
埼玉大学・教育学部・准教授

科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１２４０１

若手研究

2021～2018

数学者によるモデリングの漸次的進行を支える原場面の機能に関する実証的研究

An empirical study of functions of Gen-Bamen in mathematical modelling by 
mathematicians

１０５３３２９２研究者番号：

松嵜　昭雄（Matsuzaki, Akio）

研究期間：

１８Ｋ１３１４７

年 月 日現在  ４   ６ ２４

円     2,400,000

研究成果の概要（和文）：モデリングにおける数学の臨界について，「Grundvorstellungen」に着目すると，数
学を前提とした，数学的トピックや数学的モデルの状位について確認しておくことが検討課題となる。また，数
学者が扱う数学のモデルを区別することが検討課題となることを指摘した。
数学者を被験者とするモデリング調査から得られたデータをもとに，原場面を変数として採用した応用反応分析
マップから，数学に関係する原場面の1つを帰結として最終的結果が導かれていたものの，被験者の専門である
解析学に直接関わる数学に関係する原場面ではなかった。

研究成果の概要（英文）：In this study I discuss criticality of mathematics in modelling. Focusing on
 'Grundvorstellungen' it is a issue to check status of mathematical topics and/or mathematical 
models. In addition, it is a issue to distinguish mathematical models treated by mathematicians.
From the mathematician's mathematical modelling displayed by applied analysis mapping, it is able to
 see a node of a component based on mathematical experiences lead final result.

研究分野： 数学教育学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究課題の核心をなす問いである「モデリングにおける数学の臨界はどこまでなのか」に対して，現実に関係
する原場面と数学に関係する原場面を区別することで，数学の臨界を射程に入れた議論が可能となる。
現行学習指導要領の小学校算数科と中学校数学科の解説には，中央教育審議会答申で示された「算数・数学の問
題発見・解決の過程」が，算数・数学の学習のイメージとして掲載されている。【現実の世界】の部分を含む過
程と【数学の世界】に含まれる過程を意識することは，算数・数学の指導者にとって必要である。さらに言え
ば，算数・数学科における問題解決において意識すべき世界の規定として，本研究課題が貢献することが期待で
きる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
現実世界の課題場面からの問題設定を通じた数学的解決では，数学化の過程を経ることにな

る。数学化の過程には，モデル化過程（Blum, 1999）が内包されており，解決過程の漸次的進行

の相として捉えていくことが必要である。しかし，実際には解決過程の漸次的進行にともなうモ

デルの変容は，解決過程の中で生成される各モデルの帰結として捉えるより他なく，相として捉

えることが困難である（Blum & Borromeo Ferri, 2009; Borromeo Ferri, 2007; Stillman, 1996; Stillman 

& Galbraith, 1998）。そこで，解決過程の漸次的進行を捉えるための着想として，原場面を導入し

た（松嵜, 2001, 2008, 2015）。そして，解決過程の漸次的進行を視覚化するための手段として，教

育目標の分析，解答記述などをもとにした誤答分析，学習の質的評価の手立てとして用いられて

いる課題分析マップ（Stillman, 1996）を援用し，原場面を変数として採用し，解決過程の進行を

視覚化する方法として，応用反応分析マップ（Applied response analysis mapping）を考案した（松

嵜, 2008; Matsuzaki, 2011）。 

モデリング・サイクルには，数学の世界と

数学の世界の残り（rest of the world）が示され

ている（Blum, 1983; Blum & Leiß, 2007）。モデ

リング研究では，このようなサイクルをもと

に議論を展開しているが，そもそもモデリン

グを規定する根幹である数学の臨界について

議論は十分なされていない（図 1）。本研究課

題の核心をなす問いは「モデリングにおける

数学の臨界はどこまでなのか」というもので

ある。解決過程の実際を視覚化する方法であ

る応用反応分析マップには，解決者の原場面

を反映させている。現実に関係する原場面と数学に関係する原場面を区別することで，数学の臨

界を射程に入れたモデリングの議論が可能となる。 

本研究課題では，数学者を被験者とするモデリング調査を実施し，モデリングの規定の根幹で

ある数学の臨界を明らかにすることで，モデリング研究の新たな展開を目指している。管見によ

れば，現実世界の課題場面からの問題設定やモデリング研究において，数学者を被験者とする調

査は国内外の数学教育研究で行われていない。モデリング・サイクルには数学の世界と数学の世

界の残り（rest of the world）という 2 つの世界が示されているけれども，根幹である数学の臨界

について議論はなされていない。本研究課題の核心をなす問いである「モデリングにおける数学

の臨界はどこまでなのか」に対して，現実に関係する原場面と数学に関係する原場面を区別する

ことで，数学の臨界を射程に入れた議論が可能となる。 

現行学習指導要領の小学校算数科と中学校数学科の解説には，中央教育審議会答申で示され

た「算数・数学の問題発見・解決の過程」が，算数・数学の学習のイメージとして掲載されてい

る（文部科学省, 2018）。【現実の世界】の部分を含む過程と【数学の世界】に含まれる過程を意

識することは，算数・数学の指導者にとって必要であることは言うまでもない。さらに言えば，

算数・数学科における問題解決において意識すべき世界の規定として，本研究課題が貢献するこ

とが期待できる。 

 

