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1．「論理科」の誕生

　本校は ， 平 成18年度よ り 3 ヵ 年の 計画 で ， 文部科学省

研 究 開発学校 の 指定を受 け ， 新 た な る教科 「論理科」 の

研究開発 に取 り組ん で い る。

　 こ の 「論 理科」 は 次 の よ うな課題意識 に 基 づ き，誕生

し た も の で あ る 。

　現行の学習指導要領国語科 に お い て は ， 「文学的な文章

の 詳細 な読 解 に 偏 りが ち で あ っ た指導の あ り方 を改め，

自分 の考 えを もち ， 論理 的 に 意見 を述べ る能力 ， 目的や

場面 な ど に 応 じ て 適切 に 表現 す る能力 ， 目的に応じ て 的

確 に読み 取る 能力」 を育 て る こ とが重視 さ れ て い る。ま

た ，2004年12月 に 公 表さ れ た ，OECD に よ る 「生徒の 学

習到達度調査」（PISA ・2003）の結果 ， 論理 的思考力を含む

「読 解力」の低下 が 明 らか で あ る と さ れ ，教科 の 枠 を超 え

た 共通理解 と取組 み の 必要性が認識 さ れ て い る 。

　 まさ に ， 今 凵の 知 識基盤型社会 に お い て不足 して い る

力 は，「学校 や様 々 な生活場 面 で 学 ん で き た こ と を，将

来，社会生活で直而す る で あ ろ う様々 な課題 に 応用す る

力」で あ る と考 え る 。
っ ま り ， 今 ， 児童 に身に付け さ せ

る べ き 力 は，自分 の 考 えを筋道立 て て 構 成 し，それ を表

現す る 「論理」の力で あ る と考える 。 似
一
ト，

こ の 力を 「論理

力 ↓と し，本校で は 「筋道 を立 て て 考 え，根拠 に 甚 つ い て 判 断 し ，

分 か りや す く表 現 す る力 」 と定 義 して い る e ）

　 そ こ で ，「論理力」に焦点 を当て ，「論理」に つ い て系

統 的 に 学 ば せ る新た な教 科 と し て ， 「論理 科」を提唱す

る 。 こ の 「論理 科」は，「将来 ， 社会生活で直面する で あ

ろ う様々 な課題 に活用 す る力」の 主要素で あ る ， 「PISA

型読解力」「科学的 リテ ラ シ ー」「数学的リテ ラ シー」お

よ び 「問題解決能 力」を ， 相互 に 関連 す る
一

つ の 能 力 と

し て ， 統合的に学習指導す る も の で あ る 。 「論理 科」を通

し て
， 従 来 の 学習指 導 に お い て 付 け き る こ と の で きな

か っ た，こ れ か ら の 時代 に 必要な 「論理 力 」を育み た い

と考え て い る 。

2 ，研究開発課題

　以上 の こ とか ら，研究開発課題 を次の よう に 設定 し た。

　論理 的思考 ・表現力向上 の 具体的な方策の
一

つ と し

て ， 教科等 を横断 し 「論理 」に つ い て 系統的 ・計画的

に 学 ぶ 「論理科」 を設定 して ，児童 に 「論理力 」の 向

上 を図る教育課程の 実践的な研究開発を行 う。

3 ．「論理科」の 目標

（1） 情 報 （図表 ・文章等） に 表 され た内容 を読 み 解 く

  　内容 の 真偽性や 考え の 筋道の 妥当性 に つ い て 判断

　する 。

（3） 事 実や考 えを ， 筋道立 て て 表現す る 。

　「論理 科」は ，上記の 能力を育成す る こ と を 目標 と し，

本校で は 「論 理 科」の 学習を 通 し て 「自分の 思い を ， 筋

道を立て て ，必要な資料等を活用 して ，根拠 に 基 づ い て

表現 す る子 ど も」を 目指そ う と考え て い る 。

4 ．「論理科 」の 開発

（1） 研 究計画

第 三 年次

　　　まと め

○ 「論 埋 科」 の 有効 性
　 の 検 証

O 新学 習指導 要領 の 分

　 析

○ 研究 内容 の 一般化

　   　「論 理 科」 の 指導 内容

　「論理科 」の 授 業 を創造 す る に あた り， ま ず ， 「論理 力」

に は どの ような力が含 まれ る か を検討 した 。 そ こ で ，平

成1．8年度 は 「論理力」 の 12要素 を設定 した。さらに ， 実

践 を通 し て 要素 に つ い て 再検討 した結果 ， 平成 19年度 に

は 7 つ の 論理 要素に整理 ・統合 し た 。 次 に ， 低 ・中 ・高

学年 の ブ W ッ ク ご と に 到達 目標 （Fi駟 re 　1） を設定す る と

と も に ，小学校学習指導 要領 1論 理 科」 債 料 参照）を 定 め

た 。
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Figure 　1　「
．
論理 力 」の 要 素 と到 達 目標 （整 理 ・統 合版 ）

