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圏垂懲
本研究では、子どもの現状・理科教育の現状・社会の要請を受け、科学を学ぶことの有用

性を子どもが実感できる学びを求めた。

これまでの理科教育にぉいても、生活との関連を重視した学習か行われてきているか、各

種調査から、事象の性質・規則性と生活とのかかわりを十分に自覚できていないと明らかに

なった。その要因を、理科で扱う性質・規則性と生活の事象に見られる事象の性質・規則性

ガぴったりとは重なっていないためととらえた。生活にぉいては1つの性質・規則性に他の

要因も複合されたものとして利用されているからである。

「自然科学科」では、い＜つかの要因が複合された対象に「科学的な概念と人々の生活と

のかかわりを見出そうとする力」を働かせて、生活の中に生かされている科学を見出そうと

追求に向かい、「科学と生活とを関係づけ、その有用性を実証する力」を働かせて、性質や

規則性が生かされていることを見出してい＜ことで「科学の有用性」を実感する子どもの姿

の具現を求めた。



Ⅰ 子 どもが ｢ 科学｣ を自ら創り上げて い く自然科学科

1 . ｢ 創造的な知性を培う｣ 自然科学科の 学び

新設教科 ｢ 自然科学科｣ で は理科 で 扱う性質や規則性と
､ それが生 活に取り入れ られ る際に複

合され る要素も合わせ て学習 の 対象と し て 取り上 げて い く ｡ 性質や規則性が複合さ れた形で 生活

をより便利に し て い る こ とを見出し て い く学び を目指 し て い く｡

生 活場面の 事物 ･ 現象に は
､ 理科の 学習 で扱われ て い る 自然 の事物 ･ 現象の 性質や規則性が単

独 で利用され て い るもの は少なく ､
い く つ か の性質や規則性が複合さ れ て 利用 され て い る ｡ そ の

た め
､

ひと つ の性質や規則性 の 視点から生 活場面 の 事物 ･ 現象を理解 して い こう とすると有用性

の 実感 へ と つ ながりにく い
｡ 自然科学科 の授業 で は

､ 性質や規則性を生 活の個 々 の 事象に合わせ

て
､ 他の 要素と関係付け て い くこ と で その 働きをと らえ て い こうとする姿を求め て い く ｡ そ こ で

､

自然科学科で培う創造的な知性 を ｢ 自然の 事物 ･ 現象の性質や規則性を生 活の 中で と らえなおす

学 び｣ と押さえ ､ 自分たちの 生活に と っ て の 科学 の 有用性 を実感 し
､ 科学 に つ い て の 新たな概念

･ 価値観を形成 して い く姿を期待 した｡

2 . 自然科学科で は ぐくみた い ｢科学的な感性｣ ｢ 科学的なもの の 見方 ･ 考え方｣

｢ J 逗 的 朱 性を ｣ 白秋科学科の 学び

白秋 の 事物 見象の性質や規 j 性を生 舌の 中で

と え おす学び

科学的 ものの 見方 考え 方

科学的 戚 性
科 1 ≠

l 科 木
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別御する ･ 総合｢伽二判

自然 の 事物 ･ 現象にかか わり､ 観察や実験 によ っ て そ の 性質や規則性を見出 し て きた子 どもた

ち は
､ 生活の 中の 道具な ど の事物の 提示等を受け､ その事象に性質や規則性 が利用され て い る の

か検討する ｡ しか し
､ 事象の は たらきや仕組みか ら は利用さ れ て い る と予想 で きて も

､
生活の 中

の 事象は別な要素 と複合され
､

どの よう に利用され て い る の か は見出せ な い
｡ ｢ 科学 的な感性｣

を働 かせ て ､ 自分が見出し て きた性質や規則性が生 活の 中に見られ る事象の 中で ど の よう に利用

され たり位置 づ い たりし て い る の かと問 い をも っ て い く ｡ こ の 間 い の 解決 に向かう ため に
､ 比較

する
､ 関係付ける

､ 条件を制御する
､ 見出したもの を関わらせ て 総合的に判断する と い っ た ｢ 科

学的なもの の 見方や考え方｣ を働 かせ て い く ｡ そ し て ､ 利用に合わせ て 性質や規則性が別な要素

と複合され る こ とで有f 馴生が あるもの にな っ て い ると認識され て い く ｡ そ の こ とが
､ 新 たな概念

や価値観 を創り上 げ､ 科学を生活に生か し て い く創造的な知性 へ と つ なが る の で ある ｡
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3 . 創造的な知性を培う自然科学科の 学習過程

