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理科学習にお ける論理的思考力を育むた め の指導法の研究 （2）
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1　 問題の 所在

　理科学習にお ける論理 的思 考力は どの よ う

に 伸長す る の か 、そ し て それ に対 し て ど の よ

うな支援 ・指導が 考え られ る の か。問題 解決

の 学習過 程 の IIrで 、仮説設定、及び 考察 の 場

面で 、い わゆる
“
論理 的思考力

”
の 育成 を図

っ て きた。児重の
“
論理 的

”
な思考は、記述

か ら い か に把握 ・分析で き る の だろ うか c

2　 研究の 枠組み

　 仮説 と して、考察に つ い て 、文型 をひ な形

とし て例示 し、継続的に取 り組 む こ とで 、論

理 的 に表記す る ・記述 す る カ が つ くの で は な

い か と考 えた。そ こ で 、「考察の 書き方プ リン

ト」 を試作 し、 改 良を加え なが ら 、 年間を通

じて 児童 に ノ
ー

ト指導 を行 っ た 。

　 こ の ノー ト指導 は 、随時試行錯誤 を加 えな

が ら行 っ た。年間を通 じた児重の ノ
ー

トは、

1 人 平均 3 冊に及 び 、そ の 記述量 も表現様式

もあ る
一
定 の 成長 が感 じ られ た。

　本報告 で は 、こ の プ リ ン トに よ る ノー
ト指導

の 試行錯誤 の 経緯 と 、 そ の 問 の ノ
ー

ト記述 の 分

析か ら、そ の 指導上 の 有効な方策 とflll長を とら

え る視点を仮説生成的に 見出す こ と に する。

　 前回 の 発表 （小 林ほ か 2014 ）で は、児重の

考察を量的な側 面 か ら とらえた 。 各児童 の 考察

の 全文字数を カ ウ ン トし、そ の変容を見て い く

と、全 体的に分量が増加 し て い る と い う傾 向が

見 られ た 。 そ の た め
、 後述 の 考察 の 指導法 の  

〜  が、多くの 児童 にた くさん の 文量 を書かせ

るた め の 于立 て と し て 有効 で ある こ とが分 か

っ た。ただ し、学力の 高い 子 が 必ず しも多 くの

文 量 を書い て い るわけで は な く、ま た学力 の 低

い 子が 必ず しも少 な い 文 量 しか 書 け て い な い

とい うわ けで はな い 。こ の こ とか ら、文量の 増

加 が必ず しも論理 的思考力 の 向上 と同 等 の 事

象で はな い こ とが分か る。そ こ で 、量 的な側 面

か らだけで は なく、質的な側面か らとらえ る こ

とが必要 であ る と考えた 。

3　考察の指導

  考察の 書き 方プ リ ン トの 提 示

  考察 を書 い て い る児童 へ の 助言

  ノ
ー

ト記述 の 好 例 の 共有

  繰 り返す こ と

4　 論理的思考 の変容 をとらえるために

　 ノ
ー

ト記述で の 思考表現 の llli長 を質的な側

面か ら どの よ うに と らえる の か。祝点 として 、

2 つ 考え られる。

  構文的理解が できて い る か

　 「考察 の 書き方プ リ ン ト」 に示 され て い る

考察 の 文型 は 、　
一
定 の 構 文 の 形式 を もたせ て

い る。 こ の 構文を児重が理解 し、どれ だけ適

切に使 う こ とが できて い るか を分 析す る 。

  語句の 関係づ けが で きて い るか

　 児童 が 表現 し た考察 を見た とき、それが論

理 的で あるか 否 か を判断す る視点 とし て、「関

係づ け 」 が で き て い るか ど うか で 考える c
「既

習事 項」 「日常生活 に お け る 現象」 「以 前書 い

た 考察」 と どれ だけ関係づ け て 考察 を表現 で

きて い る か を分 析す る 。 そ こ で記 され る
一
｝
一一

ワ
ー

ドとして の 語句 と、そ の 表 し方 （結び っ

け方）に 着 目す る。

　考察前半は構 文を示 し、それ に なら っ て記

述 させ て い き、考察後半 は祝点を与 え、自山

に 記述 させ た。こ の よ うに考察前半 と後半の

文章 の 表記 ス タ イ ル が 異 なる た め 、  と  を

併用 し
、 そ の 特 徴を見 て い く こ とに し た 。

　 どの 程度 の 変容が あ っ た の か 、また午間の

指導過程 の 中で の どの 箇所で の 変容が顕著で

ある の か 、さらには、そ の 伸長の 特徴 をとら

え分析 を行 う。
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