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０ はじめに

分数の計算方法とその意味理解の指導について

は、いろいろな問題点が指摘され議論も尽きない

ところである。とりわけ分数で割る計算（本稿で

は分数除と記す）については、議論が大きく分か

れる。

やや旧聞になるが2001年12月の朝日新聞に、分

数の割り算に関する対立する見解の２つの投稿記

事が掲載された（資料１－１）。「分数で割る割り

算は、除数の逆数を掛ければよい」ことについ

て、「その意味理解は小学生には困難である」、

「分数のわり算を小学校で扱うのは時期尚早であ

る」、また、「最初はその意味はわからなくても、

結果を利用しているうちにわかってくる」、「現行

の教科書はその意味理解にこだわりすぎ」などの

意見が述べられている。

両者の見解にはそれぞれ理解できる面も多い。

筆者は、このことを講義や研修会の話題にした

り、アンケート調査を行ったり、分数除指導に関

する様々な資料を収集してきている。

本稿では、まず、前述した２つの見解を紹介す

る。そして、現在小学校で算数の学習指導に当

たっている小学校教師と、小学校でどのような指

導を受けたか記憶に新しく、また、近い将来小学

校の教師として算数を指導する（ことを志望して

いる）ことになる教育学部学生との、両者の見解

に対する考え方を紹介する。

次に、これらの議論の背景にある分数除に関す

る学習指導の実態について、教科書の分析を通し

て考察する。

さらに、分数除に関する小学校児童の理解度の

実態とその原因の分析を行い、最後に、これらの

資料に基づく考察と指導法改善のための提案を行

う。

１．分数除指導に関する２つの見解

アニメ映画「おもひでぽろぽろ」（資料1-2）の

中に、次のようなシーンがある。主人公の少女

が、「３分の２割る４分の１はいくらか？」とい

う問題の意味がどうしてもわからない。優等生の

姉がいて、「分数の割り算はひっくり返して掛け

ればいい。九九さえできれば分数の割り算は簡単

だ。」という。主人公はどうしてもその意味にこ

だわってしまい「３分の２を４分の１で割るとい

うことはどういうことか」と姉にきくのである

が、優等生の姉もこの問いには答えることができ

ない。疑問を持ち続けているうちに次第に算数が

嫌いになっていくのである。

このアニメ映画のなかの姉妹の会話を引き合い

に出し、福沢氏（2001）は、次のような考えを述

べている

① 姉は方法を覚えているだけだが、やえ子

は、その意味を考えようとしており、本当の

数学をしている。

② 何故、逆数をかければよいのか という疑

問を持ちながら、算数を嫌いになる子もいる

のではないか？

③ 逆数を掛ける方法に疑問も持たず、そのま

ま使ってきて挫折感を味わわなくてすんだ。

④ 天下り式暗記させる受験式教育は、数学嫌

いを助長している。

⑤ 現実と遊離した難問奇問は学習しても何の
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益にもならない。