(1) 自然科学科の 学習過程

(2) ｢科学的な感性｣ ｢科学的なものの 見方 ･ 考え方｣ を働か せる支援

① ｢ 科学的な感性｣ を働かせ るた め の 支援

事象の 性質や規則性を見出し て きた状況 で
､

生活の 中 にある複合的な事象を教材と し て 取

り上 げる ｡ 子 どもは
､ 他 の 要素と複合され て 利用され て い る生活の 中の 事象を見て い くが ､

見出し てきた性質 ･ 規則性と 同じもの で あるか どうか判然と しな い ｡ そ の ため
､ 性質 ･ 規則

性が生活の 中の事象と ど の よう にかか わ っ て い る の か を明らか に しよう と意欲を高め
､ 両者

の重 なりやずれか ら問 い をも つ
｡ そ こ で

､
生活の 中の事象を実験 の 場 に持ち込める よう ､ 実

験方法や実験用具を提示 したり ､
モ デ ル化を促 したりする こ と で

､ 見通 しを持 っ て解決 へ と

向かえるよう支援する ｡

② ｢ 科学的なもの の 見方 ･ 考え方｣ を働かせ る支援

複数 の 事象の 提示や ､ 追求過程 で の交流を促す｡ そ の こ とによ り比較 ･ 関係付 け ･ 条件 の

制御と い っ た科学的なもの の 見方や考え方を働かせ て
､

生活の 中の 事象に生かさ れ て い る性

質や規則性 の 利用 の 仕方を多面的に見出す ｡ それ らを関わ らせ て総合的に判断し て ､ 生 活に

合わせ た工 夫により科学が利用さ れ て い る こ と の 有用性が実感 で きるようにする ｡

(3) 評価に つ い て

① ｢ 科学的な感性｣ ｢ 科学的なも の の 見方 ･ 考え方｣ の 評価

･ 単元前後に実施する コ ン セ プ ト マ ッ プ の 比較から
､
ラ ベ ル の 増加数 ･ つ なぎ語の 変化 を評価

･ パ フ ォ
ー

マ ン ス テ ス ト による概念の 応用を評価 ･ 振 り返りの 記述か ら の評価

②学習内容 の 獲得 に つ い て の 評価

･ 市販 ､ 自作評価テ ス ト による評価

･ 単元前後に実施する コ ン セ プト マ ッ プの 比較から
､
ラ ベ ル の増加数･ つ なぐ言葉の 変化を評価

4 . カ リキ ュ ラ ム編成の視 点

○幼稚園 ｢ かが く｣ ･ 小学校 ｢ 自然科学科｣ ･ 中学校 ｢ 理 科｣ ｢ 科学 / 技術科｣ の 活動単元関連

表の 内容連携 の 4 つ の柱 に関連させ た内容を位置 づ け ､ 1 2 年間 で形成され る概念に向けて 各学

年の単元を配当 して い く｡
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Ⅱ - 1 実践の 概要
第 3 学年

｢ 太陽 の動きとは たらき｣

1 ･ 事象の 性質 ･

規則性を生活との かかわ りから見出して い く 自然科学科の 学び

本単元 で は
､ 理 科の 学習内容で ある ｢ 目 なた と日 か げの 違 い｣ ｢ 太陽の 動きと 日か げの 位置 の

変化｣ に加え ､ ｢ 太陽の は たらきを生活 に生 かす工 夫｣ を取 り上 げる ｡

太陽の 動きや はた らきを生 活と関連 づ けて 追求し て い く こ と に より､ ｢ 明るくする
､ 暖かくす

る｣ と い っ たは たらきを実感 で きたり
､ 太陽 の はたらきを取り入れ る ため の 工夫 に気 づ い たりす

る姿が期待 で きる ｡

生活場面を想起し なが ら
､ 太陽 の はたらきが生活に ど の よう に利用さ れ て い る の かをとらえて

い こうと し て
､ ｢ 科学的な概念 と人々 の 生 活と の か かわ りを見出そう とする力｣ を働かせ て 太陽

の動きと建物 の構造 ( 窓の 大きさ
､ 向き ､ 日よけの 設置) が ど の ように関わ っ て い る の か と問 い

をもち､ ｢ 科学と生 活と を関係 づ けて
､ そ の 有用性を実証する力｣ を働かせ て

､ 太 陽の 働きは
､

建物 の 構造 によ っ て 室内 の 日なた と日か げの できか たが変わ っ て くる こ とを で 生 かさ れ て い る こ

と を見出すよう単元を展 開し て い く こ と で
､ 単に自然 の性質や規則性を理解する だけで は なく ､

生活に合わせ た工 夫もある こ とに気づ い て い く姿を願 っ て い る ｡

それ により､ 自然 の 性質や規則性を生 活の視点から とらえなおす こ とによ っ て 生 活の 中で より

よく利用し て い こう とする姿を求め た｡

2 . 単元の 構想

(1) 単元の目標

陰 の で き方 の 観察や 日なたと 日か げの 比較か ら太陽 の動き の 規則性や太陽光 の 働きを明らか

にし て い く中で
､ 太陽は規則的に移動 し

､ 明るさ と温度 の 違 い の ある日 なた と日か げを つ くる

こ と理解 し
､ 人は規則的な太陽の 動きとその 働きを光の 取り入れ方を工夫 した り光をさえぎる

もの を利用したりし ながら生活 し て い る こ と に気 づく ｡

(2) 追求の構想 (1 0 時間)

1 次 太陽の動きとか げ

日 なたと日 かげで は ど の くら い 温度が違う の だろうか

日なたは明るくて 暖か い 時刻 によ っ て 温度も違 っ て い た

日 なたと 日か げで は水の 温まり方がぜ んぜ ん違う太陽 の パ ワ ー はす ご い ん だ

◎太陽 の パ ワ
ー をよりよく利用するため に太陽の 動きを調 べ て い こう

2 次 太陽の 動きと利用の仕方

太陽の 動きを観察し て 校舎 モ デ ル に記録し て い こう

太陽が当た るか ら教室は明るくて 温度が上 が るん だな

学校の中にも温度が高低がある 教室の窓の向きや窓の大きさで温度が違 っ て い る

◎教室の 温度は窓の大きさや 窓の 向きが どの よう に関係 し て い る の だろう か ｡

太陽の 方角と壁や 窓の 位置 で 日なたと 日かげの場所が決まるん だ

3 次 これからの太陽の利用の仕方

太陽の働きは自分の 工夫次第 で よりよく利用 で きるん だな
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3 . 授業の 実際