　（3） 「論理 科」学 習 プ ロ セ ス （「論 理 の ル
ープ 」）

　本校で は ， 「論理 科」学習プ ロ セ ス を 「認識」「判断」

「表現」の 3段階で 捉 え て い る 。 （Figure　2）

　 こ の 学習 の 流れ は，螺旋 的 に展 開し ， 児童 に 生 き る力

を育て て い くで あ ろ う と考え る。Figure　3 は，「論理科」

の 学習プ ロ セ ス を図に表 した 「論理 の ル ープ」で あ る 。

低 学年 ・中学年 ・高学年 ご とに 「論理 の ル
ー

プ」の 学習

プ ロ セ ス を設定 し ， それ ぞれが小学校学習指 導要領 「論

理科」に 基 づ い て 系統的 に 内容 を膨 ら ませ な が ら次の ス

テ ッ プ へ と発展 し て い くこ と を表 し て い る 。

　 さ ら に ，評価の プ ロ セ ス を示 し た の が 内側 の 矢印 で あ

る 。 フ ィ
ードバ ッ ク し な が ら ， そ れ ぞ れ の段階で 評価 を

行 う。 こ の こ とは ， 常 に 児 童 が 自己 の 学習状 況 を振 り返

り な が ら活 動 す る こ と を 表 し て い る。ま た ， 「3 情報 の 発

信 」 の 段 階 で は，相手 を説 得 した り，相手 に 説明 した り

工　情 報 の 収集

　 （認 識 ）

3　情 報 の 発 信

　 （表 現 ）

2　情報の 整理

　 （判 断）

Figure 　2　 「論 理 科 」 学習 プ ロ セ ス の 3 段 階

す る こ と を 目的 と し た ，対 象 を 意識 し た 評価 と な る。

　以 上 を踏 まえ ， 平成 19年度 は 「論理科」授業を ， 2 通

りの タイ プ に 分け，ね らい に せ ま る こ と に し た 似 下 タ イ

プ 1，タ イプ IIと表記 ）。

「論 理 科 」授業 1　 一
つ ひ と つ の 論理 要素を 取 り出 し

て 理 解させ る授業

　○　「論理 力」の要素 の い ずれ か に つ い て ，そ の 意味を

　　理解 さ せ る 。

　○　「論理力」の 要素 を発揮 す る た め の 具 体 的 な 方法 を

　　身に付 け さ せ る 。

　○　
一

単元
一

要素 　複数 の 題 材 で
一

つ の 論理要素を多

　　角的 に あ る い は，段階的 に 学 ばせ る。

　○　
…

単 元複数要素　
一

つ の 題材で 複数 の 論理 要素 に

　　 つ い て 学 ば せ る。
　 　 　 イ

「論 理 科」授業 II　各論理要 素 を有機的に組 み合わ せ

た 単 元 構成 に よ る授業

　タイ プ 1 ， H の い ずれ に お い て も前記 の 「論理 の ル ー

プ 」 を た ど る も の と考 え る 。

　低学年 で は，「比較 す る力 」「分類 す る力」「分析 す る力」

「評価 す る力 」の 4 っ の 論 理 要素 を タ イ プ 1 の 授業に お い

て 学習 さ せ る 。 タイ プ 1 の 授業 に お い て 身 に 付 けさせ た

4 つ の 論理 要素 を，説 明 を 目 的 と し て組み 合 わ せ ， タ．イ

ブ IIの授業 を行う 。

一 212 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

学習プロ セス

・畷 1轡
評価プ

噸難欝

ua 馨轡 　

慨 習要素 畷黝新指導要素

Figure 　3　言侖理 の ル
ー

プ

　中学年で は ， 低学年 で 身 に 付 けさせ た 4 つ の 既 習要素

に 加 え，さ らに ，「選択する力」「推論す る力」「構想す る

力」の 3 つ の論理要素 を ， タ イ プ 1の 授業に お い て 学習

