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1　 は じめに

　国立 教育政策研 究所教 育課程研 究セ ン タ
ー

に よ る 平成 13年度教育課 程実施 状況 調査

で は 、中学 2 年 生に お い て 「理 科 の 勉 強が

好きだ 」 と い う解答は 、どち らか と い えば

そ う思 うとい うもの も含 めて 、53．3 ％で し

か な い 。国際的な調 査 と比 較 して も 20 ポイ

ン トほ ど低 い 値 とな る。本 来 自然 科学 は 、
児童生徒の 興味 ・関心を 呼び 起 こ し、主体

的 で 意欲的 な学習 を進 め る こ とが で きる授

業 と な る は ずで あ る。 自然科学 を系統 的に

学習を進 め、児童生徒 が 「好き だ」 「楽 しい 」

と感 じる こ との で き る授 業運営 は、な され

に く くな っ て い る。授 業運 営 の あ り方 と教

師 の 役割 は 、理 科 の 学力 と密接 な関係 が あ

る と考えた。「生徒指導 の 機能」 を生か した

授業運 営を系統的な 内 容 の 学習 を通 して 実

践す る こ とで 、理 科に お ける学力 を高 め、
児童生 徒が 好意的 に受 け止 め る授 業 の あ り

方 を実践 し、成果 を得 る こ とが で きた 。

2　 研究の 方法

　生徒指導 の 究極 の ね らい で あ る 自 己指 導

力 を高 め 、生徒 の 人間的な 自立 を促す指導

を学校教育全体 の 中で 、特 に理 科授業 にお

い て 探 っ た 。 坂本 昇
…

の 「生 徒指導」 の ね

らい 、方法原理 、「生徒指導 の 機能 」 と、教

育 心 理 学者 の デ シ （E．L．Deci）の い う 「自己

決定 」 の 考 え方 との 関係か ら、理科授 業 の

運 営 を 考察 し 同
一

の 生 徒 を対 象 と し 3 年間
継続 した研 究を行 っ た。授業の 運 営は、「課

題方式 」 と し、豊か な授業実践 を行 っ た玉

田泰太郎 に よる も の を基本 と した 。
「生徒指

導 の 機 能を 生 か し た指 導」 の 中で 特 に 「自

己決定 」 を生 か し 「課題方式」 と融合 させ

た授業を 実践し、生徒 の 思考力を育て 、全

員 が集 中 し て 学 習に 取 り組む 状態 を 実現 す

る こ と を ね ら っ た
。

生 徒 が 、 こ の 授 業 を ど

の よ うに受 け止 め た の か を調査 し分析 した u

継続 し た授 業 の 後、調査 と授業 実践 を行 っ

た。調 査は 、質 問紙 に よ る 3 回 の ア ン ケ
ー

ト調 査 に よ っ た。教師 が 生徒指 導 の 機 能 を

生 か して 、 教育相談的な 授業 を行 っ て い る

か を 、他教 科 と比較 した 。 自己決定 を中心

と し た課題方式 の 授 業運 営全般 にわた る調

査 も行 っ た 。 現行 学習指導要領 の 内 容 の 削

減に よ り系統的な 学習が 難 し くな っ た 中学

校理科 にお い て 、「エ ネ ル ギー
の 変換 と保存」

の 単元 を 生徒 が 主 体的で 意欲的 に 取 り組む

カ リキ ュ ラ ム の 提案 を行 い 、実証授 業 を行
い 、そ の 後 の 調査 と合わ せ て 分析 し た。

3　 結果
　研 究 の 結果 、 次 の こ と が 明 らか にな っ た 。

　 （1） 日本 の 中学校理 科教育は 、生 徒 の 関

　　心 が 国際的 に も低 く授業運営 に つ い て

　　も 工 夫 が求 め られ て い るが 、 生 徒指 導
　　の 機能 を生 か し た 課題 方 式 の 授 業で 、
　　 中学校 生徒 の 理 科 へ の 関心 を 高め る こ

　　 とが で きた。

　 （2）　課題 方式 に よ る授業 で は生 徒指 導 の

　　機 能 で あ る、自己 決定 ・自己 存在感 ・

　　共感的 な理 解 を生か し た授業 を 実現 で

　　 き る。
　 （3） 課題 方式 に よ る生 徒 の 概念形成 を伸

　　長す る カ リキ ュ ラ ム 開発 とそ の 実践に

　　つ い て は 、エ ネル ギ
ー

の 変換 と保 存の

　　 単元 分 野の カ リキ ュ ラ ム 開発 に よ り、

　　概念 の 獲得 が充 分 に行 われ た 。 ま た こ

　　 の 授業 実践 を分析 し た こ とで 、生徒が

　　意欲 的に授 業 に取 り組む こ とが わか っ

　　 た。

4　 今後の 課題
　 義務学校現 場 の 実態 と して 、 日常的に ど

の よ うな 授 業 運 営 が され て い る か の 把 握 が

難 し く、改善 の 必 要性 の 認 識 が薄 い た め 、
授業運 営法 に 関心 が持 たれ に く い 。教師側

の 問題 とし て 、自己決定 を中心 とした生徒

指導 の 機 能 を生 か した授 業運 営を身 に っ け

る まで に時 間 がか か り、ま た そ の 獲 得 の 方

法が 明 らか で は な い 。その た め 、実践授業

を進 め て も交流 が 不 十 分 で あ る u 同 じ よ う

に、実践授業 を行 っ た が そ の 分析 法 が 未 確
立で あ る。
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