(1) 太陽の パ ワ ー

つ てすご い んだな

ひまわりや ホウ セ ン カ を観察 しなが ら世話を続ける子 どもたち ｡ ｢ 植物が 大きく育 つ ため に

は日光が当た る こ とが大切 だ｣ と太陽 の は たらき に目を向け て きた子 どもたち｡ ｢ 日が当た ら

な い と だめ な の は どう し て ? ｣ と たずね て み た ｡ する と ､ ｢ 目 なた はあ っ た か い け ど
､ 日か げ

は涼し い から｣ と生活経験から 日な たと 目かげの 温度 の 違 い は当然 の こ とと し て考えて い る ｡

しか し
, ｢ ど の くら い 温度が違う の ? ｣ と重ね て たずねる と ｢ す ごく違う｣ と漠然 と しか答え

られ な い
｡ 日な たと目か げの 違 い を調 べ て い こうと

､ 実際

に計 っ て みる こ とから学習が ス タ
ー

ト した｡

目 なたと 日か げの 両方 の 温度を計り終えた達也さ んは
､

｢ 日か げの 中 にも温度が違う と こ ろ があ っ た｣ と記録 にま

とめ
､

わずか な違 い に目を向けて きた ｡ 既知識か ら違 い は

あ っ て当然と考え
､

わずか な明るさ の 違 い に着目し て 捉え

て くる達也さ ん ら し い 観察 で ある ｡ 春香さ ん は
､ 時間を変え て の 2 回の 計測 の後 ､

｢ 目 なた は

時間によ っ て も温度 の 変化が大き い｣ と大きく変化する こ とに目を向け て きた｡

コ ン ク リ
ー

ト の 上 に置 い た温度計が4 0 ℃を超え て い る の に驚 い き ｢ すご い こ ん な に高く な っ

て る｣ と太陽 の働き の 大きさ に目を向けて きた子 どもたちも い た ｡

そ んな子 どもたちの 姿を見て
､ 太陽が どれだけ温度を上 げる の かを実感させた い と考えた ｡

そ こ で
､ 水 を入れ た ペ ッ トボ ト ル に黒 い 画用紙を巻き ､ 目なた と日か げに数時間置 い たもの を

子 ども たち に提示した ｡ まず目なた の ペ ッ トボ ト ル に温度計を差込み どん どんと温度が上 がる

様子を見て ､ ｢ 目なた に置 い たもの はす ごく温度が 高 い｣ と歓声を上 げた ｡ 目なた の ペ ッ トボ

ト ル の 水を少 しず つ 手にかけた達也さん は ｢ ア ツ チ｣ と
一

瞬手を引 っ 込め たが ｢ お風呂の お湯

み た い にあ っ たか い｣ とそ の 温度 の 高さ にび っ くり した様子 だ っ た ｡

温度 を計る 春香 さ ん 手 を つ ける 達也さ ん

太陽によ っ て 温めら れ た水の 温度 の 高さ に び っ くり した子 ども たち は ､ ｢ すご い パ ワ ー だ｣

と 口 々 に つ ぶ や い て い た｡ 目 なた にお ける太陽 の パ ワ
ー

を捉えて きた姿 で ある ｡ そ こ で
､ ｢ こ

ん な太陽 の パ ワ
ー

を侍 っ て い るもの っ て な い か な ? ｣ と生 活場面 の 想起 をうながす と
､ ｢ 太陽

の 力を使 っ て い るもの には洗濯物が ある ｡｣ と ノ ー

ト に記述 して きた達也さ ん ｡ ｢ 家の 庭 は南向

きだか ら い い っ て お父さんが言 っ て た｣ ､ ｢ 金魚鉢 は朝だ け明る い 東側に置 い て い る｣ と生 活の

中で 太陽の パ ワ
ー

を生 か て い そう だ と例 を挙げて き た｡ ｢ 学校も太陽 の パ ワ
ー

を生 か し て い る

の ? ｣ と聞くと
､
｢ 教室も太陽 の パ ワ ー で 温度が変わ っ て い る か ら生 か さ れ て い そう｣ と言う

発言か ら
､

生 活や学校 で も太陽の はた らきが生 か され て い る か調 べ て い く こ とに した ｡
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( 2) 教室の温度が違う のは窓の向きに関係 して い るん じ ゃないのかな

