
算数科における見取図の認識に関する調査研究

ー 視点論を視座 とする見取図の分析を通 して ー

箕 矢 明音

は じめ に

見 取 図 は, 現 実 の 立 体 物 を 2 次 元 平 面 上 で表 現 した もの で あ り, 空 間 図形 の学 習 に

お い て重 要 な役 割 を果 たす . 小 ・中学 校 で は, 実 物 や模 型 を活 用 して 立 体 図形 の構 造

を具 体 的 に理 解 す る学 習 が行 われ るが , そ の 中で見 取 図 は , 立 体 を 2 次 元 平 面 に表 現

し, 構 造 を視 覚 的 に把 握 す るた め の重 要 な手段 と して活 用 され る (近 藤 ら, 2019) .

そ の た め, 見 取 図 を用 い る こ とで , 子 どもは立 体 の特 徴 を平 面 上 に表 現 され た 図 か ら

よみ とる経 験 を通 じて , 空 間 的 なイ メー ジ を形 成 す る力 を養 うこ とが で き る と考 え

る. このカ は, 日常 生 活 の 中で も活 用 され る場 面 が 多 く, 空 間 的 なイ メー ジ を形 成 す

る力 は学 び の場 を超 えて , 実 生 活 にお け る問題 解 決 や 意 思 決 定 の基盤 とな る力 で もあ

る と考 え られ る.

しか し, 教 育 の場 にお い て , 見 取 図 の理 解 に 困難 性 を示 す 児 童 が多 い こ とが指 摘 さ

れ て きて い る (e.g. 国立 教 育研 究所 , 2010 : 下村 • 近藤 , 2015) . そ の よ うな見 取 図 に

は, 様 々 な 困難 性 が あ る もの の , 対 象 の もつ 幾 何 学 的性 質 の一 部 が失 われ た り, 余 分

な情 報 が含 まれ た りす る場 合 が あ る こ とに起 因す る点 は大 きい と考 え られ る (影 山,

1998) . す な わ ち, 見 取 図上 で は, 情 報 の欠 落 が生 じた り, 対 象 が必 ず しも もっ て い

ない性 質 や 情 報 が 2 次 元 表 現 の 中 に余 分 に表 され た りす る場 合 が あ るが , そ の点 を考

慮 した 見 取 りが必 要 に な るの で あ る (影 山, 1998) . この 見 取 図 の理 解 が 乏 しい と,

空 間認 識 力 が十 分 に育 成 され な い 要 因 とな っ た り, 図形 の面積 や 体積 を求 め る際 , 適

切 に求 め られ な か っ た りす る こ とに も繋 が りか ね な い .

そ の た め, 見 取 図 を よむ力 を育成 す る こ とは, 上 述 の数 学 にお け る空 間 図形 の基盤

とな る こ とも さる こ とな が ら, ひ い て は 日常 生 活 を豊 か に過 ごす うえで も重 要 なカ で

あ る と考 え る. そ こで本研 究 の 目的 は, 算 数 科 にお け る見 取 図 を よむ こ とに 関す る子

どもの実 態 を明 らか に し, 見 取 図 を よむ 力 を育成 す る学 習 指 導 を提 案 す る こ とで あ

る. この よ うな 目的 の達成 に 向 けて , 以 下 の研 究課 題 に取 り組 む .
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( 1 ) これ ま で の研 究 や 大 規模 調 査 の結 果 を も とに, 見 取 図 を よむ力 に 関す る子 ども

の現 状 と課 題 につ い て整 理 す る こ と.

( 2 ) 見 取 図 の特 徴 及 び , それ を よむ こ とに 関す る基礎 的考 察 を も とに, 見 取 図 を よ

む 力 の育 成 に 向 けた理 論 的視 座 につ い て検 討 す る こ と・

( 3 ) 先 の理 論 枠 組 み に基 づ く調 査 の実施 , 分 析 を通 す こ とか ら, 見 取 図 を よむ カ の

育成 を 目指 した学 習 指 導 の方 略 につ い て提 案 す る こ と.

