 は児童 の 解決 を

一

旦 認 め た 上で
, 指導 と し て

誤り を正 し て い く｡

累加 の 考 え に よ る意味 に つ い て 上記 の 被験者16 人 の う

ち
, 第 1 と 第 2 の ね ら い と し て ｢ 数学的な 考 え 方｣ と

｢ 関心 ･ 態度｣ を組 で 選 ん だ被験者 は1 0 人 で6 3 % で あ る｡

同様 に 計算 の 仕方 に よ る意味に つ い て 上記 の 11 人 の う ち,

第 1 と第2 の ね ら い と し て ｢ 数学的 な考 え方｣ と ｢ 関JL ､ ･

態度｣ を組 で 選 ん だ被験者 は 7 人 で6 4 % で あ る｡ な お被

験者全体 (6 3 人) で
, 第 1 と 第 2 の ね ら い と し て ｢ 数学

的な 考え 方｣ と ｢ 関心 ･ 態度｣ を組 で 選 ん だ 被験者 は2 7

人 で 4 3 % で あ る｡ こ れ ら の 被験者 は
, 算数 に 対す る指

導観 と し て
, 技能 や知識 ･ 理 解 よ り も考 え 方や 関心 ･ 態

度を 伸 ば し た い と考 え て い る｡ 例 え ば以下の よ う な説明

が 見 られ た｡

･ 累加 の 考 え に よ る意味

(○)
.
乗法の 考え 方 と し て ばiE し い が

L

, r 2
. 3 回 た す｣

と い う計算 は や り づ ら い o も っ と計算 し や す い方法を 提

案する｡
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た だ 子 ど もが 自ら考 え て た どり つ い た考え も尊重 し, ま

ずば そ の や り方 で 計算 で きる よ う に 措導する.

･ 計算 の 仕方 に よ る 意味

(○) 単位 を0 .1 k g に 統 一 し た と い う点 を ま ずホ メ る.

6 0 X 2 .3 に し て も 同 じ も の が 求 め られ る と い う こ と も措

導 した い
｡

嘗 き を与 え
,
｢ ど う し て ? ｣ と思 わ せ れ ば

, 理解 し て く

れ る の で ば な いか ｡

4 .5 小数 の 乗法 に対する指導

計算 の 仕方 に よ る意味 と割合の 考え に よ る意味の 2 っ

に お い て
, 被験者 は

, 質問中の 児童 に 対す る指導 を 示 し

て い る｡ それ ら は主 と し て 別 の 方法 を尋ね る もの で あ る｡

例 え ば , 計算 の 仕方 に よ る意味 に お い て
, 質問中で 示さ

れ た も の は0 .1 k g 分 を求 め る方法 ((6 0 ÷1 0) ×(2 .3 ×1 0))

で あ る ｡ 別 の 方法 と し て2 3 k g 分を 求 め る方法 (6 0 ×(2 .3

×1 0) ÷1 0) が 示 して い る｡ ま た 同様 に 割合 の 考 え に よ

る 意味 に お い て
,
｢ × ( 小数)｣ 以外 に も比 に よる 解決が

示 して い る｡ 教師が 児童 に 別 の 方法 を尋 ね る こ と は , 児

童が 考え 方 や解決 の 多様性 を理 解す る こ と に な り望ま し

い こ と で あ る｡

5
.

おわり に

本稿 の 目的 は
, 指導的側面 に 焦点 を 当て て

, 教員養成

課程学生 が小数 の 乗法 を ど の よ う に 理解 して い る の か を

明 らか に する こ と と で あ っ た｡ そ の た め教員養成学部学

校教員養成課程 の 学生6 3 人 に 対 し て
, (1) 算数 に 対す る

指導観
,
(2) 小数 の 乗法 に お け る 演算決定, (3) 小数 の

乗法 に お ける 意味理 解 , (4) 小数 の 乗法 に お ける 計算 の

仕方,
に 関する質問紙調査 を行 っ た｡

そ の 結果, 算数 に 対す る指導観 と して
, 被験者 は技能

や 知識 ･ 理 解 よ り も数学的 な考え 方 や 関心 ･ 意欲 を伸 ば

す こ と を重視 し て い る ｡ 被験者 は
, 小数 の 乗法 に お け る

演算決定,
意味 理解 , 計算の 仕方 に 関 し て 概 ね 適切 な指

導 を 行 う こ とが で き る 可能性が あ る｡ 小数 の 乗法 の 意味

理 解 に お い て
, 被験者 の 中 に は題意 に 即 し て い な い 解決

で あ っ て も, 解決自体 を 尊重 し
, 指導 と し て 誤 り を 正 し

て い た ｡ これ に は
, 技能や 知識 ･ 理 解 よ り も 考え 方や 関

心 ･ 態度 を伸 ば し た い と 考え て い る被験者 の 指導観が 反

映 した も の~と推測 さ れ た｡

一

方小数 の 乗法 に 関 して 以下 の よ う な 問題点も明 らか

と な っ た
｡ 小数 の 乗法 に お け る演算決定 に お い て

, 被験

者 の 中 に は, 演算決定と は別 の 事柄 で あ る ｢結果 を求 め

る 方法｣ を示すも の が あ っ た｡ 小数 の 乗法 に お ける 意味

理 解 に お い て
, 被験者 は

,
意味 と計算 の 仕方 の 2 つ を十

分 に 区別 で き て い な い
｡ 小数 の 乗法 に お ける 計算 の 仕方

に お い て
, 被験者 は

,
話 し合 い をす る た め に 十分 な観点

を持 っ て い な い
｡

今後 の 課題 と し て
, 教員養成課程学生 が 持 っ て い る指

導観, 教材理 解, 指導法 を よ り
一

層明ら か に す ると と も

に
, 彼 らが 指導観, 教材理 解, 指導法 に基 づ い て 小数の

乗法 の 授業 を実施 し よ う と する と き
,

そ れ ら を適切 に 反

映さ せ る こ とが で き る の か を 明ら か に する 必要が あ る｡
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