太陽 の は たらきが 生か され て い るか を どの よう に調 べ て い

くの か を話 し合 っ た ｡ 太陽 の 光の 当たり方を見るた め に
､ ま

ず太陽の 動き観察し て い く こ と に した ｡ 校舎模型 に太陽の 動

きモ デ ル を取り付 けなが ら記録し て い く こ とを提案した ｡ 立

体 だと分かりや す い と
､ 意欲的に観測を始めた子 どもたち､

一

日 の 観測を終え て ｢ 太陽は分度器型に動く｣ 等と発言 し て

きた ｡
モ デ ル を見 なが ら ｢ 太陽は い つ も校舎より南側にある ､

校舎 の後 ろ の ほう には行かな い｣ と教 師に伝える達也さん ｡ 太陽の 動きがは っ きりし て きた状

況で 動きと学校 で の 生 活を つ なげて 考えるよう に促 した ｡ ｢ 教室 は い つ も太陽があた るか ら暑

い｣ と発言する春香さ ん ｡ 太陽の 動きと目 の 当たり方や温度を結ん で きて い る姿で ある ｡

教室 の 暑さ に つ い て の 発言が続 い た と こ ろ で
､ ｢ 校舎の 中にはも っ と暑 い と こ ろもあるよ｣ ､

｢ 逆に涼 し い と こ ろもある よ｣ と口 々 に言う子 どもたち ｡ ｢ 教室もも っ と涼 し い 方が い い の に｣

と太陽の パ ワ
ー

で 温度 に違 い がある こ と に目を向けて きて い ると評価 し
､ 実際 には どの 位の 温度

差が ある の か を比 べ るため に
､ 校舎内の 温度を調 べ て みる こ と にした ｡ 春香 さん は普段 から涼 し

い と感 じ て い る保健室 の 前の廊下 を調 べ て みる こ と に した ｡ 達也さん は体育館 の 渡り廊下 を調 べ

る こ と にした ｡ 調 べ て教室に戻 っ て きた春香さ んは ｢ 保健室も保健室前 の廊下 も温度が低 い
｡ そ

れ に比 べ て教室は暑 い｣ と記述 した ｡ 達也さ ん は ｢ 実際 に計 っ た ら理科室前や保健室が涼 しか っ

た ｡ 渡り廊下 が それ ほ ど涼しく か ､ の は予想外 だ っ た｣ と記述 し てきた ｡ 計測 の 結果を校舎図に

シ ー ル で はり
､ 涼 し い と こ ろと暑 い と こ ろ の 分布を見ながら ､ 温度差が生 じる要因を考えて み る

【達也さん】

涼し い の は学校 の 北側 の 方で
､ 暑 い の は南

側だ ｡ 部屋 の 向き に よ っ て そ こ の 温度 の 違

い が出 る ん じ ゃ な い かな ｡

こ とに した ｡ 窓の無 い ロ ッ カ ー 室を調 べ た仲

間が ｢ 窓の無 い ロ ッ カ
ー

室は ひんやり して い

た ｡ 窓が関係 し て い る ｡ ｣ ｢ 中央階段は ガラ ス

張りだ けどそ んな に暑くな い よ ｡｣ な ど の 発

言を受け､ 校舎内の 温度と校舎 の つ くりを つ

なげて みる よう促すと
､ 達也さ んと春香さ ん

は次 の よう に記述し て きた ｡

【春香さん】

保健室が涼しい の は西側 に あ っ て 日が当た

らな い から で
､ 窓 の向 い て い る 方向で 温度

が決ま る ん じゃ な い の かな

普段 ､ 体感 をし て い る学校内 の 温度 の 違 い を太陽 の働きにか かわらせ なが ら ､ 科学的な感性

｢ 人々 の 生活と科学と の かか わりを見出す力｣ を働かせ て
､ 太陽 の 温度を変える パ ワ

ー を生 か

すため に暑 さに違 い が出る原因を探ろ うと
､ ｢ 教室が暑 か っ たり涼 しか っ たりする の は 窓の 向

きや大きさが どの よう に関係 し て い る の で は か ､ か｣ と問 い をも つ 姿で ある ｡ そ れぞれ の 予想

を出 し合 い
､ 窓の 向き ･ 窓の 大きさ ･ 目をさ けるもの ( ブライ ン ド等) と教室 の 温度の 関係に

つ い て 調 べ て い こうと意欲を高め て きた子 どもたちで ある ｡
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(3) 温度の違 い はモデルの 中に入る光に関係 して い るん だ

太陽 の動きを生活 にうまく生 か し て い くため に は どう した ら い い かをさ らに考え て い くため

に
､ 窓の大きさや 向きブ ラ イ ン ドの つ け方か ら温度 の 違 い を調 べ て い く こ とにした ｡ 窓の大き

い もの ･ 小 さ い もの
､ 窓にブ ラ イ ン ドを取り付けた モ デ ル を提示 し ､

どの ように置 い て 実験 し

たら よ い の かを話 し合 っ た ｡ 窓の 向きによ っ て 温度 に変化が出る の で は な い かと考えた子 ども

たちは
､ 東西南北 に窓を向けて 確かめ て い きた い と考えて き

た ｡ 自分の 予想と実験 の 条件 とを重ね て 見通しを持 っ て きた

こ とを受けて 実験 を開始した ｡ 実験 は 2 分おきに 6 回の 計測

を行 っ た｡

涼 しさ に関心を持 っ て い る達也さ んは北側に向けられ た モ

デ ル を ､ 保健室 の 温度 に関心を持 っ て い る春香さ んは西向き

の モ デ ル を中心 に観察し て い た ｡ 北側 に比 べ て 南側 の温度が高くな っ て きて い る こ とをとらえ

て きた達也さ ん に
､ ｢ モ デ ル の 中も見 て 理 由を考え て みよう か｣ とう なが した｡

モ デ ル の 中を

の ぞき ｢ 光が 入 っ て い る ｡ や っ ぱり日光かな
､ 向きか な｣ と つ ぶ やく達也さん｡ 温度 に差が出

て い る こ とをモ デ ル に差 し込ん で い る 日光と 関係付けて 考え てきて い る ｡

窓 の 向 き 東 西 南 北

窓の 大きさ 大 小 大 小 大 小 大 小

上 昇 温 度 8 7 6 6 9 9 7 7

実験を終え､ 達也さん は ｢ 南が暑く て
､ 北が涼し い か ら ､ 向きが関係し て い る｣ と記述 し

､

春香さ んは ｢(実験結果か ら) 向き の ほうが 関係 し て い る と思 い ます｣ と記述し て き た｡ 窓の

大きさも関係 し て い る と予想 し て い た の に
､ 実験 で は証明 で きなか っ た｡ ｢ 実際の 部屋 だ と窓

の 大きさも関係ありそう な の に｣ と納得 い か か ヰ どもたちの つ ぶ やきを受け､ 再 び窓の 大き

さ だけを変えた実験をお こ なう こ とに した｡

窓の 大き い もの と小さ い もの を太陽の 方向に向て
､

実験を行 っ た｡ 温度 に違 い が 出る の か
､ 中を観察 しな

がら変化を見守る子 どもたち｡ 窓の大きな モ デ ル の 方

が早く温度が上 が り始め た の を見 て
､ ｢ 中を見る と部

屋 の 中 に明る い 部分と 陰にな っ て 暗 い 部分がある ｡ 窓

が大き い と明る い から温度も上 が るん だ ｡ 部屋 に で き

て い る陰の 大きさ も違う ｡｣ と達也さ ん｡ 春香さ ん は 2 ℃ の 温度差が出て い る モ デ ル の 中を
､

比 べ るように観察 し て い た ｡ 実験を終え ､ 実験 の 結果か ら分か っ た こ とをまとめる場 を設定 し

た ｡ ｢ 窓の 大小 に関係ある と思 い ます｡ 中を見た ら
､ 明るさがちが い ました ｡｣ と ノ ー

ト に記述

し て きた｡ 達也さん は温度 の 変化と陰の 大きさや 日光の差 し込 む量を関係付け､ 春香さん は窓

の 大きさ による 明る さ の 違 い をわずか な温度変化と関係付 け､ 教室 の 温度 に違 い が出て い る こ

と を捉え て きた ｡
こ の 実験結果をもと に実際 に生 活し て い る教室 の 温度 の 違 い へ と目を向け､

湿度 に違 い が出る の は ､ 生 活の 中で は部屋 の 窓の 大きさや 窓の む い て い る方角によ っ て 部屋 の

中に できる影や部屋 に差 し込む日光の 量によ っ て 温度 に違 い が出て い る こ とを捉え て きた ｡
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(4) こ んな家があ っ た らい い な

自然科学科 で は自然 の 事物 ･ 硯象 の 性質や規則性 を生 活の 中に生か して い く力を求め て い る ｡

本単元 にお い て も､ 子 どもが太陽の はた らきを生 活場面 に どの よう に利用し て い ける と考えて

い るかを パ フ ォ
ー

マ ン ス テ ス トを用 い て 評価した ｡ ｢ どの 季節 で も快適 に過 ごせ る 『夢 の 家』

を設計 しよう｣ と い う課題を出 し､ 描画法による評価を行 っ た ｡ 太陽 の は たらきを生活場面に

適応させ
､

どの よう な家が快適な の か を考える こ と で
､ 科学的な概念が生きて働く力と して 形

成さ れ て い る の か を評価 し て い く こ とをねら っ た｡
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夏と冬で部屋 の 向きを変えたり､ 暑