させ る。 7 つ の 論理要素を，説明 を目的 と して組み合わ

せ ， タ イ プ IIの授業 を行う 。

　高学年 で は ， 低 ・中学年 で 身 に 付 け させ た 7 つ の 既習

要素一
つ ひ と つ に つ い て タイ プ 1 の 授業で 深 め さ せ ，ま

た ， 説得を目的と して 組み 合わ せ ，タ イ プ IIの授業を行

う。 例え ば
， 高学年 の タ イ プ IIの 場合 ， 「論 理科」の 学習

で は まず ， 相手 を説得す る こ と を日的 と して ，情報の収

集 を行う 。 次に ， 目的に応 じ た 内容か ど うか を吟味し て

情報 を整理 し ， 相手 に 向 けて 発信 して い くとい うプ ロ セ

ス で 学習 を行 う。よ り相手 を 説得 し よ う と考 え れ ば
， 情

報 に客観性を求 め る よ う に な る で あ ろ う 。 説得力の増 し

た学習 プ ロ セ ス は，次第 に 論証 の ス タ イル を呈 して くる

で あ ろ うと考え る 。

5 ．実践例

　（1） 第 1学年 「み て　さ わ っ て　 く らべ っ こ 」（タ イ プ 1 ｝

　  指導要素　 「比較す る力」

　  題 材 　た べ もの 等

　  単元 目標 　 2 つ の 対象物 を比 べ て 共 通点や 相違点を

　　　　言葉で表現で き る よ う に さ せ る。

　  単元指 導計画 （全 7 時Pdi）

次
1

時 1 学習活動 評　　価

〔身に付 けさせたい 「論理力」〕
関
・
意 理

・
判 靂彙

．
評価基準 評価方法

対象掬の状態や特微を盲葉 で 盃す、 ．ζ｝ ・
状鮟 や 嬲 奪表 す 言粟 ワーク

¢ 二轂 〕 を 考 オ て．、昏，
1

シ
ー

ト

I

　　　I222

つ の 封憩窺を比べ τ 袒遼点を考え

る。〔ヒニ較）　　　．
2 つ の 封 隷 吻 を 比 べ て 甚 通 点 を 考 え

1巴1コ
　 ◎

　　　　　冖一
・
瞹恵 を もとに禍逸偏．を

考 え τ い る ，　　　　　　　　　　1
．廉 。 、漁 。 詣 ．

。

一一
ワーウ

期
看。（比駮｝ 考 え て い乱 シート

1P つの 対蒙鞄を比ぺ て 共通氛 と杷違 o ・
狸瓶 に 対 応 し て 堵 え τ

1

圃
慮を 者 え 沓「〔比 較）

  1
．1筍，
・
蓑通 颪と 糎違点 を 考え

ワーク

シ
ー

ト

1
て い 乱

1

単元 叩 価 テ ス ト ◎　　 c） 共通 颪 や 梍遡 点を 謹 理 テ ス ト

1 語粟 を 入 れ τ 考えτい
る9．一 一一

　  授業 コ ン セ プ ト

　　○　比較 した 観点を表す 言葉を カ ードに し，比 較す

　　　 る と きの 参考 と さ せ る 。

　　○　発表す る 話型 を指導 し，共 通す る観 点 で 2 つ の

　　　 もの を比較 で き る よ うに さ せ る 。

　  指導 の 実際

　児童 が 2 つ の 対象物を 比 べ て 共通 点 や 相違点 を 言葉 で

表 し た 場 面 は，次 の 通 りで あ る。

C1 　 ち が うと こ ろ を は っ ぴ ょ う し ます。一一一
　Dん車 と

　　　じ て ん車 の ラ ン プ を くらべ る と
，

一
りん車 に は

　　　ない けれ ど．じ て ん 車 に は あ り ま す 。

C2 　 ほ か に もあり ます 。

一
りん車 と じて ん車 の い ろ

　　　を くらべ る と，一
りん 車 は み ど りい ろ だ け れ ど ，
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教 育 心 理 学 年 報 第 48集

