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1　 は じめ に

　小 ・中学校 の 学習指導要領理科編 （文部科学

省　 2008）で は野外観察の 重要性 が強調 され

て い る。し か し、教育現場で は、野外観察の 実

施率は極め て 低 い 状況に ある。そこ で 本研究で

は、そ の 現状を打開で きな い か と考え、地域 の

地学的自然 を対象 とし、野外観察を取 り入れ た

探究的理科授業 を開発 し、そ の 有効性 を実験授

業 を通 し て 明 らか に し よ うとし た。

2 　 教材開発

（1）取 り上げた素材

　松江地城 の 丘 陵を構成する新第三 紀松江層、

松 江 平野 を構成す る第四紀沖積層 を取 り上 げ

た。

（2）授業構想

　松江 とい う地域 の 生 い 立 ちを三 つ の 小 単元

「川 の はた らき と地形変化（2h）」 「松江平野の

形成過程（3h）」 「松江層 の 形成過程（3．5h）」 「松

枝 の 成 り 立 ち（L5h ）」 で 学ん で い く。　 「川 の は

た らきと地形変化」 で は、出雲地方 に広 い 流域

を占める斐伊川水系を 中心材料 として 、現在進

行 し て い る地形変化を捉 え、川 a5三 つ の 作用 、

地形 の 形成を捉 え て い く。 「松 江平野 の 形 成過

程」 で は、松 江平野 の 形 成過 程 を沖積層 を含む
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リン グ試 料、松 江平野 の 地質柱状図、海面

変動 、宍 道湖 ・中海 の 形成史か ら明 らかに して

い く。　「松江層 の 形成過程 1 では 、松江層 の ！l彡

成過 程を 中心 と して、露頭観察な ど五 感 を通 し

て 観察する こ とを重視 しなが ら学習 を進 め る。

以 Eの 小 単元か ら松江 の 成 り立 ち を探究 し て

い く過程で 、こ れ らを科学的に探究す る過程を

経 る こ とによ っ て 、
一

般法則が と らえ られ る と

ともに 、具体的な 自然に適用 で き る知識や 思考

力 が身に つ くと考え 、そ の よ うに授業構想 を作

成 した。

3　 開発教材の 評価

・素朴概念 と授業 を通 して 科学概念 へ の 変容

　素朴概念が授業 を通 して 適切 な科学概念 へ

変容 し たか ど うか を見る。

・科学的思考 ・表現

　授業にお い て 求め る科学的思考 ・表現が達成

されて い る か を見る。

・情意

　授 業後 にお け る子 どもた ち の 情意面 をア ン
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トに て 調査 し授 業 時間 を重ね る ご とに ど

の よ うに情意面 が変容 して い っ た か を見 る 。

4　 結果

　本 発 表 では 、現 時点にお ける上記 の 視点に基

づ い た分析結果 を述 べ る。

5　 終わ りに

　今後 は、さらに授業の 実践 を進め 、教材の 有

用性 を評価 し て い く。本発表で は途 中結果を報

告す る予 定で ある。
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