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イ メ ー ジ と実感 を大切 に した授 業 づ くり

　 『月や 星 は動 くの だ ろ うか』の 単 元 を通 して

　　　植松 　研吾

伊豆 の 国市立韮 山小学校

あ らま し　本研 究 は 、小 学校 第 4 学年 の 天 体学習 に お い て 子 ど もた ち が もつ イ メ ージ と実感を 大切 に した

　 　　 授 業実践 で あ る。天 体 モ デ ル を 用 い た 実験 を 通 し て 、天 体の 大 き さや 空間 関係等に 対 する イ メー

　 　　　ジを 子 ども
一

人
一

人が もち、そ の イ メ
ー

ジ と視覚で と ら えた物 とを関係付 けた り、比 較 し た り し

　 　　 て 実感 を伴 う理 解をす る こ とに よ っ て 、天体に 対する 興味 ・関心 を高め る こ とが で きた，、

キーワー ド　イ メ
ー

ジ と実感 、月 の 満 ち欠 け、星 の 大 きさや 空間関係 、天 体 モ デ ル

1　 授業実践

（1 ）月 の 形 の 変化 と動 き

　 導入 で 、黄色 と黒 の 色画 用 紙 を使 っ て 月 の 形

を作 っ た 。満 刀 が 円、半月 が半 円 で あ る こ とは

ど の 子 も分か っ て い た が、半 月 と満月 の 間 の 月

 評靆 馬鰐 際 圃
る 形 を作 っ た 子 が多 く、そ の 子 に よ っ て 月 の 形

の イ メ
ージ が か な り異 な る こ とや じっ く りと観

察 し て い な い こ とが分 か っ た 。 そ こ で 、実 際 に

月 を観 察 し た り、暗室 で ボー
ル に 光 を 当て る実

験 を し た り す る こ と に よ り 、月 の 形 が 変化 し て

い く こ とを理 解す る こ とが で きた。

　 子 ども た ち が も っ て い る 月 の 動 き の イ メ
ー

ジ

を と らえ る た め 、青の 色画 用 紙 （空 ）に黄色 の 円

シ ール （月）を貼 る作業 を した と こ ろ 、下 図 の よ

うに イ メ ージ し て い る 子 が 30 〜 40 ％、月 の傾

きが変 わ らな い とイ メ
ー

ジ して い る子が 50 ％で

あ っ た 。

（3 ）太 陽、月 、地 球 の 大 き さや 空 間関係

　 子 ど もた ち の 中に は 「地 球 か ら月 ま で の 距離
＝月 か ら太陽 ま で の 距 離」 と思 っ て い る子 が 多

か っ た の で 、手作 りの 二 球 モ デ ル を用 い て 実感

を伴 う実 験 を試み た
。 太 陽を直径 50cm の 星 とす

る と、地球 は 直径 4 〜 5n 皿 、月 は 1 皿皿 に な る。

地球 と太 陽間の 距離 を 50m とす る と、地球 と月

間 の 距離 は 12cm に な る。太陽 を 風 船 で 、地 球 と

月 を油粘 土 で 作 り、運動場 に 三 球 を置 い て 、そ

れ ぞ れ の 大 き さ と空 間関係 を実 感 す る こ とが で

き た。最後 に 「1 光 年 」 と 「日 光 が地 球 へ 届 く

の に か か る時 間 」 を電卓で 求 め る こ とに よ り、

改 め て 宇宙 の 広 さと不 思議 さを 実感す る時間 を

取 っ た。
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（2 ） 月 の 観察結果

　下 校後 の 月 の 動 き に つ い て は 宿題 で 観 察 させ

る こ とに し た 。 観察結果 を持 ち 寄 り、前時 の イ

メ
ージ と比較 させ た と こ ろ、 r・どもた ち か ら 「月

の 形が 変わ る こ とは知 っ て い た けれ ど、半 月 の

傾 きが 変わ る こ と は 知 らな か っ た ．」 「満 月 は 円

い の で 、傾 きは 変わ っ て い ない と思 う。」 「半月

と同 じよ うに、満月 も傾 き が変 わ っ て い る と思

う、溝月 の 時 は 、月 の 模様 を 見 れ ば 傾 きが 分 か

る と思 う 。 」 とい うよ うな声が 上が り、月 に 対す

る 興味 ・関心 を 高め て い っ た。

2　成果 と課題

（1 ）成果

「イ メ
ー ジ」

→ 「モ デ ル 」
→ 「観 察」 と い う学

習 の 流れ が理 解 を よ り深 め る こ とに っ な が り 、

月や太陽 に っ い て 興味 ・関心 を示 す子 が 多 くな

っ た。宇 宙に 関す る 善籍 を借 りる子 や 、イ ン タ

ー
ネ ソ ト等で 情 報を集 め る子 が 多 くな っ た。

　天 体学習 だ け で は な く、他 の 単 元 に お い て も

r・ど もた ちの もつ イ メ ージ を取 り人 れ 、そ れ を

生 か し た り、崩 し た りす る授 業 を 心 が け る よ う

に 努力 し た。

（2 ）課 題

　天 休 の 観察 は 1 年 中可 能 な の で 、 1 年 間 の 星

の 動 きを 実際 に 目 で 確 か め る こ とも必 要 で あ る。

宿 泊訓 練等 で 星 の 観 察会 を実施す る こ と を教育

課 程や年 間指導計画 に 組 み 入れ た い
。

　太陽や 月 が半円 周 上 を動 く の を理 解 させ るた

め の 適切 な指導法を今後 も考え て い きた い 。
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