⑥ 小学校で教えるのは時期尚早である。

また、福沢氏の意見に対し、戸瀬氏（2001）

は、次のような意見を述べている。

① 最近の教科書は、その意味理解にスペース

をとりすぎである。

② その結果、数学の応用力、理解力とも落ち

ている。

③ 計算練習を繰り返すことは、詰め込み教育

として否定することではない。

④ これを使って、数学的経験を積むことによ

り、理解が深まる。

⑤ 現実と遊離した難問奇問として、回避する

のは短絡的である。

⑥ 算数嫌いの原因は、面白さ、有用性を伝え

られない教師の責任である。

⑦ 学ばないことの損出は大きい。

また、アニメ「おもひでぽろぽろ」の中では、

主人公は「２/３÷１/４」の具体的な場面とし

て、「２/３個のリンゴを４人で分けること」だか

らと、乗法の問題と勘違いをしていたり、結果が

「割るのに小さくなるの？」というシーンもあ

る。

子どもの実態をよく調査して作成されたアニメ

映画で、算数教育への警鐘を鳴らした作品でもあ

る。

詳しくは後述するが、学生に対する調査でも、

割り算の問題として乗法の問題を示すケースが非

常に多かった。また、「２/３個のリンゴを１/４

で分けること」という、分数を分離量で考えるパ

ターンがを多く見られ、ここらに分数除は現実離

れしているといわれる原因があると思われる。

２．分数除に関する現職教師と学生の意識

(1) 現職教師の反応（Ｈ.18.８ 調査）

夏休み中の算数教育の研修会に参加した現職の

先生方（算数科に関心の強い教師と思われる）

に、上述した両氏のそれぞれの見解に対して、

（そう思う、そうは思わない）の２者択一式のア

ンケート調査を行った。その結果を以下の表に示

した。

福沢氏の見解に対する反応

（数値は、「そう思う」と応えた ％）

戸瀬氏の見解に対する反応

（数値は、「そう思う」と応えた ％）

特に、「そう思う」の回答が多かったものは、

福沢氏の①、戸瀬氏の③④⑤⑥⑦、少なかったの

は、戸瀬氏の⑤⑥戸瀬氏の①の意見である。

反応をまとめると、分数除の÷分数が×分数に

なることを指導することは数学的には重要であ

る、経験を積むことで理解が深まる、分数除を現

実と遊離した問題として避けるべきではない、有

益である、と大多数の教師が考えていることを示

している。また、「算数嫌いの原因は、面白さ、

有用性を伝えられない教師の責任である」と、考

える教師が85％いることも重要な結果として受け

止めたい。

(2) 学生の反応（Ｈ.16.10 調査）

算数科教育法の講義の受講生に、２つの投稿記

事とアニメ映画を紹介した後、私見をレポートさ

せた。レポートを集約したものを以下に紹介す

る。

○ 両者の意見へ賛否

・どちらかというと戸瀬氏に賛成する者が多

い ・「どちらも理解できる どちらとも

結論できない」とする反応も多い。

○ ÷分数を小学校で指導する必要があるか

・日常使われないし、実用性がなく非現実的

である。

・だが、やらない理由にはならない。理由と

して、算数や数学は、考え方、論理的に考

えることをさせる教科、学問だから

・小学生の理解能力、レディネスができてい

ないのではないか。

○「小学校ではわからなくても、あとでわかる

ようになる」とする見解について

質問 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

反応 91.6 68.7 70.8 33.3 4.1 6.2

質問 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

反応 12.5 22.9 83.3 89.6 87.5 85.4 87.5
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・賛成者は少ない。自分たちも未だにわかっ