  　第 5学年 「修学旅行 で 九州 へ 行 こ う」（夕 ・イブ 正D

  指導要素　「比較す る力」「分析す る力」「評価す る 力」

　　　「選択する力」「構想す る力」

  題 材　運賃 表 ， 旅館 情報 ， お み やげ情 報 ， 地図等

  単 元 目標 　修学 旅行 で 九州 に 行 く計 画 に つ い て ，

　　　様々 な テ ク ス トか ら ， 目的や場面 な ど に 応 じ て

　　　適切 な情報 を取 り出す こ とが で き る よ うに さ せ

　 　　 る。

  単元指導計画 （全 11 時 間）

1
．
時

「
　一一．．．．
学習活動 評 　　 価

次 1　 （使わせ た い 「論埋 力）　　　　　　． 1團・癒 理
’髦」1董鷹 評価基準 評価方法

1恪学旅行 に 行くときに函凄な慥報 ◎ ・
必要 聡 情通を援き出 し，カ

．
カ 〃 タ

11 　
1
（頃皀〕の カ ル タ作りをす る。 ’レタが書 1ナτいる。
（分析） 一
カ ル タ を も と に ．‘り 榮 砒 に 合 っ
辷 交通手段

・
見どこる

・
眉温覬所

・ ◎
・
肯担 し た 二頁 目 」←つ い て．

横 々 な テ ウ ス トから，口的，
ワーク シート

3
食 亊 を 分 担 し て 讀 べ る、〔比 較 ，盪 場 面 な ど に 応 じ て よ り 集 件 に

1 択、評価） 自 つ に 情輯を選銀 しぐい る。
相 手 を 説 得 す る の に 最 置 な 情 報 を

置択し，収隻し に 情報を筋道宣て
（）

　 諾 級 す 蜀 力．分 所 す る 尢、
選択する お を棲 7 τ渚 えて

旅 行 プラ ン

行勤観薬

2 て 組 み 立 て た 旅 行 プ ラ ン を 作 成 す ．
るパ 橘想）

．
◎

い 看．、
　相手 を 説磚「「る た め に．曼

振 り逾 レ

　 　 カード

本的聡 串実や怠見、脹田をも
2 と に そ れ ぞ れ の 書 え を 哈 造

立てて組み立τ に 旅行 ノ ラ

ン を 宦 じ．て L1る。
旨

． 1 c．
・
諮理諾璽壱硬 ひて話し合 7

て い 曷．
グル　プごとにミ ニ ブ ノ ゼ ンテ

ー
◎

・
塙報 の 饕煢 ヰ ・遮「コ吽L つ 行 抑覡票

2 シ r ン を行 い，族行プ ラ ン を 見直 い て考えてい る。 劃面亢
一

ド

す。〔評緬　禰想）

33
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ブ レ ゼ ン テ
ー

シ 冒ン を行う。
1〔詳 価 ｝

◎． ・
書グル

ー
フ の提案を比帳し

こ，メ 丿 ノト や デ メ リット を

明らかに し な が ら 評価 し て

Lト翫

　一
行動観寮

酔価 カ
ー

ド

  授 業 コ ン セ プ ト

　　C） 既習 の 「
’
論理 力」を活 用 せ ざ る を得 な い 状 況 を

　　　つ くり出すた め に ，多種 多様 の テ ク ス ト を 用意す

　　 　 る 。

　　○　自分 の 班 の プ ラ ン に つ い て 見直 す 場 を設 定 し ，

