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1　 はじめに

　 こ れま で京 都教育大学や近隣の 諸学校で の

50 回を超 える探 究学 習の 授 業実践や 授業観察

を通 して ，い くつ か感 じた こ とがある 。 子 ども

に、仮説 を 立 て た り実験 方法 を思い つ い た りす

る際に 思考や手が 止 ま っ て し ま う様子 や グ ル

ープ の 中 で 主 体的に 関 わ れ ず 学習後 も達 成感

をあま り感 じ られ て い な い よ うな様子 が あ っ

た 。そ れ ら は 学習 者の 発 達段 階や年齢 で は な

く，経験に 起 因 し て い る と感 じ た。

2　 前仮脱段階につ い て

　 前仮説 段階 とは，科学的な探究過程で あ る

「仮説
一
検証

一
結論」とい うプ ロ セ ス に入 る以

前 の 段階 で あ り，そ こ で は 4 つ の 要素 （「実験 ・

観察」 「ア イデ ア ・知識 」 とい う演繹的要素と

「自然体験」　 「生活体験 」 とい う帰納的要素）

が 場 を設定する こ と に よ り，相互 に 有機的な関

連 を持 ち，好奇心 の 反映 と し て の 興 味 ・関心 の

発生 と高 ま りを刺激，促進す るもの で ある （村

上 、2005） 。 前仮説段 階にお い て 学習者は，小

仮説 （作業仮説）や気付き，ひ らめきな どを議

論や 自由試行 の 中 で練 り合 い ，仮説 へ と洗練 さ

せ て い く。

3　 もの づ くりによる試行錯誤の 必要性

（1 ） も の づ くりの 重要性

　 「自由な探 究 の 場 」 とい う制約 の な さ が 経験

の 少な い 人 に とっ て 不安 な要 素 にな り うる こ

と は 想像 に難 く ない 。しか し，失敗 を繰 り返 し

な が ら 改 良す る よ うな試 行錯誤 の 段 階や 成果

が 形 とな っ て 創造され た時の 達成感，充実感を

十分味わ っ て い な い と、探 究的な経験 が 蓄積 さ

れな い の で は ない か と感 じて い る。そ こ で，そ

れ らを体験す る場 と し て の も の づ く りに 目を

向 けた い 。指導 要領 （理科編） の 改訂 で も 「生

活科 と の 関連 を考慮 し，もの づ くり な どの科学

的な体験や 自然体験 の 充 実を図 る こ と」に つ い

て 重要視 され て い る。また，生活科 の 改訂 で も

「遊び を工 夫 し」 か ら 「遊び や遊び に使 うもの

を工 夫 し て っ くり」 に変更 され て い る。

（2 ）理科学習にお ける もの づ く りの 課題

　本研究で 私が こ だわ っ て い る もの づ くり と

は，自由試行や試行錯誤 とい う体験的要素を軸

に した もの で ，キ ッ トや装置 （空気鉄砲，コ イ

ル 等）な どの ように どの 児童 も同 じ も の を作る

とい うもの で は な い 。

　そ こ で、教科書を 6 社分析 し て み る と，もの

づ く り は単元 の 最後の 活動 に な っ て い る場 合

が ほ とん どで ある。学習後の もの づ く りで は，

そ れ ま で学習 した原理 や法則 を生 か し，学習 の

理解を確か め た り深め た りす る要素が ある。し

か し な が ら，少 し の 工 夫，ア イ デ ア を入れ る と

い っ た と こ ろ で 留 ま っ て し ま うとい う感覚を

こ れま で の 実践経験で 持 っ た （振 り子 ，電磁石

等）。すなわ ち、得 られた知識 の範囲で の 活 用

（科学 か ら技術へ）が重要視 され るの で 、何か

し らの 制約が児童 の 思考 に生 まれ やす い の で

ある。また，学ん だ知識を生 か すとい う意味合

い が大 き い の で，学習内容 の 定着が活動を左右

し て し ま うこ とに もな る 。 それ で は限 られ た児

童 しか試行 錯誤 の あ る 自由試行 に は な らな い

の で は な い だ ろ うか 。

　科学を生活 に 生かす ア プ ロ
ー

チ （上 記）に 対

し て ，逆に ，生活の 中に科学 を背景 と した もの

があ る こ とを発 見す る喜び もある の で は な い

だろ うか
。 そ しで

， 学習前の こ の よ うな視点 か

らの もの づ く り は，学習後以外 の 活動 に も生 か

す こ と が で きな い だ ろ うか。

4　単元導入 と しての もの づ くりの意義

　不 思議 との 出合 い の 場 で ある導入 に こ そ ，も

の づ く り を 取 り入 れ る こ とに よ っ て，試行錯誤

す る 目的意識や原 理 ，法則 の 利用が，実感 を伴

っ て な お か つ 自然 と感 じられ るよ うに なる の

で は な い か と考 え る。誰 もが何 の 制約 を感 じ る

こ ともなく本来 の 自由試行が確保 され，もの づ

く りと い う作業を通 し て 不安なく試行錯誤 が

体験的，潜在的 に積み 重ね られ る こ とが探究的

な経験 となり，楽 しみ なが ら科学と向き合える

よ うな姿勢 が培われ て い くの で は ない だ ろ う

か 。どの児童 に も探究学習 の 醍醐味 を味わわせ

るた めに，もの づ くりを通 し て 前仮説段階を楽

し め る よ うな力 をつ け て い きた い 。
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