い 夏で は部屋 の 窓に ブライ ン ドを取

り付 けたりし て 部屋 の 中 に影を つ く

る こ と で 涼しくしよう と し て い る達

也さ ん の 夢の 家

夏は北向き
､ 冬は南向きと最も温度

変化が出やす い 条件を選ん で
､ 家の

向きが変わる よう に設計 され た春香

さ ん の 夢の 家

こ の よう に
､ 自分なりの 工夫を加えなが ら ､ 快適 な温度 で過 ごすた め の 工夫と し て

､ 太陽 の

は たらきを利用 して い こうと し て い る姿が評価 で きる ｡

4 実践を振り返 っ て

○目 なたと 日かげに温度 の 違 い がある こ とと
､ 校舎内の 教室 によ っ て 温度が違う こ ととが関係 し

て い る こ とは子 どもにと っ て 同
一

の 現象で あると は目が 向きにくか っ た｡ 生活場面を想起 し､

生 活の 中でも太陽の 働きをうまく取り入れ て い る事象が ある こ と に目を向け､ 取り入れ方は太

陽の 動きと関わりがありそうだ と予想し て きた ｡ そ の 状況を受けて
､ 実際 に太陽の

一

日 の 動き

を観察する こ と
､ 校舎内の 暑 い 場所や涼 し い 場所 の 温度調 べ をする こ と で

､ 窓の 大きさや向き

が教室 の 温度 の 違 い と関係がありそう だと科学的な感性を働かせ て 問 い をも つ こ と に つ なが っ

て い っ た ｡

○実際の 教室 で の 温度調 べ の 後 ､ 教室 モ デ ル を提示する こ と で
､ 教室 の 窓の大きさや向きと い っ

た条件に合わせ て ､
モ デ ル を どの よう に置 い て実験 して い けばよ い か

､ 自分は置かれ た モ デ ル

の どれ を選ん で 比較 し て い けば予想を確かめ られる かと い っ た条件制御 にかか わるもの は教師

の 提示や促 しにと どま っ た ｡ 今後 ､ 3 年生段階 で 求める科学的なもの の 見方や考え方を ど こ に

設定する の か検討 し て い く こ とが必要 である ｡ ( 鈴木 昭人)

- 86 -



Ⅱ
- 2 実践の 概要

第 5 学年

｢ て こ の仕組 み と働き - てこ の きまりと道具の 工夫 - ｣

1 . てこのきまりを道具の中に見出し､ 道具の工夫と関係付けて道具の働きをとらえ直していく学び

本単元 で は
､
理科の ｢ て こ の きまり｣ の 学習内容 に道具の 工 夫を入 れ込ん で い く｡ て こ の きま

りを見出 して きた状況 で ､ 生 活の 中で使 われ て い る道具 の 働き を試 し
､ 自分たちが見出した て こ

の 仕組み と働きと の 異同を話 し合 っ たり
､ 道具 の 中の て こ の きまりを モ デ ル 図に表したりする活

動 を組織する こ と で
､ 科学的な感性を働 かせ て

､
道具の 中の ど こ に て こ の きまりが利用され て い

る の か見通 しをも っ て くる ｡ そ して
､

て こ の きまりが 道具に どの よう に利用さ れ て い る の かを道

具の 働き を表すモ デ ル を使 っ て実際 に調 べ
､ 調 べ た結果をもと に互 い の 考え を交流する活動を組

織する こ と で
､ 科学的なもの の 見方 ･ 考え方を働かせ て

､ 道具 の 中の て こ の きまりを明らか にし ､

て こ の きまりと道具 の 工夫と を関係付 け､ 道具 の 働きを とらえ直 し て い く姿を期待 した｡

2 . 単元 の構想

(1) 単元の 目標

棒を使 っ た力比 べ やもの を持ち上 げた時の 力の 大きさ の 違 い をもと に て こ の仕組み や働き ､

きまりを調 べ
､ て こ の きまりが道具に ど の よう に利用され て い る の か を明らかに し て い く中 で

､

身の 回りの 道具は て こ の きまりをよ り効果的に生 かす工 夫が なさ れ て い る こ とを理解 し､ 道具

の 仕組みや働き に合 っ た使 い 方が で きる こ と に気 づく｡

(2) 追求の構想 (1 5 時間)

1 次 て こ に働く力と て こ の きまり

2 次 て こ の きまりと利用 の仕方
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2 . 授業の 実際

(1) て こ のきまりが分か っ たぞ

1 . 2 m の 体操用棒を使 っ て 力比 べ をした子 どもたち｡ 棒を引 っ

張る と どう し て も力 の 強 い 子が勝 つ
｡ しか し ､ 棒を木に当て て

押 したり､ 棒 を鉄棒 に の せ て 力を加えたりすると力の 弱 い 子で

も勝 て る ｡ 子 どもたちは
､ 棒を木や鉄棒 に当て る位置 (支点)