図 1 Modelling cycle 

（Blum & Leiß, 2007, p.225） 

数学の臨界はどこまで？ 



２．研究の目的 
研究目的は，現実世界の課題場面からの問題設定を通じたモデリングにおいて，解決者である

数学者が想起する原場面の機能を分類・整理することである。 

（1）現実世界の課題場面からの問題設定を通じたモデリングの漸次的進行の様相を明らかにす

る。現実世界の課題場面からの問題設定を取り上げる場合，解決者が設定する問題や解決のアプ

ローチは多様であり，成功的な問題解決ばかりではない。当然，モデリング・サイクルに示され

ている解決過程は，理想的な解決過程や成功的な問題解決の過程であって，実際の解決過程の様

相とは異なる。近年のモデリング研究では，場面モデルを組み入れたモデリングを参照すること

が多く，場面モデルの重要性が指摘されている（Blum, 2009; Borromeo Ferri, 2007）。場面モデル

は数学の世界の残りにのみ位置しているが，原場面は数学の世界にも位置するものもある。つま

り，原場面は，場面モデルの射程を広げ，モデリングの実際をより詳細に捉えることを可能にし

た。そして，モデリングの記述的枠組みとして，考案した応用反応分析マップにより，解決過程

に対する原場面の関与を視覚化することに成功した（Matsuzaki, 2011, 2014）。 

 

 
図 2 A typical applied response analysis map（Matsuzaki, 2011, p.500） 

 

（2）これまでの研究で，中後期フッサール現象学の方法のうち，志向性と「ノエシス－ノエマ」

構造に注目して，モデリングにおいて原場面に着目する意義について哲学的考察を行った。そし

て，原場面の機能として，ノエシス的側面である作用とノエマ的側面である対象の総合的な働き

である地平機能と，過去のノエシスを振り返る働きである反省機能を同定した。そして，これら

の原場面の機能について，モデリングの漸次的進行に対する影響について考察した。これまでの

研究で，原場面の役割については考察してきているが，解決過程の漸次的進行を支える原場面の

機能については十分捉えきれていない。これまで実施してきたモデリング調査の結果より，解決

者が解決に用いる数学は，各被験者が有しているであろう数学的知識・技能を超えて適用される

ことはない。数学者を被験者とするモデリング調査を実施することで，特に，数学に関連する原

場面の役割を視点とした，原場面の機能について補完していく。 
 
３．研究の方法 
研究方法は，数学者にモデリング調査に協力頂き，発話思考法による問題解決を依頼し，再生

刺激法により事後インタビューを実施する。得られたデータをもとに，原場面を変数として採用

した応用反応分析マップを作成し，質的分析を行う。被験者は，解析学を専門とする埼玉県内国

立大学教員 NY である。 

 
４．研究成果 

（1）本研究課題の核心をなす問い「モデリングにおける数学の臨界はどこまでなのか」に対し，

ドイツの Werner Blum が関わる図式を参照して，検討すべき課題について考察をおこなった。

「Grundvorstellungen」は，「現実性に関連して証明すること」のはじまりとなる数学的モデルに

連なるものであり，数学的トピックにまつわる個々のモデラーにとってのイメージに起因する

マップ上に表示する変数や記号 

数学以外の変数（○） 現実に関係する原場面（◎） 

数学的変数（●）   数学に関係する原場面（ ） 

解決が停止した場合（ ] ）    最終的結果（■） 



ものである。数学を前提とした，数学的トピックや数学的モデルの状位について確認しておくこ

とが検討課題となる。モデル化の漸次的進行に関与する場合がある場面モデルや場面の心的表

象に着目すると，各モデラーの経験への配慮が必要となる。これから，モデリングにおける数学

の臨界を特定していく際，「数学者にとって数学の研究はリアル（例えば，西郷（2018）は動

的なものと表現している）であったりもする」（松嵜, 2019, p.48）ため，数学者が扱う数学の

モデルを区別することが検討課題となることを指摘した。 

（2）数学者 NY を被験者としてモデリング調査を実施した。数学者 NY には，発話思考法によ

る問題解決を依頼し，再生刺激法により事後インタビューを実施した。そして，第 1 回目モデリ

ング調査から得られたデータをもとに，原場面を変数として採用した応用反応分析マップを作

成した（図 3）。作成した応用反応分析マップから，問題解決に複数の原場面が関与し，数学に

関係する原場面の 1 つを帰結として最終的結果が導かれていたものの，被験者の専門である解

析学に直接関わる数学に関係する原場面ではなかった。 

 
図 3 第 1 回目モデリング調査から得られたデータにもとづく 

数学者 NY の応用反応分析マップ（Matsuzaki, 2019） 
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