1 . 子 ど もの 見 取 図 を よむ カの 実 態

本 章 で は, 小 学 校 終 了段 階 にお け る見 取 図 を よむ力 に 関す る子 どもの実 態 を把 握 す

る と ともに, 見 取 図 を よむ 力 の育成 を 目指 した学 習 指 導 の方 略 につ い て検 討 す る こ と

を試 み る. そ こで , 質 問紙 調 査 を計 画 , 実施 し, そ の結 果 を も とに見 取 図 を よむ 際 の

課 題 を考 察 す る こ とか ら, 学 習 指 導 の方 略 につ い て も検 討 して い く.

(1) 調 査 の概 要

質 問紙 調 査 は, 島根 県公 立小 学 校 (1 校 ) の第 6 学 年 の計 3 学級 82 名 を対 象 に,

2023 年 7 月 にか けて 実施 され た調 査 で あ る. なお , 本 稿 で行 われ た質 問紙 は, 図 1 に

示 され て い る八 田 ら (2006) 「立体 の投 影 的 な見方 」 の枠 組 み を参 考 に しな が ら, 筆

者 が測 りた い 点 を検 討 した うえで作 成 した もの で あ る.

① 立体 につ い て正 面 , 上 , 横 , そ れ ぞれ の方 向か ら見 た 図 をか くこ とが

で き る.

② 立体 を正 面 , 上 , 横 のいず れ か 1 方 向, あ るい は複 数 の方 向 か ら見 た

図 か ら, それ に 当て は ま る立体 をい ろい ろ と想 起 す る こ とが で き る.

③ 1 方 向や 2 方 向 か ら見 た 図 だ けで は , 立 体 は一 意 に定 ま らな い こ と,

ま た , 見 る方 向 を増 や して 図 を得 る と立体 が よ り的確 に確 定 され る こ

とを理 解 す る.

④ ① ～③ を使 っ て 問題 を解 決 す る こ とが で き る.

図 1 「立 体 の 投 影 的 な見 方 」 の 枠 組 み

(八 田 ら (2006) p. 386 を も とに筆 者 作 成 )

(2) 結 果 と考 察

八 田 ら (2006) の枠 組 み① を評 価 す る問題 ④ 「円柱 を, 真 横 , 真 上 , 正 面 か ら見 た

時 の形 を児 童 に記 述 させ る問題 」 で は, 真 横 と正 面 の記 述 をす る問題 の正 答 率 は どち

̶ 102 ̶



らも 52.4%で あ り, 半数 の児 童 が , 円柱 をま っす ぐに見 た 時 の形 を長 方 形 と判 断す る

こ とが 困難 で あ る こ とや , 曲線 部 分 を直線 と見 る こ とが認 め られ て い ない と推 察 す

る. 問題 ⑤ 「20 個 の 立方 体 を積 み 上 げた 立 体 を, 真 横 , 真 上 , 正 面 か ら見 た 時 の平 面

図 を記 述 す る問題 」 で も, 奥 行 きや 凸 凹 が あ る こ とか ら, 立 体 か ら平 面 と して か き表

す こ とが 困難 で あ る児 童 が確 認 され た .

これ らの結 果 か ら, 「① 立 体 につ い て , 正 面 , 上 , 横 それ ぞれ の方 向 か ら見 た 図 を

書 くこ とが で き る. 」 (八 田 ら, 2006 : 386) につ い て の理 解 は, 小 学校 段 階 にお け る

学 習 が十 分 に影 響 を及 ぼ して い な い こ とも示 唆 され る. 特 に, 曲線 を含 む 図形 の認 識

に 困難 が伴 い , 「b 形 , 長 さや 角 度 が正確 に表 現 させ る部 分 とそ うで ない部 分 が あ る

こ と.」 (熊 倉 ら, 2021 : 3) の指 摘 とも一 致 す る.

以 上 の こ とか ら, 曲線 や 凹 凸 を含 む 立体 が , 平 面 図上 で 直線 や 異 な る形 状 に見 え る

場 合 で も, そ の対 応 関係 を正確 に理 解 で き る よ うな教材 が必 要 で あ る と考 え られ る.