ていないではないか

・賛成もいる。中学校、高等学校で比例や反

比例など学習している間に理解が深まる。

○ 「÷分数が、×逆数」になることの説明に

ついて

・不思議に思って、親や教師に聞いたが未だ

に納得できる説明は聞いたことがない

・大人の大部分がその意味を理解していない

し、子ども達に説明することはできない。

・逆数を掛けることの意味について、疑問に

思ったことがなかった。

・わからずに悩んだ人も数多くいる

○ 「日常的に有用性がない」とする見解につ

いて

・反対意見は少ない

・だから、学習させる必要はないと言うこと

にはならない。

・算数は、考えさせる、論理を教える教科で

あるから。考えることが本当の真の学力に

なる

○ 「算数・数学をおもしろく感じること」に

ついて

・わからなかったことがわかったた時、

・問題が解けたとき（公式の導き方は知らな

くても、公式を使って）

・教師として、算数のおもしろさや有用性を

わからせる責任がある

・なぜそうなるかを、きちんと説明できるこ

とが教師の役目しいちすに教師の腕の見せ

所である。

・疑問をもつような児童には教えがいがあ

る。

○ 現在の算数教育について

・詰め込み教育になっていないか

・問題解法のパターンを覚えることになって

いないか

○ 計算の反復練習、ドリルの量について、

100マス計算などは、やりすぎではないか。

計算力がないのは練習不足による算数嫌いが

増えるかも知れないが、計算だけでもできる

ことにより、自信を持つ子も増える

○その他

・分数の計算では、和、差より 積や商が簡

単だった。和や差だけを扱っては、四則計

算の一部（積と商）を省くことはできない

(3) 分数除が適用される問題場面

前述の福沢、戸瀬(2001)は、「分数除は、無用

の難問・奇問が多い」「無用なものとして学ばな

いことによる損出は大きい」と述べている。

日常的に分数除が使われる場面としてどのよう

なことがあるのか、問題の例を学生に考えて貰っ

た。また、小学校の教科書ではどのような問題が

想定され指導されているのか調査した。

① 学生が想起した分数除の問題例

対象：鹿児島大学養育学部学生（算数科教育法

受講生53名）

質問：「異質と思われる分数の割り算の問題を

２問あげよ」

受講生の専修は教育学部全体にわたっており、

芸術・実技系、理系、文系学生のバランスのとれ

た構成になっている。従って、分数除の問題も一

般社会人の平均的なが考えになっていると考えら

れる。

回答例を集計したものが資料２である。

まず、回答の分数除の問題を表２のように分類し

た。

表２ 作成された問題の分類

53人中、無答者数10人（18.8％）、１題 作成者

数22人（41.5％） 合計32人（60.3％）、実に６

割の学生が問題例２問を示すことができなかっ

た。

作成された問題を、等分除と包含除、連続量と

分離量の観点から分類すると、等分除の問題22

題、包含除の問題14題、連続量43題、分離量21題

であった。割り算の問題としては、等分除を考え

る傾向が強いことを示し、２問作成した者のうち

回答数 人数 等分除 包含除 等分除と包含除

０ 10 0 0 0

１ 22 11 9 0

２ 21 11 5 8

合計 53 22 14 8
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等分除と包含除をそれぞれ１問ずつあげた者が８

名あった。これは、問題の異質性の視点として、

等分除、包含除の問題の違いで判断したと思われ

る。連続量と分離量に関しては、今回の調査では

連続量の例題が分離量のほぼ２倍にあたり、我が

国では、分数が連続量の大きさを表す数として導

入することが多いことから当然の傾向であるが、

一方、分離量の分数等分の例も非常に多くなって

いる。

分数除の問題例を、問題の内容から分類する

と、割合の問題が最も多く、なかでも同種の量の

割合を扱った問題がほとんどで、異種の量の割合

（単位あたりの量の大きさ）としてあげられた例

は少なく、早さの問題だけであった。

誤答、難問、奇問と思われる問題もかなり見ら

れた。

誤答の例として最も多かったものが、分数除に

なってない問題で、かけ算の問題になっているも

の９問、引き算の問題になっているものも３問

あった。

また、難問、奇問と指摘されそうな問題も多

い。例として、「３/４等分する」、「３/４人で分

ける」のような分数で等分する問題、２/５＜３/

４にも拘わらず、２/５のなかに３/４がどれだけ

含まれるか、を問うような問題が見られた。

以上の結果を分析すると、

○ 分数除の問題場面は、実際的な場面として

は少ない。

○ 割算の問題を、等分除、包含除に大別した

場合、等分除の問題が多い。質的な違いを、

等分除、包含除と捉えることは少ない。

○ 分数は、連続量の大きさを表す数として導

入されるが、分数除の問題としては、分離量

を分割する分数を考えることが非常に多い。

○ 分数除の問題が、小学生にとって奇問と考

えられる原因は、１個のケーキを「１/４人

で分ける」、「２/３等分する」など、分離量

を分数で等分するような場面が想定されてい

ることにあるのではないか。また、難問と映

る理由は、応用場面が速度の問題や、比の用

法、特に比の第３用法など、分数でなくても

本来難しいとされる割合の問題になっている

ことが多いからではないかと推測される。

以前行った調査では、圧倒的に分離量を用

いた操作分数の例、例えば、「２個のリンゴ

を３等分したものを１/４人で分けると」の

ような問題も多かった。さらに、追調査が必

要と思われる。

○ 分数除の問題が現実離れしているように見

られることについて

一般に数学で扱う例題は、実際的な問題場

面を単純化したり、理想化したりして抽象化

し、数学的に本質的なもののみを抽出するた

めに、現実離れしているように見えることも

ある。

例えば、小数の割り算の問題「40％の鉄分

を含む鉄鉱石がある。750gの鉄を得るために

は、何gの鉄鉱石が必要か」は、現実離れし

た奇問とかの指摘は当たらない。

これをもっとリアルなものにするには、鉄

鉱石や製鉄の方法などの知識も必要であろう

が、これは数学的な処理に必須ではないので

省略されることになる。「割合の40％を２/５

に、750gを３/４kg」と変えることで分数除

３/４÷２/５の問題となり、この方が小数の

計算より簡単に求めらることになる。小学生

に提示される例題はこのような意図のもと

に、現行のようなものになっているのであ

る。

３．教科書に見られる分数除の扱い

(1) 我が国の教科書における「分数÷分数」指導

方法の現状と歴史的変遷

現行の日本の教科書では、導入で使われる課題

例としては、単位量あたりの大きさ（１あたり

量）を求める等分除の問題がほとんどである。

また、分数の割算が逆数の乗法で計算できるこ

との説明は、面積図や線分図に図示したり、割り

算では｢被除数、除数に同じ数を掛けても商は変

わらない｣という性質を使って行われることが多

い。（資料３－１）

しかし、面積を扱った問題では、図－２のよう

な面積図による説明が逆数を掛けることの意味を

よく表現している。しかし、図が複雑に混み入っ
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ていて分かり難い、意図的に仕組まれた図で自然