によ っ て勝 っ たり ､ 負けたりする こ とを見 つ けて きた ｡

勝 っ た ｡ 力

が少なく て

すむ ｡

つ り合う時は力が同 じと考えて い た裕子さ ん は ､ 力の 強 い 人を動か したり
､ 自分より重 い 人

を持ち上 げたりした時に体感 した手応え の 違 い か ら ､ て こ の 仕組み と働き に目を向け､ 支点か

ら の 長さ の 違 い が つ り合 い に関係 して い る の で はな い か と考え始め た ｡ 裕子 さん は
､

重 い もの

を持ち上 げる の に手応えが どの くら い 違う の かを 4 kg の おもりを使 っ て 調 べ て い く こ と に した ｡

裕子さん は
､ 4 kg の おもりを棒に ぶ ら下げる位置(作用点) や 力を加える位置( 力点) を変えな

が ら手応えを確 かめ ､ 手応え の 違 い を 4 kg ､
2 k g , 1 kg , 50 0 g の お もりを使 っ て 調 べ 始め た ｡

調 べ て い く中 で
､ 棒の 重さ だ けで もおもりが持ち上 が る こ と に気 づ い た裕子さ ん は

､ ｢ 持ち

上 げる の に必要な力 を調 べ る には
､ 最初に棒を平ら に しな い と比 べ られ な い よ ｡｣ と仲間に話

しかけた ｡ そ して ､ 支点を棒 の 真申 にし て
､

4 kg の おもりを軽 い おもり で持ち上 げるときの 支

【マ イ て こ】

点か ら作用点 ､ 力点ま で の 長さを調 べ て い っ た ｡ 裕子さ んは
､

1 kg

の 時は支点か ら の 長さ を約 4 倍 ､
500 g の 時は だ い た い 8 倍 にする

と つ り合う こ とを確かめ た ｡ そ し て
､ 支点か ら の 距離と重さと の 関

係 にきまりが ありそう だと考えて きて い た ｡

およその きまりは見え て きた子 どもたちで はあるが ､
よ り正確に

調 べ て み た い と考えて きた の で
､

一

人で 調 べ て い ける て こ 実験器( マ

イ て こ) を用意 した｡ 裕子さ んは マ イ て こ を使 っ て 調 べ た後 ､
ノ ー

トに次の よう にまとめた ｡

支点か ら お もりま で の 長 さが 関係 して い る ｡ 例 え ば40 g と10 g だ と する と10 g は40 g の 4 分の 1 だ か ら ､

4 0 g の お もりを つ け る と こ ろ が 5 c m だと する と10 g はそ の 4 倍の 長さ の と こ ろ に お も り を つ ける と つ り

合う ｡ 何分の 1 か何倍 か が大切 ｡

重さ と支点から の 長さ の 関係を調 べ た結果か ら ､ て こ の き

まりを見出 し て い けるよう に調 べ た結果を グ ラ フ に表す活動

を組織 した ｡ 作用点 の お もり の 重さ と支点か ら の 長 さ を プ

ロ ッ トすると長方形が できる こ と を知 っ た裕子さん は
､ 力点

の おもり の重 さと支点か ら の 長さ をプ ロ ッ ト し ､ 同じよう に

長方形 を作 っ て い っ た ｡

裕子 さん は
､ ｢ 面積は重 さ × 支点か ら の 距離 に な っ て い る ｡

つ り合う ときは面積が同じ ｡ だから支点か ら の 距離が長くな 【裕子 さん が 作 っ た グ ラ フ】

る と少 な い 力 で すむ｡ ｣ と作 っ た グラ フを使 い なが て こ の きまりをみ んな の 前で 説明した｡

条件を制御 しなが ら支点か ら の 長さと つ り合うおもりの 重さを調 べ
､ 重さ と支点か ら の 長さ

の 関係をグラ フ に表す こ と で
､ 少な い 力 で重 い もの を動か したり

､ 持ち上 げたりする こ とが で

きる こ とをて こ の きまりから見出した裕子さん で ある ｡
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( 2) ドライバ ー もて こ だ ドライバ ー

の支点は軸の 中心な んだ

て こ の きまりを見出 し て きた子 どもたち に
､ ｢ て こ は シ

ー

ソ
ー み た い｣ と い う浩子さ ん の 考

えを紹介する と
､

て こ が利用され て い るもの が生活の 中にありそう だと考え
､ 調 べ て みた い と

意欲を高め て きた ｡ そ こ で
､ 子 どもた ちから出され たもの を含め

､ 仕組みや働き の 違う 6 種類

の 道具を提示し た ｡ 子 ども たち は ｢ て こ が使 われ て い るん じ ゃ な い の か な｡ ｣ な ど口 々 に つ ぶ

やき ､ 道具 の 働きを試 し始め た ｡

裕子さ んは
､ 最初にくぎ抜きを手に取り ､ 力を加える場所を変えて い きながら

､ くぎを抜く

ときの 力の 大きさ の 違 い を確 かめ た｡ そ し て
､ くぎ抜き の 支点､ 力点 ､ 作用点の 位置を図に表

し､
O K と書き こ んだ ｡

次に
､ 裕子 さん は ドラ イ バ

ー を調 べ
､ 持ち手 の 太さ の 違 い によ っ て 回す の に必要な力が変わ

る こ と を確かめ た ｡ しか し
､ 支点が 見 つ から な い の で て こ か どうか迷 っ て い た｡

パ ン ばさ み に

つ い て も支点 ､ 力点 ､ 作用点が ど こ か は っ きりし な い 子 どもたち ｡ 道具の 働きを試 した子 ども

たちは
､

て こ にな っ て い る には支点か ら力点 の距離によ っ て 加える力の 大きさに違 い が で きる

こ と
､ 支点､ 力点 ､ 作用点が ある と考えて い た ｡ そ こ で ､ 3 点が ど こ にある の か を話 し合う と

とも に支点が ど こ か は っ きり

しなか っ た ドライ バ ー

や パ ン

パ サ ミ に つ い て は
､ 働きの 似

て い る他の 道具を提示する こ

と にした ｡

裕子さ んは ､

一

輪車 の ペ ダ也
-

-
-

一 品
ル を回したときの タ イヤ の動 【ドラ イ バ

ー

の 支点 を 一 輪車を 使 っ て 調 べ る裕子 さん と佳子 さん】

きを見 て ､｢ ペ ダ ル が力点だとする とタイヤ が作用点 ､ 回る中心が 支点に なる ｡｣ と仲間に説明 し

て きた ｡ ｢ ドライ バ ー の 支点は ど こ｣ と問 い か けると ドライ バ
ー の 先を指差すが首をか しげる ｡

一

緒 に ド ラ イ バ ー を調 べ て い た佳子さ んが
､ くぎ抜きの 支点を 一 輪車の タイヤ の 中心 に合 わ

せ
､ 回転させ なが ら ｢ くぎ抜きも支点を中心 に回転する よ ｡｣ と し て きた ｡ それ を聞 い た裕子

さ んは
､

ド ラ イ バ ー の 先を
一

輪車 の タイ ヤ の 中心 に合わせ
､

ドライ バ
ー

とタイヤを 回し て お互

い の動きを確 かめ た ｡ そ し て
､ 持 つ と こ ろ が透明 で軸の 動きが分か る ドラ イ バ

ー を使 っ て 回転

させ た時の 動きを見 て
､ ｢ ドラ イ バ ー も回す時 ､ 力点 と作用点 の 両方が回る から ､ 軸 の 中心を

支点と考えて い くとよ さそうだ ｡｣ と ドライ バ ー を調 べ て い た仲間に話 しかけた ｡ ｢ ド ラ イ バ ー

の支点はは っ きりした か な ｡｣ の 問 い か けに大きくう なずき ､
ドライ バ

ー を回しなが ら ､ ド ラ

イ バ
ー の 先を指差 した ｡ ド ラ イ バ ー の 支点が軸の 中心 で ある こ と をと らえた裕子さ ん で ある ｡
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( 3) ドライ バ ー