2 . 見 取 図 を よむ 力 の 育 成 に 向 けた 学 習 指 導 の 示 唆

本 章 で は, 見 取 図 を よむ力 を育成 す るた め の具 体 的 な学 習 指 導 へ の示 唆 につ い て ,

先 行 研 究 を概 観 す る 中で , 見 取 図 を よむ 力 を育 成 す るた めの学 習 指 導 の あ り方 を検 討

す る.

(1) 空 間 図形 の 学 習 指 導 の 示 唆

空 間 図形 の学 習 にお い て , 子 どもた ち の空 間思 考 を高 め る こ とは重 要 で あ る. 空 間

図形 の特 性 を理 解 す る に は, 視 覚 的観 察 に加 えて 具 体 的 な操 作 や 念 頭 操 作 を通 じて柔

軟 な見 方 や 考 え方 を養 うこ とが求 め られ る. この点 で , 田中 ・上 村 (1989) は, 子 ど

もた ちが 立 体 をい ろい ろ な角 度 か ら見 る経 験 が不 足 して い る こ とや , 隠れ た部 分 を想

像 ・洞 察 す る力 が十 分 で ない こ とを指 摘 して い る. そ の結 果 , 立体 を 固定 的 に扱 うの

で は な く, 様 々 な角 度 か ら観 察 す る機 会 を与 え る こ とや , 立 体 の具 体 的操 作 活 動 が重

要 で あ る こ とが示 され た .

藤 原 (2021) は, この よ うな操 作 活 動 の重 要 性 を踏 ま え, 空 間 図形 の平 面 と空 間 を

相 互 に 関連 付 けて考 察 し表 現 す る力 を育成 す る学 習 指 導 を提 案 して い る. さ らに, 近

藤 ら (2011) は, 見 取 図や 展 開 図 , 立 体 との行 き来 を活 発 に行 い な が ら, 空 間 図形 に

対 す る直観 的 な理 解 を論 理 的 に深 め る こ とが重視 され て い る.

他 に も宮 脇 ら (2024) は, 模 型 を用 い て 図形 を動 かす こ とや , 自分 の視 点 を変 更 し
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な が ら問題 解 決 の手掛 か りを見 出す 活 動 と, 模 型 を用 いず に推 論 力 を伸 ばす 活 動 を適

切 に組 み合 わせ る学 習 指 導 が効 果 的 で あ る こ とを示 して い る.

以 上 の先 行 研 究 か ら, 立 体 図形 の特 徴 を理 解 す るた め に は, 具 体 的 な操 作 活 動 と視

覚 的 な観 察 が不 可 欠 で あ り, これ らの活 動 を通 じて子 どもた ちが 立体 図形 を多 角 的 に

捉 え る力 を育 む こ とが求 め られ る. ま た , 空 間 図形 の学 習 にお い て は, 立体 図形 とそ

れ を平 面 上 に表 現 した見 取 図 との往 復 を しな が ら, 空 間 的 な認 識 を深 め る活 動 が求 め

られ る. そ して , これ らの活 動 を通 して , 学 習 者 は 図形 の性 質 を多 面 的 に理 解 す る素

地 を培 うこ とが で き る と考 え られ る. 本 研 究 で は, 特 に見 取 図 を活 用 した 学 習 指 導 の

意 義 に注 目 し, 見 取 図 の特 徴 や 活 用 方 法 を踏 ま えた指 導 の可 能 性 につ い て考 察 す る.

(2) 見 取 図 を よむ 力 を育 成 す る学 習 指 導 の 示 唆

空 間 図形 の学 習 にお い て , 見 取 図 を正 しく理 解 し活 用 す る力 を育成 す る こ とは, 空

間認 識 の発 達 にお い て重 要 な役 割 を果 たす . 八 田 ら (2005) は, それ ま で多 くの 見 取

図 を見 て きた子 どもた ちで も, 自 ら正 しい 見 取 図 をか け る子 どもは少 な く, 見 取 図 の

辺 の平行 性 に意 識 を 向 け る こ とが必 要 で あ る と指 摘 され て い る. ま た , 見 取 図 にお い

て辺 の等 長 性 が保 たれ な い こ とを理 解 す る こ とも重 要 で あ る と述 べ て お り, 「立 体 の

もつ 性 質 の うち, 見 取 図上 で保 たれ る もの と保 たれ ない もの が あ る こ と」 (八 田 ら,

2005 : 342) を理 解 す る授 業 が必 要 で あ る こ とを示 唆 して い る. ま た , 近藤 ら (2010)