に出てくるような考え方ではない、また、面積以

外の問題へ転換できない、一般性がないなどの指

摘もある。

（資料３－１）の図－３、５のような線分図

は、整数、小数の四則計算や、分数の乗法の計算

などでも良く用いられ、他への援用の利く一般性

のある図で、除法においてもその構造を的確に図

表現できる良さがある。 しかし、分数除の立式

の困難を解除するためには効果的とは言えないよ

うである。

図－６の計算による説明は、簡単で、論理的で

もある。具体的な問題場面や、分数の意味とは乖

離したものになっており、分数除の小学生への説

明としては、疑問に思っている。理由について、

詳しくは後述する。

現行の教科書にあるこれらの説明は、福沢氏に

よれば、意味はわからないまま公式を覚えるよう

な結果になっておりは、受験式勉強で無意味であ

るとされ、戸瀬氏によれば、説明が詳しすぎると

する見方もある。

次に、我が国の算数教育ではどのような指導が

なされてきたのか、教科書分析を通して歴史的に

考察してみる。大正から昭和初期の第３期国定教

科書では、その意味は全く行われないまま計算手

順のみが紹介されている。それが応用される問題

としては「１/６が３/４に当たる数を求める」問

題、「比の第３用法」がいきなり扱われているの

も奇妙である。

昭和10年編集された第４期国定教科書、能力開

発主義の教科書として評価の高かったと言われて

いる緑表紙教科書では、２つの分数を共通の単位

分数で表し整数の除法で計算できることを示し、

それらの結果の規則から帰納的に導く方法がとら

れている。

ここで特筆すべきこととして、分数除は小学校

５年生（上）の指導内容になっていることである。

戦後、昭和26年改訂版の小学校学習指導要領算

数科（試案）では、分数の割り算に関する指導内

容は「分数÷整数」に限定され除数が分数の計算

は中学校１年の指導に委ねられている。

実際にこの当時は、分数除の計算は中学校１年

数学の教科書で扱われている。（資料３－３，

図－１）

(2) 外国の教科書における分数除の扱い

外国ではどうであろうか。ハワイ州の小学校算

数の教科書（資料３－４）では、「６カップの

ソースは２/３カップの何杯分か」、包含除の問題

による分割分数の考え方で説明されている。

イギリスでは、中学校の教科書に「パンケーキ

１個を作るのに１/４パックの材料が必要であ

る。７/４パックの材料から、何個のパンケーキ

が必要か」と言う包含除の問題で、数直線を用い

て説明がされている。

2002年のイギリスの国家カリキュラムでは、

キーステージ４（14-16歳）の指導内容に、「乗法

の逆数として単位分数を用いること。････分数に

整数を掛けたり整数で割ったり、また分数に単位

分数を掛けたりすること」と記されている程度

で、一般的な分数の除法は指導されなくても良い

ことになっている。植村(2002)

以上まとめると、分数除は、我が国でも歴史的

には学校５年生の指導内容であったり、中学校１

年の指導内容であった時期もあった。また、外国

でも中学校の内容とされたり、高校で扱おうとす

る国もあるのである。また、小学生には理解困難

であるから中学校の指導内容にすべきとの意見も

多く聞かれる。

我が国では現在、「分数の四則計算までは小学

校の指導内容とする」という暗黙の共通理解に

なっているようであるが、これまでの考察から、

分数除を小学校の指導内容とする確かな根拠はな

いものと判断される。

４．分数除の理解困難の実態と原因の分析

文部科学省（当時は文部省）が過去に行った調

査のなかに、小数と分数の乗法と除法の立式に関

する報告がある。

(1) 小数と分数の乗法の立式に関する調査

平成５年文部省教育課程実施状況調査問題

①小数の乗法（第５学年－B3）

１狩が650円のペンキがあります。このペン

キ0.７狩買ったときの代金はいくらですか。答
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えを求める式を□の中に書きましょう。

