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1　 は じめ に

　小学校にお ける物質学習は ，日常生活 と の

関連 を図 りなが ら体験的な活動を通 して ，物

質に関わる様々 な現象 を知識 として獲得 して

い くことがね らい とな っ て い る。しかし，物

質 につ い て具体的なイ メ
ー

ジ をもつ こ とがで

きな い た め，現象 に つ い て も曖昧な理 解に と

どま っ て い る こ とが多い 。

　そ こで ， 小学校 4 年生の単元 「ものの かさ」

にお い て ，物質を粒で考え る こ とを通 して物

質 に関わ る現象に つ い て の 理解を深め る実践

を試み ，小学校段階にお ける 「初期粒子 概念

（物質は 小 さな粒 で で き て い る ）」導入の 可能

性を探 っ た。
2　 授業実践

（1 ） 単元

　 小学校 4 年生 （2006年 10 月実施）

　 「もの の かさ と力」，「もの の かさと温度」

（2） 授業実践の概要

　 2 つ の単元 の授業の概要 を示 す。
1 ）「もの のか さと力」

　空気は押 し縮 め られる が水 は押し縮め られ

ない こ とを学習 した後，「なぜ空気は押 し縮 め

られ，水は押 し縮 められない か 」 を課題 と し

て，まず 自分の 考 えを学習シ ー トに記入させ

た。学習 シー トは，本単元 と次の 単元 をあわ

せて 1枚の もの とし，児童 自身も自分の 考え

の流れが分かるよ うに した。

　粒子概念の 導入 として，マ イクロ ス コ ープ

を用 い て 写 真を拡大 し ，「も の は 小 さな粒で で

き て い る 」 こ と をイメ ージ させた 。児童の 方

か らも，テ レビ の 画面が小 さな点の 集 ま りで

ある こ となどが出され た。

　 この こ とか ら，空気や水も粒でで きて い る

とい うこ とに結びつ け，課 題 を粒で考える こ

とがで きないか促した。さ らに，考える条件

として 「もの はす べ て 小さな粒で で きて い る」，

「粒の 大 きさは変わ らない 」 とい う 2点 を示

し ， 空気 と水の 違 い を考え させ た 。

2 ）　 「もの のか さと温度」

　 単元の 最後に，空気 ， 水 ， 金属の 温度 に よ

る 体積変化の 違 い に つ い て ， 粒をもと に 考え

る 時間を設定した 。こ こ で は，前の 単元で 出

され た 「粒のす きま 」 と い う こ とを もとに考

え て い っ た。考え る 条件 とし て ，「粒の 大き さ

は変わ らな い 」 とい う こ とを確認 した 。

　児童 は，空気や水を押 し縮 めた ときの様子

や，粒の 数と大きさは変わ らない とい うこ と

か ら，「粒 のすきまが広がるか ら空気の かさは

大き くな る」 と い うよ うに，体積の 変化を粒

の すきまの変化 として 考える よ うにな っ た。

3　結 果

（1 ）　問題意識の変容

　事前 ・事後ア ンケ
ー トの 結果 ， 理科の 学習で

「なぜ ？」 「ふ しぎ」 とい う疑問 をもつ 児童が

増え た。

（2）学習内容の理 解度

　圧 力 をか け た時 と暖め た時 の空気や 水 な ど

の 体積 の 変化に つ い て 事後テス トした結果 高
い 正答率が得 られ た 。 また ，未習内容で ある 「空

気 の 体積と重 さ」 に つ い て も，「空気の 粒の す

きまが広が っ ただけだか ら重 さは変わ らな い 」

と考えた児童が 4 割 い た の が注 目され る 。

（3 ） 学習 につ い て の 意識

　本実践の空気や 水の 体積変化に関する学習
に つ い て は，難しい と感じて い る児童が多か

っ た （6割〉。そ の 反面，多く の 児童が この学

習を楽 し い と感 じて お り，粒 を も とに して 考

え る と分か りやす い と い う肯定的な応えが 8
割で あ っ た 。

4　 おわ りに

　 中教審理科専門部会は，学習指導要領の 改訂

に 当た っ て ，　 「エ ネル ギー
」　 「粒子」　 「生命」

「地 球1 な どの 科学 の 基本的な概念 を柱 とし

て ，小 ・中 ・高を通 した理科の 教育内容の 構造

化を提案して い る
1）。本実践は，小学校で も，

物の 性質や 事 象 に つ いて 理 解を深め る には ，
「なぜそうな るか 」と い う疑問を もちなが ら考

えて い くこ とが大切で あり，考 える素材と して

「物質は小 さな粒で で きて い る 」とい う初期粒

子概念が有効で ある こ とを示 した。
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