は, 空 間 図形 の 問題 解 決 にお い て 1 つ の平 面 に着 目す る こ とが重 要 で あ る と述 べ て い

る. 従 来 の小 ・中学 校 の算 数 ・数 学 教 育 で は, 子 どもた ちが空 間 図形 を 1 つ の平 面 に

着 目 して考 え る機 会 が少 ない こ と, ま た 問題 解 決 で は必 要 な もの が整 え られ た うえで

与 え られ る場 合 が多 い こ とを指 摘 され て い る.

次 に, 下村 ・近 藤 (2015) は, 見 取 図 と実物 を比 較 しな が ら考 え る活 動 が, 見 取 図

の特 徴 や 立 体 図形 の性 質 を理 解 す る上 で効 果 的 で あ る こ とを示 して い る. 具 体 的 に

は, 子 どもの思 考 を揺 さぶ る こ とや , 見 取 図 と実 物 を見 比 べ な が ら考 え る よ うにす る

とい う学 習 指 導 に取 り入 れ られ た結 果 , 子 どもた ち は見 か けだ けで判 断す る こ との誤

りに気 づ き, 見 取 図上 で保 たれ る性 質 と保 たれ な い性 質 を 区別 しな が ら考 え る力 を育

む こ とが で きた と報 告 して い る.

さ らに, 近藤 ら (2019) は, 見 取 図 に基 づ く推 論 の重 要性 を指 摘 して い る. この調

査 で は, 見 取 図 か ら立方 体 の 内部 に一 平 面 を想 定 し, そ の形 を よみ 取 る こ とが不 十 分

で あ る こ とが確 認 され る. ま た , 見 取 図 を 「見 か け」 で判 断す るの で は な く, 「推 論 」
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に よっ て捉 え る力 を育 て る必 要性 が述 べ られ てお り, 実 物 を用 い るだ けで な く念 頭 操

作 を取 り入 れ た学 習 活 動 の必 要性 が示 され て い る.

これ らの先 行 研 究 に基 づ き, 見 取 図 を よむ力 を育成 す る学 習 指 導 にお い て は, 立体

と見 取 図 を行 き来 しな が ら, 立 体 の性 質 を深 く理 解 す る こ とが求 め られ る. 特 に, 立

体 図形 の性 質 の うち, 見 取 図上 で保 たれ る もの と保 たれ な い もの が あ る こ とを 明確 に

理 解 す るた め に は, 1 つ の平 面 に着 目す る こ とが重 要 で あ る. この よ うな学 び を促 進

す る に は, 投 影 や 切 断 な どの操 作 を 自分 の手 で行 う具 体 的 な活 動 が不 可欠 で あ る. ま

た , 立 体 図形 と見 取 図 を行 き来 す る 中で , 視 覚 に頼 るだ けで な く, 念 頭 操 作 を活 用 し

な が ら図形 の性 質 を探 求 す る学 習 が求 め られ る.

3 . 見 取 図 を よむ 力 を捉 え る視 点論

本 章 で は, 佐 伯 (1978) の視 点 論 につ い て考 察 を進 め る. 氏 は, 認 識 の過 程 にお い

て , 対 象 の実在 を確 認 し, そ の本 質 を理 解 す る視 点 の あ り方 が重 要 で あ る と指 摘 して

い る. そ の 中で , 対 象 を認 識 す る過 程 にお い て , 「包 囲型 」 の視 点 と 「湧 き 出 し型 」

の視 点 とい う2 つ の視 点 の動 か し方 を提 示 して い る.