　　　「思 い 出 に 残 る 」プ ラ ン で あ る か と い う対 象を意識

　　　し た 評価 を さ せ る 。

　  指導 の 実 際

　児童 の 考 えた プ ラ ン の 妥 当性，適 合性 を考 え評価 し た

場面 は ， 次 の 通 りで あ る 。

C1 ： ぼ く は D 社 の プ ラ ン が い い と思 い ま し た。そ の

　　 根拠 は ， B社 は 18時よ り早 く広島駅に着 くプ ラ

　　　ン に し て い る けれ ど，D 社 は 18時ぎりぎりの 17

　　　時59分に帰る プ ラ ン で ， 時間 い っ ぽ い 遊べ て 思

　 　　い 出 に 残 る と思 う か らで す。

C2 ： ぼ くは B 社の プ ラ ン が い い と思 い ま し た。理由

　　　は ，
バ ス 以外の乗 り物を多 く使 うの で ， 普段で

　 　　きな い 体 験が 出来 るか らで す。

C3 ：ぼ くは D 社が い い と思 い ま し た 。理 由は B 社 に

　　　比 べ る と ， 見学地に宿が近 い か ら で す 。

C4 ：ぼ くもD 社が い い と思 い ます 。 そ の 根拠は ， 行

　　　く場 所 が た くさ ん あ る し ， 自由時間 が 多 い の で ， i

　　　自由時間が 多 い 分 ， た く さ ん遊 べ て 思 い 出に 残

　　　る と 思 っ た か らで す 。

C5 ：遊ぶ 時間 は B 社 の 方が長 い と思 い ます。

T 　 ：遊ぶ 時間の 長 さ に つ い て ， み な さ ん は ど こ を

　　　もっ て 判断 して い るの で す か 。評価 に 説得力 を

　 　　持 た せ る た め に ，時間 の 長 さ を具体的 に 比較 し

　　　ま し ょ う。

6 ．研 究 の 成果

　（1） 「比 較す る力」の 伸び

　本校 自作の 実 態調 査 の
一

つ で あるチ ェ ッ ク テ ス トの 結

果 （Figure軌 次 の よ うな 児童 の 変容 が 見 ら れ る。

　「論理 科」を実施す る前で あ る第 1 回 目の調査 結果 と第

2 年次終 了時 の 第 4 回目 の 調査結果 を比較す る と，A ・

B 評価児 童の 割合が 増加 し て い る こ と が わ か る 。 タ イプ

1 ， タ イ プ IIの 授業に お い て繰 り返 し学習 した 効果が出

て い る の で は な い か と考 え る。

　  　自分 の 考 え を 理 由づ け て 話そ う とす る児童 の 増加

　児章ア ン ケー トに よ る と ， 「自分の考 えを理 由を っ け て

話 す こ とが で き る 」「自分 が 納得で き る ま で 考え る 」と い

う項 目 の 肯定的回答が増加 し て い る 。

％　「論理 力 」 チ ェ ッ ク テ ス ト結 果 の比 較 （比 較す る力 ）
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　ま た ， 保護者か ら も， 児童 が理 由付 けを し， 結論先行