（□は省略）

②分数の乗法（第６学年－A2）

じろうさんは、かべをペンキでぬろうとして

います。１狩のペンキで９釈のかべをぬること

ができます。３/４狩のペンキでは、何釈のか

べをぬることができますか。答えを求める式を

□の中に書きましょう。 （□は省略）

表１「×小数」及び「×分数」関する調査結果

（単位：％）

(2) 小数と分数の除法の立式に関する調査

1997年文部省教育課程実施状況調査問題

③小数の除法（第５学年－A4）

次の図のようなパイプがあります。長さは

3.5ｍで、重さは4.2kgです。パイプ１ｍの重さ

は何kgですか。答えを求める式を□の中に書き

ましょう。 （パイプの図、□は省略）

④分数の除法（第６学年－B2)

水そうに水を入れています。２/３分間に５/

６狩の水が入ります。同じ割合で水を入れてい

くと、１分間では何㍑の水が入りますか。答え

を求める式を□の中に書きましょう。

（□は省略）

表２「÷小数」及び「÷分数」関する調査結果

（単位：％）

小数、分数に関する乗法及び除法の問題４問の

中で、正答率は27.2％、除法を意識しながら除数

と被除数が逆になる誤答例（20.1％）である、分

数除は他とは明らかに異質であることを示してい

る。

岩崎・山口（1983）は、この原因を４つの構成

要素 ①問題場面 ②除数の大きさ ③図の併記

④数値の形態 の差異によって分析している。

結論として、調査結果の差は、④数値の形態の

要因、つまり、数値が小数でなく分数であること

の違いが大きいと思われる。しかし、乗法の場合

は大差はないのであるが、除法の場合に歴然とし

た差異が生じるのはなぜであろうか、教授学的に

見て興味のつきない課題であるとしている。

考えられる理由の１つに、÷小数は割り算であ

るが、÷分数は逆数を掛ける乗法になっているこ

と、つまり計算の形式がその意味と結びつかない

ところにあるとしている。岩崎・山口(2007、p.

12）

５．分数除の学習指導改善の試案

(1) 岩崎・山口（2007）は、現行の教科書に見ら

れる分数除の指導例（資料3-1)、割合の第３用法

の問題を線分図や面積図を用いた方法は、分数除

指導には必ずしも機能していないとして、次のよ

うな対案を提案している。

わが国でとられる指導法は、比例のスキーマに

もとづいている。しかし、立式の指導では、比例

のスキーマに基づく指導より、倍概念を用いた比

較のスキーマの場面の方が、除法の立式につなが

りやすい。

また、×逆数の指導は、比例のスキーマより、

分数や除法の性質に基づく演繹的推論に基づく指

導が良い。

具体的には、「はなちゃんはリボンを３/４ｍ

もっています。ゆきちゃんは２/５ｍもっていま

す。はなちゃんのリボンの長さとゆきちゃんのリ

ボンの長さを比べましょう」のような問題提起を

行うと、比較のスキーマに基づく指導になり、

３/４－２/５， ３/４÷２/５， ３/４：２/５

が考えられ立式が考えやすくなるという。

しかし、ここには÷分数が×逆数になることを

説明する論理がないので、そこでは、

３/４÷２/５＝（３/４×20）÷（２/５×20）

＝（３×５)÷（２×４）＝（３×５)÷（４×２）

＝３/４×２/５

のような、演繹的推論によって導くと日常の経験

や量に関係しないため、その意味に惑わされず、

正答 誤答（除法） 小計

×小数 66.0 19.7 85.7

×分数 64.8 17.3 82.1

正答

誤 答

小計除数と被

除数が逆
乗法

÷小数 65.9 9.2 10.1 85.2

÷分数 27.2 20.1 18.1 65.4
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論理的にしかも比例による説明よりはるかに明瞭