(1) 「包 囲 型 」 の視 点

氏 は, 「包 囲型 」 の視 点 につ い て , 「1 つ の認 識 対 象 の ま わ りを, くま な く, す き間

な く, 連 続 的 に包 囲す る動 か し方 」 (佐 伯 , 1978 : 214) と述 べ て い る. この視 点 で

は, 観 察 者 が対 象 を外 部 か ら観 察 し, そ の全 体 像 を認 識 す るた め に視 点 を移 動 させ る

こ とが重 視 され る. ま た , この視 点 の活 動 にお い て , 氏 は, 「この場 合 の知 識 とい う

の は, 『全 体 を どこか らで もた どれ る』 状 態 を さ し, 実 際 に 『た どる』 場 合 の 『前

提 』 な の で あ る. 」 (佐 伯 , 1978 : 251) と述 べ て い る. これ は, 対 象 を外 か ら囲む よ

うに視 点 を移 動 させ , 実 在 を確 か め る こ とで , 対 象 の多様 な側 面 を把 握 しよ うとす る

もの で あ る. この視 点 で は, 知識 を前 提 に して視 点 を移 動 させ る こ とで , 認 識 が深 ま

る過 程 が重視 され て い る. 本 研 究 で は, この よ うな こ とか ら, 「包 囲型 」 の視 点 を算

数 科 の立 体 図形 にお い て , 「既 存 の知 識 を基盤 と して , 対 象 を外 側 か ら把 握 す る視

点 」 と操 作 的 に定義 した .

(2) 「湧 き出 し型 」 の視 点

一 方 で , 視 点 の移 動 に よっ て対 象 を包 囲す る とき, そ の対 象 が包 囲 で き ない場 合 が

あ る. そ こで氏 は, 頭 の 中で 「包 囲 」 で き ない の な らば, 認 識 対 象 をモ デ ル 化 す る必
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要 が あ る とい った説 明 を与 えて い る. そ こで , 氏 は 2 つ 目の 「湧 き 出 し型 」 の視 点 を

提 示 して い る. 「湧 き 出 し型 」 の視 点 とは, 「『モ ノに な る』 こ とに よって , そ のモ ノ

自体 の活 動 と して次 々 と視 点 を発 生 させ , 湧 き 出 させ る こ と」 (佐 伯 , 1978 : 217) で

あ る. 例 え ば, 直 方 体 の想 像 上 のイ メー ジで カ ンオ ケや サ イ コ ロ と して連 続 的 に変 形

して い く時 , 私 た ち 自身 が そ の直 方 体 に な り, 膨 らむ こ とや 縮 む こ とを行 うとい うこ

とで あ る. つ ま り, 実 在 す る もの を理 解 す る とき にそ のモ ノ に な って 可 能 的 な変 形 活

動 を行 うとい うこ とで あ る. さ らに佐 伯 は, イ メー ジ を単 な る視 覚 的 な像 を映 し出す

もの で は な く, 創 造 的活 動 と して捉 え, そ の過 程 にお い て必 然 的 (本 質 的) に見 られ

る もの と可能 的 (偶 然 的) に見 られ る もの を 区別 す る こ とが可 能 で あ る と述 べ て い

る. この よ うな こ とか ら, 「湧 き 出 し型 」 の視 点 を算 数 科 の 立体 図形 にお い て , 「対 象

を 内面 で動 的 に捉 え, そ の性 質 や 構 造 を頭 の 中で展 開 して い く過 程 を通 じて , 対 象 の

実在 を確 認 す る視 点 」 と定 め た .

4 . 曲線 が 含 まれ た 立 体 を平 面 と してみ る認 知 の 変 容 過 程 の 実 際

本 章 で は, 曲線 が含 まれ た 立 体 を平 面 と してみ る認 知 の変容 過 程 か ら, 事 例 分 析 を

通 して , 学 習 指 導 の示 唆 を得 る こ とを試 み る. そ こで , 調 査 !! を計 画 , 実施 し, 佐 伯

の視 点 論 を視 座 とす る こ とか ら, 曲線 が含 まれ た 立体 を平 面 と して み る認 知 の変 容 の

要 因及 び 学 習 指 導 につ い て考 察 す る.