にもて こ の きまりがあるのか調 べ て みた い な

調 べ た道具の 中に
､ 支点 ､ 力点 ､ 作用点を見出し てきた子 どもたちは

､
3 点がある の で て こ

にな っ て い る と考え て きて い た ｡ そこ で ､ ｢ 道具 にもて こ の きまりがある の か｣ と問 い か けた ｡

すると子 どもたちは
､ ｢ て こ な ら つ り合うきまりがある はずだ ｡｣ と発言 し て きた ｡ そ こ で

､
て

こ の きまりが道具 の ど こ に利用され て い る の かをモ デ ル 図に表す活動を組織 した ｡

裕子さ んは ドライ バ ー の 支点が は っ きり した こ と で
､

ド

ラ イ バ
ー の て こ の きまりを図に表 し て きた ｡ そ し て

､ ｢ ド
ー ｣ ⊃

ライ バ
ー

に力を加える持ち手と先の 細 い 所の 周り の 長さを

比 べ て
､ 何倍かが分か れば どの くら い の 力をか ければ よ い

かが分かる ｡｣ と 図を使 い ながら説明した ｡

ドライ バ
ー の 支点 ､ 力点､ 作用点 の 関係をと らえた裕子

さん は ､ 科学的な感性を働かせ る こ と で
､ 力点と作用点にかか る力の

大きさ の 違 い を持ち手と先 の 細 い 所 の 太 さ の 違 い に見出 し､ ドラ イ

バ
ー の て こ の きまりを調 べ て い く視点をも っ て きた ｡

持ち手

先の細い

裕子さん は
､

ドライ バ
ー

の 持ち手と先の 部分 を ノ ギ ス で はか り､ ドライ バ
ー

の て こ の きまり

を マ イ て こ に表し て調 べ て きたが
､ 道具を使 っ て て こ の きまりを調 べ て い る仲間の 考えを聞 い

て ､ ドライ バ
ー を使 っ て て こ の きまりを実際に調 べ て み た い と考え て きた ｡

｢ どう した ら調 べ ら れ るか な｡｣ の 問 い か けに
､ ド

ライ バ
ー

の 回す所をぐる ぐる指差 しな が ら
､ ｢ お もり

を つ ける と できそう ｡｣ と答え た の で
､ 力点 と作用点

におもりを つ けて 調 べ ら れる ドライ バ ー モ デ ル を提示

した ｡ ｢ こ れ で 調 べ て い けそう｣ と に こ っ とする裕子

さ ん ｡ 裕子さ んは
､ 佳子さん と

一

緒に ドライ バ ー の て

こ の きまりを調 べ 始めた ｡

おもり の重さ を変えながら つ り合う時 の 重さを調 べ 【ドライ/ i -

モ デルを使っ て調べ る裕子さん】

た裕子さ んは
､ ｢ マ イ て こ で や っ た時と同じ で 何倍とか何分 の 1 とか の 関係 がありそう だけ ど

､

つ り合う重さ の 範囲が広すぎる の で
､ もう少 し詳 しく調 べ て み た い

｡｣ と ノ ー トに記述 した｡

次 の 時間 ､ おもりを ぶ ら下 げて 調 べ る モ デ ル の 他 に
､

ば

ね の 伸び で調 べ る ド ラ イ バ
ー モ デ ル を用意 し て お い た ｡ 裕

子さ んと佳子さ んは
､

ドライ バ
ー

の 直径が先は 5 皿 と持ち

手は 2 c m だか ら
､

4 分の 1 の 力で つ り合う はずだ と考え ､

ばねばか りの 目盛りを細 い 方 を2 00 g に し て
､ 太 い 方が ど

の くら い の 力で 引くと つ り合うか を調 べ
､
50 g の 力で つ り

合う こ とか ら
､

4 分の 1 の 力で ある こ とを確 かめ た｡

裕子さん は
､

ドライ バ ー

モ デ ル を使 っ て おもりの 重さを

変えたり､
バ ネばかりを使 っ たり しながら

､ 持ち手と先の 部分 にか かる力の 大きさ の 違 い を条

件 を制御 しながら調 べ た こ と で
､ ドラ イ バ ー

が て こ の きまりを利用し て い る道具 で ある こ と を

見出し て い っ た ｡
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(4) て こ のきまり とにぎりやすさがドラ イバ ー

の工 夫だ

調 べ た道具 の て こ の きまりが は っ きりし てきた と こ ろ で
､

それ ぞれ の 道具 で調 べ て 分か っ た

こ とを出し合う活動を組織した ｡

くぎ抜きを調 べ て い た悠基 さ ん は
､ ｢ くぎ抜き

は支点か ら の 距離が 2 倍 ､ 3 倍になると 2 分の 1 ,

3 分の 1 の 力よりも少な い 力で つ り合う ｡ それ は

くぎ抜き の 重さが力を助 けて い る｣ と発言 して き

た｡ ｢ そ れ は道具 の 工 夫 な の かな｣ 問う と､ う な

ずく悠基さ ん｡ ｢ 他 の 道具にも て こ の きまりと工

夫がある の｣ と投 げか けると ､ 裕子さ んは フ ァ イ

ル を 見直した ｡
パ ン パ サ ミ に つ い て 調 べ た美奈さ

【てこ の きまりと道具の 工夫を発表する裕子さん】

んは
､ ｢ て こ の つ り合 い とは さ む所に力がか かりすぎな い よう に幅が広くな っ て い る こ と が パ

ン ば さみ の 工 夫｡｣ の 発表 にうなずく裕子さ ん ｡ そ し て 挙手 を し､ ｢ ドラ イ バ
ー

は て こ の きまり
/ )
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と回すと こ ろ が太く て 丸 い と握りやす い の で力が 入れやすくな っ て い る ｡｣ と発言 して きた ｡
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ドライ バ ー に て こ の きまりを見出し
､