に「×逆数」が説明できるとしている。

岩崎・山口（2007）の論文の主旨は、算数と数

学の接続である。接続を２つの一般化（外延的一

般化、内包的一般化）捉える立場からは、上述し

た演繹的推論は外延的一般化として算数と数学の

接続の原理に叶ったものであると言うこともでき

る。

しかし一方、この方法は文字を使って、

ａ/ｂ÷ｃ/ｄ＝（ａ/ｂ×ｂｄ）÷（ｃ/ｄ×ｂｄ）

＝ａ/ｂ×ｄ/ｃ

を証明する方法と考え方は全く同じである。分数

の意味に立ち返ることなく計算のアルゴリズムの

みが説明されることになる。小学校の教師から

は、分数の具体的な場面を通して計算のアルゴリ

ズムを説明する方が良いのではないかとの声も聞

かれる。

また、比較のスキーマで分数除を考える場合、

広い意味の包含除であり、比例のスキーマは等分

除である。立式は、比較のスキーマの問題で考え

る方が分かり易いといわれる。

竹内（2001)は、２/３÷１/４ の具体例とし

て、「２/３kgの砂糖があります。これを１/４kgず

つ袋に小分けするとき、何袋分できますか」とい

う問題を考えると、分数除の問題としての意味が

分かり易いとしている。そして解決の仕方として

２つの分数を通分して、８/12、３/12 と考える

と２袋と２/12＝１/６ 余ることは児童も理解で

きるであろう。しかし、ここには、以下のような

大きな問題点が潜んでいる。児童は、この結果を

２１
６
と考えるであろう。正しくは２２

３
である。

この方法では、1/6÷1/4＝2/3 となること、

つまり「÷分数が、×逆数となる」ことが既知で

なければならない。「÷分数が×逆数となる」こ

との説明には結びつかないのである。

教科書で包含除を用いた説明が少ないのは、こ

のあたりにも原因があるように思われる。

(2) 分数除指導のための数学的表現の改善

分数除の問題で、問題場面を文章のみで提示し

た場合と絵を併記する場合には関心の持ち方が異

なるし、分数除の構造も線分図などの図に表すと

分かり易くなる。中原（1999）も、算数や数学の

学習では、絵や図、式、学習具などの表現を有効

に活用することによって算数的知識の構成を促進

することを指摘し、ブルーナーのＥＩＳ原理を改

良して、数学的表現の特質を５つに分類し、体系

化を行っている。

（E1）現実的表現：実世界の状況、実物、具体物

などによる表現

（E2）操作的表現：学習具などに動的操作を施す

ことによる表現

(I) 図的表現：絵、図、グラフなどによる表現

(S1）言語的表現：日本語、英語など日常言語を

用いた表現

（S2) 記号的表現：数字、記号など数学的記号を

用いた表現

資料３－１の図１、図４が現実的表現、÷分数

が×分数で計算できることを示すには、図２のよ

うな面積図を用いた操作的表現がその方法を表現

している。また、図３や図５の線分図が図的表現

と言うことができる。図６が記号的表現と言える

であろう。実際の指導では、教師の言葉による説

明、言語的表現が用いられることになる。

教師から「計算はできるのだが、文章題になる

とさっぱり」ということを聞く。そして原因を国

語力の問題とされることもある。２でも述べたが

算数・数学の問題では、数学的に必要不可欠な事

柄以外は省略されるので、文章構造としては単純

で、つまずきの原因も、国語力と言うより算数的

な構造が理解できないことにあることが多い。

学習指導では、可能な限り多様な表現を用いて

問題の構造を表現するよう心がけ、児童自身がそ

のような表現ができるようになることが肝心であ

る。

(3) 分数除指導の系統性と体系化

本稿では、学生が想起した分数除の問題や教科

書等に取り上げられた問題（資料２－１，２）や

指導法について分析してきた。

その結果分数除には、乗法、除法、分数、割

合、比例の考えなどが複雑に関連していることが

わかる。指導にあたっては、まず教師が、分数除

を「数と計算」領域の指導系統の頂点にあたる内

容としてみるだけでなく、数量関係、量と測定、

図形のすべての領域との横断的な関連も見ながら
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体系的総合的に捉えておく必要がある。

図１ 分数除の系統、体系

分数除に連なるこれらの内容は、いずれも理解

困難な児童が多いと言われる。

分数除の指導にあたっては、これらの内容が、

児童にはどのように指導されてきているか、理解

の程度はどのような状態かを把握しておく必要が

ある。例えば、次のようなことが考えられる。

① まず、乗法を、倍概念として見ることができ

ること。

② 除法には等分除と包含除があり、乗法の逆と

して考えることができること。

③ 分数の種類には、操作分数（分割分数）、量

分数、割合分数、商分数などの考え方があり、

場面によって使い分けることができること。

④ 割合の考え方を理解していること。割合の考

え方には、同種の量の割合、異種の量の割合

（単位量あたりの大きさ）が考えられること。

⑤ 割合の問題に分数除を摘要し処理できること

⑥ 比例の考え方ができること。分数除を比例の

考えで捉えることができること。
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資料１－１ 分数の割り算に関する朝日新聞の投稿記事
（ )2001