(1) 調 査 U の概 要

調 査 II は, 島根 県公 立 小 学校 (1 校 ) の第 6 学年 の計 1 学 級 (19 名 ) を対 象 に,

2024 年 3 月 13 日に行 われ た算 数 科 授 業 で あ る. 授 業 で は, 円柱 を平 面 と して み た と

き に, 長 方 形 と して捉 え られ る こ とを 目指 して活 動 を設 定 した . そ こで , まず 円柱 を

平 面 と して み るた め に, 実物 を使 用 し実 際 にカ ー ドに通 す こ とや , 影 絵 装 置 を用 い て

円柱 の側 面 を投 影 し, 長 方 形 が あ る こ とを確 認 した . ま た , 教 具 を見 な が らイ メー ジ

だ けで長 方 形 が どこに あ るか を個 人 で考 えた後 , グル ー プ で 自身 のイ メ ー ジ を共 有 し

た . さ らに, そ のイ メー ジ を確 認 す るた め に, 円柱 を実 際 に切 断す る活 動 を行 った .

授 業 の実施 後 , 行 った分 析 の手順 は次 の通 りで あ る. 第 一 に, プ レテ ス ト, 授 業 内

に用 い られ た児 童 が記 入 した ワー ク シー ト及 び , ポ ス トテ ス トデ ー タ を表 に整 理 す る

こ とか ら分 析 及 び , 考 察 を行 った . 第 二 に, 1 時 間分 の授 業 の映像 , 音 声 を参 照 しな

が ら, トラ ンス ク リプ トを発 話 に 区切 った . 第 三 に, 選 定 され た グル ー プ 2 組 を抽 出
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児 童 と して選 定 し, 授 業 内 で の発 話 を も とに, 「包 囲型 」 の視 点 と 「湧 き 出 し型 」 の

視 点 へ と分 類 し, グル ー プ の認 識 の変 容 につ い て分 析 及 び 考 察 を行 った .

(2) 結 果 と考 察

調 査 II の 曲線 が含 まれ た立 体 を平 面 と して み る認 知 の変 容 過 程 の発 話 記 録 に対 し, 佐 伯

の視 点 論 を用 い て分 析 を行 った. また, そ こで確 認 され た変 容 の要 因 を整 理 す る こ とか ら,

学 習 指 導 の示 唆 を と して, 以 下 の知 見 を得 た.

• 「湧 き出 し型 」の視 点 を促 進 す るた め に は, 児 童 の間 で イメ ー ジ を言 葉 や動 作 に よ って,

共 有 で き る場 を提 供 す る こ とが重 要 で あ る.

• 児 童 が切 断 や 投影 とい った操 作 活 動 を通 じて, 対 象 を動 的 に捉 え る機 会 を提 供 す る こ

とが必 要 で あ る.

• 教 具 を活 用 す る こ とで, 視 覚 的情 報 の補 完 や イメ ー ジ の共 有 を 円滑 にす る こ とが可 能

で あ る.

また, 調 査 II を通 した分 析 結 果 を踏 ま え, 学 習 指 導 を整 理 す る こ とか ら, 見 取 図 を よむカ

を育 成 す るた め の, 以 下 のモ デ ル を得 た.

包 囲 型 の視 点

既存 の知識 を基 盤 として, 対 象
を外側 か ら把 握 する視 点

▼

湧 き出 し型 の 視 点

対 象 を内 面で動 的に捉 え, その性 質
や構 造 を頭 の中で展 開 していく過 程
を通 じて, 対 象の実 在 を確 認 する視 点

教 師 の役 割 ① 児 童 の間で 自らのイメージを言葉 や
動 作 によって, 共 有で きる場 を提 供 する.
② 切 断 や投 影 といった操 作 活動 を通 じ
T »対 象 を動 的に捉 える機 会 を提 供 する.

教 具 の使 用 イメージされ た内 容 を視 覚 的に補 完 し,
グループ全 体 での共 有 を容 易 にする役
割 を果 たすような教 具 の活 用

図 2 見 取 図 を よむ 力 を育 成 す る学 習 指 導 の 示 唆 (調 査 πを通 して )

次 章 で は, これ らの結 果 を受 け, 「湧 き出 し型 」の視 点 が どの よ うに育 成 され るか, また,

認 識 の変 容 を促 進 す るた め の具体 的 な学 習 指 導 の方 法 につ い て も さ らに検 討 を行 う.