て こ の きまりと道具 の 工夫を関係付ける こ と で
､ 道具

が便利 に使われ て い る こ と を実感的にと らえて い る裕子さ ん で ある ｡

裕子さ ん は
､ 学習 の振り返りをノ

ー

トに次の よう にまとめ た ｡

ドラ イ バ ー

を徹底的に調 べ よう と思 っ た ｡ ド ラ イ バ
ー

に て こ の きまりがある の かを
､ 佳

奈さ んと 一 緒に ドライ バ ー モ デ ルを使 っ て 調 べ て み たら ､ て こ の きまりと道具の 工夫と の

関係が分か っ た ｡ 道具を使 っ て 調 べ て い く学習は と て も楽 しか っ た ｡

実際に道具を使 っ て
､

て こ の きまりが ある こ とを仲間と共 に見出し ､ 道具 に利用され て い る

て こ の きまりを科学的に調 べ
､ 道具 の 工夫と関係付 けて とらえる こ とが で きた こ と が ､ 科学 の

有用性を感じ ､
こ の学習が と て も楽 しか っ たと振り返る裕子 さん の 姿 に つ なが っ た の で ある ｡

3 . 実践を振り返 っ て

○ 道具 の 働きを試 し
､ 支点 ､ 力点､ 作用点の 関係を見出す こ と で

､
道具 の ど こ にて こ の きまりが

利用され て い る の か解決 に向けた見通 しをも つ と こ ろ に科学的な感性 が働く こ とが見え て きた ｡

○ 科学的なもの の 見方 ･ 考え方は
､ 事物 ･ 現象の 性質や規則性 を明ら か に して い くだけで なく ､

て こ の きまりと道具 の 中の 形状 や自重とを関係付け､ 道具が て こ の きまりをより効果的に生 か

す工 夫によ っ て使 い やす い もの にな っ て い る と い う新たな概念や認識を形成 して い くと こ ろに

働く こ とが見え て きた ｡

○ 科学と生活とを関係 づ け､ 有用性を実証 し て い く際 に
､ 道具を使 っ て 調 べ る こ と と モ デ ル を

利用 し て 調 べ る こ とを位置 づ けて い くこ と によ っ て
､ 科学的な感性 ､ 科学的なもの の 見方 ･ 考

え方を育ん で い ける こ とが見え て きた ｡

○ 単元 の 終わりに｢ 身近な道具 の 中 にある
､
て こ の きまりに つ い て 見 つ け出す方法を説明する｣

パ フ ォ
ー マ ン ス テ ス トを実施 した｡ 記述式 で行 っ たため

､ 道具 の 働きに合 っ た方法を見 つ け出

す こ とが でき にくか っ た ｡ 道具を使 い なが ら見 つ け出す方法を説明する リ ア リ テ ィ
ー の ある課

題 を検討し て い く必要がある ｡
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○ 評価項目を設定 し
､ 観点 ご とに自己評価をする

こ と で
､ 子 どもの 学習 に対する意欲を知る こ とが

で きる ｡ 本実践にお い て
､ 評価項目② ､ ③ の ｢ よ

くできた｣ の 割合が高 い こ とか ら ､ 科学的な感性

を働かせ て科学と生 活と の かか わりを見出し ､ 科

学的なもの の 見方 ･ 考え方を働かせ て 科学の 有用

性を実証 し て い く自然科学科の 学び を他の 実践 で

も行 い
､ 有効性を明ら か にし て い きた い ｡

学習を振り返 っ て( 自己評価)

き

① ② ③ ④ ⑤

日 よくで きた

■ だ い たい でき

た

□ あまりできな

か っ た

■ できなか っ た

【評価項目】 ①て こ の仕組みや働き､
て こ の きまりに つ い て 進んで調 べ る こ とが で きま したか

②て こ にな っ て い る道具を見 つ ける こ とが で きましたか

⑨道具にも て こ の きまりがある の か を確 かめ る こ と が で きましたか

④道具の て こ の きまりを確か める方法を考えながら調 べ る こ とが で きましたか

⑤ て こ の きまりが理 解できましたか

( 椛谷 正 夫)

Ⅲ 成果 と課題
1 . 生活との かかわ りを位置 づけた 単元構成 につ い て

自然科学科 で 科学と生活 とを関係付けなが ら追求 し､ 科学の 有用性を実感 し て い く学 びを求め

て い る ｡ しか し､ 実際の 生 活の 中で 出会う事象は ひと つ の性質や規則性か ら成り立 っ て い るもの

で はな い ため ､ 子 どもが その 性質や規則性が どの よう に利用さ れ て い る の かを捉え にく い 面があ

る｡ そ こ で ､
モ デ ル な どに置き換え て 実際 に子 どもが実験 したり観察 したりで きる教材を提示 し

て い くこ とが大切 で ある ｡
こ の モ デ ル 等の提示により ､ 子 どもが科学的な感性を働かせ て 見通 し

を持 っ て 追求 へ と向かう こ とが見え て きた ｡

2 . 新たな概念 ･

認識 ･ 価値観の 形成に つ い て

｢ 自然科学科｣ で は従来 の 理科 の 学習内容 に､ D 区分 の 内容 を付加し て い く こ と で
､ 生 活の 中

にある具体的な事象を学習 の 村象にし て きた ｡ 自然 の 性質や規則性が生活の 中で は工 夫され て生

か され て い る こ と に目を向け､
工夫 の仕方によ っ て は自分自身の 力で

､
より便利 なもの も創り出

すこ とが で きる と い っ た
､ 新たな概念 ･ 認識 ･ 価値観 の形成 へ と向かう こ とが見え て きた ｡ 従来

の 概念と の違 い を整理 し
､ 子 どもが科学の 有用性 を実感 で きる学び - と つ な げて い く必要がある ｡
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