型 で 話をす る 姿 が 見 られ る と い う意 見 が 寄 せ ら れ て い る。

（Figure　5）

鵜 騨 鑼
…藤翻轟葺、

り嘘 輪 〆 ・・∵ 　 ・

Figure 　5 保護者 か ら見た 児童 の 姿

　　 （保護 者 ア ン ケ
ー

トか ら 抜粋 ）

Figure 　6 授業参観後 の 保護者 ア ン ケート （
一

部 抜粋 〉

　「論 理科」授 業参観後 の 保護者ア ン ケ
ー

ト （Figure　6）の

よ う に
， 保護者が 自分 自身を振 り返 り， 「論 理 科」の 意義

の大 きさを指摘す る内容 も多数寄せ られ た。

　ま た ， 内田 伽 08＞な どの 研 究に お い て ， 「論理 科」実践

の 効果 に よ り， 児童 の 説明 ス タイル が
， 形 式的操作段 階

の 学年 で は，結論先行 型 と な り，説得的 な ス タ イ ル とな

る こ と が明 らか に さ れ た 。

　〈3） 思考 力 ・表現力 を 必要 と す る問題 の 通過 率

　広島県 で は毎年 ， 第 5 学年に お い て 「基礎 ・基本定着

状況調査 」 を実施 し て い る。

　昨年度 の 国語科調査 の 結果 ， よ り思考 力 ・表現力を必

要 とす る 問題 の 平 均通過率が 広島県平均 を8．7ポ イ ン ト

ーヒ回 っ て お り ， そ う で な い 問題の 対県平均 1．5ポ イ ン ト

ア ッ プ に 対 して も7 ．2ポイ ン ト高 い とい う結果 と な っ た。

引 用 文 献

安 芸 高田市立 向原小 学校　（2008）． 文部科学省研究 開

　発学校　平成19年度　研究開発実施報告書 鵬 2年 次 ）

国立 教育政策研究所編　（2006）．生 き る た め の 知 識 と

　 技能 20ECD 生徒 の 学習到達 度調 査 （PISA ）2003年調

資料

「

L

　 　 　 　 　 　 　 小学校 学習 指導 要領 「論 理科 」 〔二 次案 ）

　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　安 芸高田 市立 向原小 学校

第 1　 目　 標

　論理 科は ，次 の 能力 を育 成す る こ とを 目標 とす る 。
　　（1｝　情 報 〔図表 ・文 章等〕に表された 内容を読み 解く。
　　（2〕　 内容 の 真偽 性や 考 えの 筋 道の 妥当性 に つ い て 判断 する。
　　（3〕　事実や 考えを，筋道立 て て 衣現 す る。

第2 　各学年 の 目標及 び 内容

　　〔第 1 学年及び 第 2 学年 〕
　 1　 目　 標

　 「比 較 （対 lt）“「分類 」「分析」 「評 価 」 の 論理 操 作 が 大 まか にで き る よ う
　に す る．、
　　入門期 に 適 した論 理 語彙 を琿解 し、使 うこ とが で きる よ うに す る 。

　 2　内　 容

　 　A　 理 解

　　 実際 に経験 したこ とや具体物に つ い て，大 まか に 「比 較 （対比 ）、「分 類 」
　 「分析 」す る こ とが で きる よ うに する 。
　   　比 較す るカ

　　 テ ク ス トの 内容に つ い て，事柄 ご とに対照 して 事柄 間の 共 通点 や相 違 黒 を

　　大 まか に 理 解す る こ と。

　 　 ア　 物 事の 順 序 （時 間的 ・空 間 的｝ を理 解 唱 るこ と。
　　 イ　 ニ つの 物事を比較 して述 べ る こ とt．
　   　分 類す るカ

　　 テ ク ス トの 内答に つ い て，共通 す る事 柄 に基づ い て い くつ かの まと ま りに

　 分け る こ と、、
　　 ア　．h儲 ・下 位詒 （広 い 言葉，狭 い 言葉一類種 閣係 〉を 認識す る こ と．
　   　分 析す るカ
　 　 テ ク ス トの 成分 を見 つ け る こ と。
　　 ア 　物事の 特徴 を列挙する こ と。

　　B　判 断

　　 実際 に経 験 した こ とや 具体物 に つ い て 、「評価 」す る こ とが で きる よ うに す
　 　 る 。
　　   　評価 す る力

　　 　 「本 当に そ うか な 」 と批判的に 考え る こ と t．
　 　 ア　理 出 を挙 げて 見直す こ と，、
　　【論理語彙】
　 　 　ド記 の 論 理語彙 を理 解 し．使 うこ と、，

　 　　 くらべ る．わける ・ま とめ る．おな じ、ぜ ん ぶ ，なか ま、そうか な

　 　 りゆう

〔第 3 学年 及び第 4 学年〕
　1　 目　 標

　　　「比較」
一
分類」

一
分析」

一
許価」 に加 え、「選 択 」 「推 論 〔帰 納 ・演 繹〉」

　 　 「構想 」の 論理操作が で きる よ うに する と ともに ．説明 を 月的 に，こ れ らの JJ
　 を活 用す るこ とがで きる ように する ，
　 　 第 3学年 及 び第 4 学年 に適 した論 理詒 彙 を理 解 し，使 うこ とがで きる よう に