5 . 切 断 面 に お ける認 知 の 変 容 過 程 の 実 際

本 章 で は, 切 断 面 が えが かれ て い る見 取 図 を よむ こ とが で きた変 容 過 程 か ら, 事 例

分 析 を通 して , 学 習 指 導 の示 唆 を得 る こ とを試 み る. そ こで , 調 査 m を計 画 , 実施

し, 佐 伯 の視 点 論 を視 座 とす る こ とか ら, 立方 体 に切 り口が示 され て い る見 取 図 を よ
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む こ との認 知 の変 容 の要 因及 び 学 習 指 導 につ い て考 察 を行 う.

(1) 調 査 !n の概 要

調 査 m は, 島根 県公 立 小 学校 (1 校 ) の第 6 学年 の計 1 学 級 ( i o 名 ) を対 象 に,

2024 年 6 月 18, 19 日にか けて行 われ た算 数 科 授 業 で あ る. 授 業 で は, WS に示 され

た 立 方 体 の切 り口を正 方 形 と捉 え る こ とを 目指 した活 動 が行 われ た . そ こで , 実 際 に

立方 体 を観 察 し, イ メー ジだ けで切 り口が どの よ うな形 か グル ー プ で話 し合 い を行 っ

た . そ の後 , 教 具 を使 用 して , 切 り口の形 を確 認 した .

授 業 の実施 後 , 行 っ た分 析 の手 順 は次 の通 りで あ る. 第 一 に, プ レテ ス ト, 授 業 内

に用 い られ た児 童 が記 入 した ワー ク シー ト及 び , ポ ス トテ ス トデ ー タ を表 に整 理 す る

こ とか ら分 析 及 び , 考 察 を行 っ た . 第 二 に, 1 時 間分 の授 業 の 映像 , 音 声 を参 照 しな

が ら, トラ ンス ク リプ トを発 話 に 区切 っ た . 第 三 に, 選 定 され た グル ー プ 3 組 を抽 出

児 童 と して選 定 し, プ レテ ス ト ・ポ ス トテ ス ト, 授 業 内 で の発 話 を も とに, 「包 囲

型 」 の視 点 と 「湧 き 出 し型 」 の視 点 へ と分 類 し, グル ー プ の認 識 の変 容 につ い て分 析

及 び 考 察 を行 っ た .

(2) 結 果 と考 察

以 下 は, 抽 出児 童 C5, C8 (以 下 C5, C8) の発 話 記 録 で あ り, 立方 体 の教 具 を渡 さ

れ た後 の グル ー プ活 動 にお け る話 し合 い活 動 で あ る.

23C (C5) : (模 型 の対 角線 を なぞ る) うん . 正 三 角 形 か も. えー . 分 か ん ない .

24C (C8) : (15 秒 間 WS を見 つ め な が ら) 正 三 角 形 ぽ い .

25C (C5) : 正 三 角 形 .

26C (C8) : 正 三 角 形 ぽ い .

27C (C5) : (見 取 図 の三 角 形 の部 分 をな ぞ る) 普 通 に こ うみ た ら, 二等 辺 三 角 形 だ

と思 うけ どな • • • . 【包 囲型 】

28C (C8) : (見 取 図 を見 る) あれ じゃ な い ? 図 が斜 め に な って る. 【湧 き 出 し型 】

29C (C5) : あー .

30C (C8) : 図 が斜 め に な って る. 正 面 じゃ ない けん さ. 正 面 か ら見 た らこ うじや ん

(見 取 図 の正 面 に あ る正 方 形 を鉛 筆 で示 す ) . 正 面 か ら見 た らこ うだ け

ん, この部 分 が こ こだ か ら (WS の切 り口を示 す 水 色 の線 と実 物 を交 互

に指 す ) . 【湧 き 出 し型 】

C5 は 「包 囲型 」 の視 点 (05C) で あ り, 具 体 物 で は正 三 角 形 と考 え る こ とが で きた
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が , も う一 度 WS を見 た 際 に は, 二 等 辺 三 角 形 と述 べ て い た . これ は, 具 体 物 よ りも