「 分数の割り算は必要か」 「数や論理の理解に不可欠」

福沢 伸一（愛知県犬山高校教諭 当時） 戸瀬 信之（慶応義塾大学教授）

資料１－２ アニメ『おもひでぽろぽろ』
（原作：岡本蛍，刀根夕子、監督：高畑勲 監修：宮崎駿）

「何故数学を学ぶのか」竹内英人、岩波ジュニア新書、 より引用2001
＿＿＿ ヤエ子はタエ子のテストの点数を見てびっくりしたようすで…．

ヤエ子： 九九を初めからいってみなさい！

タエ子： 九九なんて全部いえるよ－．もう 年生だよぉ ．5 ．

lヤエ子： なら，どうして聞違えるのよ

タエ子： だってぇ－，分数のわり算だよぉ。

ヤエ子： 分母と分子をひっくり返して，かけりゃあいいだけじゃないの！学校でそう教わったでしょ！

タエ子： でも，どうして分母と分子をひっくり返すの？ ‥・ねぇ，分数を分数でわるってどういうこと？

ヤエ子： えっ？

＿＿＿＿タエ子は筆箱から鉛筆を取り出してリンゴの絵を描き始める．そのリンゴを 等分してそのうちの 個を塗3 2

りつぶしながら．

タエ子： 個のリンゴを でわるっていうのは， 個のリンゴを 人で分けると一人何個でしょう．ってこと2/3 1/4 2/3 4

でしょ．だからぁ…．

＿＿＿さらにタエ子は先ほど塗りつぶした部分を 等分して．4

タエ子： よって、一人 個ってことでしょ？1/6

ヤエ子はしばらく考えながら．

ヤエ子： 違う，逢う！ それはかけ算．

タエ子： えっ－，どうしてぇ－？ かけるのに数が減るのぉ－？

ヤエ子： 個のリンゴを でわるっていうのは…。とにかくぅ，リンゴにこだわるからわかんないのよ．かけ算2/3 1/4

はそのまま．わり算はひっくり返してかける．って覚えればいいのよ！
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資料２―１ 学生が考えた分数除の問題  

＜
4
3

5
2
÷ の具体的な問題＞  

○ 包含除  

 ・連続量：
5
2
ｍの紐を

4
3
ｍずつ分けると、

何人に分けられますか？（9 人）  

 ・分離量：
5
2
個のリンゴを

4
3
個ずつ分ける

と、いくつできますか？（6 人）  
○ 等分除  

・連続量：
4
3
ℓで

5
2
㎡塗れるペンキがある。

１ℓでは何㎡塗れるか？（11 人）  
○ 割合  

・ A さんは
5
2
㏄の水を持っています。Ａさ

んはＢさんの
4
3
倍の水を持っていまし

た。Ｂさんは何㏄の水を持っています

か？（1 人）  

・ 
5
2

m のリボンは
4
3

m のリボンの何倍

か？(７人 ) 
・ リボンを４等分して、その３個分をつな

げると、
5
2
ｍになる。もとはいくらで

しょう？（1 人）  
 

○ 距離と時間、距離と速さ  

・
5
2
㎞の距離を歩くと

4
3
時間かかった。そ

のときの速さは？（4 人）  

・
5
2
㎞の距離を時速

4
3
㎞で歩いた。その時

の時間はどれくらいかかったか？ (7 人 ) 
 
 
 

 
 