　 する 。

2　内　容

　 　A　理解

　 　 身の 回 りの 事柄 に つ い て ，
’
比較 一「分 類 」

一
分 柝 」す る こ とが で きる よ う

　 に す る。
　 　   　比 較する カ

　 　　 テ クス トの内容 に つ い て，事柄 ごと に対 照 して 事摘 問の 共通点や 相連点を

　 　 Ti：確 に理 解す る こ と b

　 　　 ア 　複数の 物事を比較 し．述べ る こ と、
　 　   　分類 す るカ

　 　　 テ ク ス トの 内容 に つ い て，甲 実 と意 見，具 体 と抽 象等 の 観点か ら，内容ご

　 　 とに 分 ける こ と。
　 　　 ア 　物 事 を一定の 分類 水準に 基 づ い て 分類 する こ と e

　 　   　分析する h
　 　　 惰報を特定の 観 点か ら考 え．理 解す る こ と。
　 　　 ア 　複数の 特徴を的確に 列挙弓る こ と。

　 　B　判断

　 　 身の 回 りの 事柄に つ い て ．「訐価．1「選択、「
推論 」

’
構想 ．す るこ とが で

　 　きる 。
　   　評仙す る 力

　 　 情 報 の 浸当性 に つ い て．批判 的 に 考え る こ と。
　 　 ア 　客観的な 琿由を挙げて 見直す こ と、
　 〔耳）　選択す る 力

　 　 様 々 な テ クス トか ら ，相手や 目的 に 応 じて 必 要 な情報 を取 り出す こ と。
　 　 ア 　 H的 や必 要に応 じて 情報 を取 捨選択 す る こ と．
　   　推 論す る］1

　 　 原 魎 か らそ の 結 果 に つ い て 予 測 した り，あ る 事柄に つ い て の 考え を 他 の 事

　 柄に 当て はめて 考えを広げた りするこ と．
　 　 ア 類推 する こ とn
　 　 イ　演繹 （

一
般→特殊 ） と帰納 （個 別

一。共通 性 ｝ の はた ら きを 理解 す る こ

　 　 　 と．

小学校学習指導要領 「論理科」（二 次 案 一
部 抜粋 ）
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　　　　　　　　　 参 考 文 献