見 取 図 にか い て あ る二 等 辺 三 角 形 か ら図形 を判 断 した と考 え られ る. しか し, C5 の発

言 を受 け, C8 は見 た ま ま の形 で は な く, 見 取 図 と具 体 物 を比 較 す るた め に, 可能 的 に

動 かす 「湧 き 出 し型 」 の視 点 を行 うこ とで , 見 取 図 は具 体 物 が斜 め に な っ て い る図形

だ と気 づ くこ とが で きて い た . 佐 伯 は, 「湧 き 出 し型 」 の視 点 の説 明 の 中で , 「分 か

る」 こ との 1 つ の側 面 は, 「違 い 」 が分 か る こ とで あ る と述 べ て い る. ま た , この

「違 い 」 が分 か るた め に は, 比 較 す る対 象 を連 続 的 に動 か して い くこ とが必 要 で あ る

とも指 摘 して い る (佐 伯 , 1978) . そ こで , 児 童 が見 か けか ら正 しい 見 方 へ と捉 え直

す た め に は, 見 取 図 と具 体 物 を頭 の 中で動 かす 「湧 き 出 し型 」 の視 点 に よって , 直観

的 か ら一度 立 ち止 ま って 図形 を見 返 す こ とが で き る よ うに な る と考 え られ る.

この よ うな発 話 か ら, 調 査 m で得 られ た 学 習 指 導 と して , 以 下 の よ うな知 見 が得 ら

れ た .

• 自身 とは考 え とは異 な る他 者 の考 え に触 れ , 自身 の 図形 の見方 を振 り返 る機 会 を

提 供 す る こ とが必 要 で あ る.

• 見 取 図 と具 体 物 を比 較 す る活 動 を設 け, 2 つ の違 い に気 づ かせ るた めの指 導 が必

要 で あ る.

• 手 振 りや 動 作 を伴 う説 明 を意 図 的 に促 す こ とで , 児 童 は どこを見 るべ きか , 視 点

を定 め る助 け に な る.

本 研 究 の ま とめ と今 後 の課 題

本 研 究 は, 算 数 科 にお け る見 取 図 を よむ こ とに 関す る子 どもの実 態 を明 らか に し,

見 取 図 を よむ力 を育成 す る学 習 指 導 を提 案 す る もの で あ った . そ こで本 稿 で は, 調 査

包 囲 型 の視 点

既 存 の知 識 を基 盤 として, 対 象
を外 側 か ら把 握 す る視 点

▼

湧 き出 し型 の 視 点

対 象 を内 面 で 動 的 に捉 え, その 性 質

や構 造 を頭 の 中 で 展 開 してい く過 程
を通 じて, 対 象 の 実 在 を確 認 す る視 点

教 師 の役 割 例 ?断 や 投 影 とい った操 作 活 動 を通 じ

て, 対 象 を動 的 に捉 える機 会 を提 供 す る.
② 児 童 の 間 で 自 らのイメージ を言 葉 や
動 作 によって, 共 有 で きる場 を提 供 す る.

③ 自身 とは考 えとは異 な る他 者 の 考 え

に触 れ , 自身 の 図 形 の 見 方 を振 り返 る

機 会 の 提 供 ・
④ 手 振 りや動 作 を伴 う説 明 を意 図 的 に

促 す .

教 具 の使 用 ① イメージされ た 内 容 を視 覚 的 に補 完
し, グル ープ 全 体 で の 共 有 を容 易 にす る
役 割 を果 たす教 具 の活 用

② 見 取 図 と具 体 物 を比較 す る活 動 を設
け, 2つ の 違 い に気 づ く場 を提 供 す る.

図3 見取図をよむ力を育成す る学習指導の示唆 (固査 !! • m を通 して)

π, m にお い て授 業 を計 画 , 実施

し, 話 し合 い活 動 の様 相 を第 3 章

で定 めた分 析 の観 点 を も とに分 析

を行 っ た . さ らに, 分 析 の結 果 を

踏 ま え, 見 取 図 を よむ 力 を育成 す

るた めの学 習 指 導 の示 唆 と して左

記 の よ うなモ デ ル を得 た . 子 ども

の認 識 の変 容 を捉 え る 中で , 学 習
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指 導 の示 唆 を得 た こ とは, 本研 究 の成 果 とい え よ う. た だ し, 他 の 問題 にお け る視 点

論 につ い て の検 討 や , 学 年 に応 じた発 達 段 階 を考 慮 し, 学 習 指 導 や 教材 の具 体 的 な提

案 して い く こ とが課 題 と して残 され て い る.
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