【誤答例】  

○ 
4
3

5
2
× （乗法になっている問題例）  

・   ケーキを５等分しました。そのうちの

２つをさらに４等分し、その４等分し

たうちの３切れをべつのお皿に取り分

けました。その３切れ分は全体の何個

分ですか？（4 人）  
・ Ａさんは５m の紐を持っていて、その

うちの２ｍを B さんにあげました。B
さんはその２ｍの紐を 4 等分し、その 4
等分のうちの 3 つ分を使いました。B さ

んは何ｍ使ったのでしょうか。（2 人）  
・ ２m のひもを５等分します。分けられ

た紐１本分をさらに４等分したうちの

３つは、紐全体のどれほどの長さになり

ますか？（1 人）  

・ 丸いケーキが
5
2
残っていました。残り

の
4
3
を食べようと思います。残ってい

るケーキのどれくらいを食べることに

なりますか？（1 人）  
・ 太郎君は１メートルの紐を花子さんと

２人で分けて、その
5
2
をもらいました。

そしてその紐を次郎君と分けて、そのう

ちの
4
3
をもらいました。太郎君は何ｍ

もらいましたか？（1 人）  
○ 引き算になっている問題例  

・ ロープを
5
2
ｍもらいました。このうち

の
4
3
ｍを友達にあげました。自分の手

元に残るロープは何ｍでしょうか？（1
人）  

・ 
5
2
㎡の花壇があります。その

4
3
にチュ
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ーリップを植えると残りの面積はどれ

くらいになりますか？（2 人）  
 
【難問・奇問】  

○ 
4
3
等分  

・２つのケーキを５等分し、それを
4
3
等分

したら、ケーキの何等分か？（1 人）  
・ １個のリンゴを５つにわけました。その

うちの２つを
4
3
人で分けるとすると、

１人分は何個ですか？（3 人）  

・ 
5
2
を

4
3
等分したら、どうなるか？（1 人） 

・ 
5
2
㎡の壁を

4
3
人でぬると、１人分は何

㎡になりますか？（2 人）  

・ ケーキが
5
2
個ある。

4
3
人で分けると１

人分はどれくらい？ (1 人) 

・ 
5
2

m の紐を
4
3
等分すると１つは何 m

か？（1 人）  

○ 
4
3

5
2
< （包含関係が考えにくい場合）  

・ 
5
2
ℓのジュースを

4
3
ℓずつ分けるといく

つできるか？（13 人）  

・ 
5
2
のピザがある。

4
3
ずつ分けると、

4
3
が

何個できるか？（1 人）  
 
 
 
 
 
 
 

資料２－２ 現行の日本教科書の分数除の

問題例  
（学校図書、東京書籍６年生用）  

   
 ① 2/5ｍ２のへいをぬるのに、青いペンキを

3/4dl 使いました。このペンキ１dl では、

何ｍ２ぬれるでしょうか。  
（等分除、１あたり量） 

 ② 長さが 3/4ｍで、重さが 9/5kg の鉄の棒

があります。同じ鉄の棒１ｍの重さは何

kg でしょうか。（等分除、１あたり量） 

 ③ 牛肉を 8/5kg 買ったら、代金は 2400 円  
でした。この牛肉１kg のねだんは何円で  
すか。   （等分除、１あたり量） 

④ 油 4/3 ℓの重さは 6/5kg あります。こ  
油１ℓの重さは何 kg ですか。  

（等分除、１あたり量） 

 ⑤ 自動車で 60km の道のりを走るのに、4/3   

時間かかりました。この自動車の時速を求

めましょう。  
（等分除、早さ、単位あたり量） 

 ⑥ 面積が 7/8m2 で、たての長さが 3/4ｍの

長方形の花壇があります。この花だんの

横の長さは何ｍでしょうか。  
       （かけ算の逆、○×3/4＝7/8）    
  ⑦   先生は、ソフトボール投げで、56ｍ投

げました。これは先生達の平均の 7/6 倍

に当たります。このときの平均は何ｍだ

ったでしょうか。  
（比の第３用法、○×6/7＝56） 
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資料３－１ 日本の教科書（現行）

学校図書６年生（下） 年版 東京書籍 ６年生（上）H.17

図－１ 図－４

図－２

図－５

図－３ 図－６



植村哲郎：算数・数学教材考（１）

－25－

資料３－２ 日本の教科書（国定教科書）

（ ） （ ）第３期国定算術教科書６年用 大正７年 第４期国定算術教科書５年用 昭和 年10

（ ） （第４期国定算術教科書５年用 昭和 年 第６期国定教科書 算数６年用 昭和 年)10 22
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資料３－３ 新制中学校教科書 資料３－４ 外国の教科書

図－１ 中学校数学１（教育出版、 ） 図－１ イギリス中学校教科書S.33

(KEY MATHS 7 2000 nelson thomas,2000)

ハワイ州小学校算数教科書

(MATH Scott Foresman-Addison Wesley 2002)