内田 伸子 　（2008）．子 ど も の 論 理 力 を ど う育 て る か

　
一

理性 と感性の協働を め ざ し て 一　教育科学 ・国語教

　育，691，5−7．

内田 伸子 　（2008）． 言語 カ
ー

生 活 に 活 か せ る こ と ば の

力 を育 て る
一
　教職研修 ，

36（5），
1113 ．

論理 的思 考力育成の 観 点か ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　 三 宮真智子

1．子 ど もたち の 思考の 現状

　最近 の 子 どもた ち の 思考力 は低下 した とい う主張 を よ

く耳に す る が ，
・．一

方で は，低下 し て い な い と い う主 張も

あ る。三 宮 （2007）は ， 学校関係 者に よ る両者の根拠 を次

の よ うに ま と め て い る。

〈低下 して い る と い う意見の 根拠〉

  　教 科学 習 で 思考 力 を問われ る 問題 に うま く答 えられ

　 な い 。

  目記 を書か せ て もワ ン パ タ ーン で ある。塾 と ゲーム

　 の 話題 ばか り で ， ま と め は ，
い つ も「楽 しか っ た で す 」

　 で終 わ る。

〈低下 し て い な い と い う意見 の 根拠〉

  TV ゲ ーム の 攻 略 法 や遊 び の ル ール に つ い て 次 々

　 と ア イ デ ア を出 し
，

こ れ に つ い て の 友 だ ち 同 士 の 話合

　 い も 盛 ん で あ る。

  コ ン ピ ュ
ータ の 操作 は う ま く， 大人顔 負 け で あ る。

　っ ま り，
TV ゲ

ーム や コ ン ピ ュ
ー

タ の 操作 な ど ， ス

ピード感 の あ る 認知操作は得意 で あ る が ， 深 く掘 り下 げ

て 考 え る こ と は，あ ま り得意 で な い と い う こ と か も し れ

な い 。

　 さ ら に ， 子 ど も た ち の 思考態度 に つ い て は ， 同 じ く学

校関係者 に よ る 次 の ような指摘 が あ る 。

  深 く考 え る 習慣が乏 しい

  粘 り強 く考え る こ と を嫌 う

  自分 で 考 え るよ りも手 っ 取 り早 く答 を探す

  人 と違 う考 え を持ち た が ら な い

  自分 で 考え る必要性を感 じて い な い

　 こ うした思考の 態度 ・習慣 が
， 子 どもたち の 思考力に

影響 し て い る 可能性が あ る 。

2．深 く考える こ とを阻む ス ピー ド偏重主義 （ス ピード偏

　 重 主義の 影 響 〉

　現在の 社会 は ，
ス ピ ー ドを重視す る 。 速 い こ と は良い

こ と だ とい う価値観が
， 過度 に 強調 さ れ が ち で ある 。

ス

ピード ばか りを重視す る テ ス トや ス ピー
ドを競 わせ る課

題 は ， 子 ど もた ち を 追 い 立 て ， 結論 を 急 が せ る 。 と に か

く素早 く答 を出 さなけれ ばな らな い 状況 に慣れ 親 しむ と，

深 く考 え る よ りも衝 動的 に 結論 に 飛 び つ く こ と を学ん で

し ま うか も し れ な い
。 極端な 受験指導で は ，テ ス トの 問

題 文をす べ て 読 ま な くて も解 答 で き る テ ク ニ ッ ク を 教 え

る と い う 。 と き と し て 子 ど もたちは，算数 の 文章題 を最

後 ま で 読 む よ り も まず ， 数字 を式 に ど ん ど ん 当 て は め て

答 を出 そう とす る。手際 よ く点数 を稼 ぐため の ，
こ うし

た 「時間の 節約 1が，い つ の 間に か 習慣 に な っ て し ま う。

　 こ れ は 何 もテ ス ト問題 に 限 っ た こ とで は な い
。 H 頃 の

授 業 に お い て ，教 師が い つ も速 く課題 を こ な す こ と を要

求し た り，他 の 子 ど もた ち との 競争 を煽 っ た りする こ と

が多 ければ ， 課題 は 時間 をか けず に 于 っ 取 り早 く仕上 げ

るべ き もの だ と子 どもに 思わ せ て しまうだ ろ う。子 ども

の 関心は，課題 を な ん とか 早 く終え て し ま う こ と ば か り

に向か うだ ろ う。 課題 を解 くプ ロ セ ス を楽 し ん だ り ， 他

に 別の 解 き方や 考 え方は な い だ ろ うか と あれ こ れ思案 を

め ぐ ら す こ と も な く ， 「課題を済 ま せ た ら ， も う そ れ で終

わ り」 とば か りに 再度考 えよう とは しな くな る だ ろ う。

つ ま り，表面 的 に し か 課題 に 関わ ら な く な る の で あ る 。

結局，考 え る こ と を最小限に と どめ，考え る時間を 1分

で も短 くす る こ と に 全力を傾け る こ と に な りか ね な い 。

　 もち ろ ん ， 限 られ た時間 の 中で 急 い で考 え る練習 を す

る こ と 自体が 悪 い わ け で は な い
。 要 は ， 課題 の バ ラ ン ス

で あ る。あ る程 度時間 を か け て ，論理 的，多 面的 に 深 く

考 え さ せ る 課 題 を，ぜ ひ も っ と増や し た い
。 子 ど も た ち

をせ か さず最後 まで 考 え さ せ る機会 を増 や す こ と に よ っ

て ，深 く多面的 に 考 え る 習慣 を つ けさせ る。課題 の 性 質

や状況 に応じ て ， す ばや く考え る こ と もじ っ く り考え る

こ と もで きる子 ど もに 育 て た い 。

3 ．深 い 思考を要 求す る課題 の 重要 性

　 ス ピ ード重視の課題 で は多 くの 場 合 ， 正解が 1 つ 用意

さ れ て お り， こ れ を早 く見 つ け出す こ とが 要求さ れ る。

深 く掘 り下 げて 考え る こ と は ， 必ず し も必要で は な い
。

それ に 対 して ，「自分 で 決 めた テ ー
マ で 自由研究を行 い ，

こ れ を レ ポー トに ま と め る」「自分の考えを論理的 に 組み

立 て ， 他 の 人 に納得 し て も ら え る よ うな形で発表す る」
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