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教育心理学と実践活動

協同学習に よる授業改善

杉　江　修　治

（中京大学）

Cooperative　Learning　and 　the　Improvement 　of 　School　Learning

　 Sllu丿【SuG 【L

（CIHIKヤ 1，　UNIVERISITY）

　　Educational　psycholugy 　can 　greatly　improve　educati ⊂mal 　practice．　Using　educational 　psycho 】ogy
to　elucidate 　learning　principles 　is　especially 　usefu1 ．　Educational　psychologists　who 　study 　practice　must
llot　restrict 　their　sttldy 　to　psych （，logical　methodology ．　Rather　they　9．　hould　think　about 　the　issues　onto
which 　they　wish 　to　throw 　light，　 In　the　present　nlamlscript ，　the　re 】ation 　of　the　study 　of　coQperative

learning（CL）to　educational 　practice　is　introduced ．　CL 　was 　created 　to　enable 　the　pedagogical 　imple−
menta 亡iQn　of　essential 　principles　of　educational 　psychology ．　 A 　wide 　variety 　c）f　contributions 　or 　CL 　to
scho 〔，11eamillg　are 　described　jn　particular　the　fo1［owing ： a　method 　for　making 　lessons　more 　comprehen −
sible 　to　students ，　and 　a　model 　of　how 　teachers　could 　work 　together　tQ　build　a　curriculum ．　Educational
psychology 　can 　help　idelltify　principles　necessary 　to　impr（）ve 　educational 　practice，　and 　can 　also 　help
make 　teacher　practice　nユore 　scientific 　and 　effective ．

　　Key　Words ：cooperative 　learning，　educational 　practice，buzz　Iearning　method ，smaH 　class 　instruc−
tion，　 reflective 　practice

　教育心理 学は 教育 実践 に 実 り多い 貢献が 可能で ある。特 に，学習 の 原理 か ら教育実践 を捉 えよう と い う学
問の 性格が そ の 有用性 を支 え て い る。実践 と関わ る教育心 理 学者は ， 原理 を踏 まえた うえ で ， 問題意識 を優

先 した 研究 を 教育実践 に 対 して 行 うべ き だ と考え られ る。 こ こ で は具体的に ， 協同学習研究 を取 り上 げ，そ

れ と教 育実践 との か か わ り を論じ た。さ まざ ま な教育心琿学 の 原理 を統合 して 生 ま れ た協同学習 が，学校教

育を中心 に ，ど の よ うな実践 的課題 に 対応 して きたか に つ い て ， 接近の方法 と あわ せ て紹介 した 。 また ，よ

り具体 的 に ，
バ ズ学 習 に よ る 単元見通 し学習 と ， 協同的少人数授業 を軸 と した 犬 山市の 授業改善 の 事例 を紹

介し た。最後 に 教育心理学は実践 を 改善す る原理 を提供す る ばか りで な く，教師 の 間 に研 究的実践 の 文化 を

形 づ くっ て い くの に 大 きな 役割を果た す こ と を論じ た。

　キー
ワ ード ：協同学習 ， 教育実践，バ ズ学習 ， 少人数授業 ， 研究的実践

1　 教育実践 と教育心理学の 関わ り

（1） 教育実践 に 貢献で きる教育心理学

　筆者 は バ ズ 学習 と い う， H本で 開発 さ れ た協同学 脅を

教育実践 の 場 で 研究 して き た 。 教育心理学 は 実践 の た め

の 基礎的 な 知 見 を 提供 す る ば か りで な く， 実践 に直接関

わ る こ とが で きる 学問 で あ る と考え て い る 。 そ の 関 わ り

方 は ， 多 くの教育研究者が 教育実践 の 場 で 行 っ て い る ，

実践 を後付 けただ けの 評論家的な形 で は な く， 教師 と と

も に 実践 を作 り上げ て い く の に 役立 っ 形 が 可能 な もの な

の で あ る。

　教 師は ， そ れ ぞ れ 実践 に 関す る 個人 的指導論 （梶 田，

1986）を持 っ て い る。教科 の 指導内容 や 担 当 し て い る 子 ど

も
一

人 ひ と りの 個性 ， 学級集団
・
学習集 団 の 特徴 をつ か

ん で い る 。

一一
方，教育心琿学 者は学習指導の 原理 に つ い

て の 情報 を持 っ て お り， こ の 両者が 相互 に 交流を図 る こ

とで ， よ り よ い 実践 を作る こ と が で き る 。 そ し て 教育心

理学者 が 理解 し て い る 原 理 に は，実践 へ の 適用 に 重要 な

こ とが らが 多 くあ る の で あ る。

　教 育研究者が実践 に 言及 す る と き ， い か に 子 ど も中心

の 学習指導 と い っ た ニ ュ ア ン ス の 議論 を し て い た と し て

も ， そ の 多 くは教師論 な の で あ る 。 子 ど も の学び か ら実

践 を発想 す る こ とが実際に は 少 な く，教師 の 指導 の 構 え，

指導 の 方法 を 論 じて い る もの が ほ と ん ど で あ る 。 し か し ，

教育心 理 学 か ら発想 され た学習指導理論 は ， 「発見学習」

「有意味受容学習」「完全習得学習」， そ し て 「バ ズ 学習」

な ど と
， 「学習」 と い う ネーミ ン グが な さ れ て い る ご と

く， 子 ど もの 「学 び」 を しっ か りと出発点 に お い て い る 。
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教育心理 学 は 学習指導 を考 え る際 の 発想の 基点 に 特徴が

あ り，そ の特徴は 実 は 実践 を考 える上 で き わ め て 重要 で

あ り， 基盤 とな る こ と が ら で あ る 。

　教育心理学 は ， 子 ど もの学習活動 の 個 々 の 事例 に 対処

す る手法 に 関 わ る研究 も行 っ て い る が，そ の 研究 EI的 の

基本 は 原理 の 探求 に あ る 。 た と え ば学び に お ける子 ども

の 自発性 は，教育実践 を作 り上 げて い く上 で 忘れ て は な

ら ない 原理 で あ り，教育心理学が導 い た す ぐれ た 原理 で

あ る。原理 の 追求は 入間性の 追 求 に 通 じる。個人差の研

究は ， 同時に人 間性とい う，人 と人 との 共通性を理 解す

る 道筋 で もあ る。た だ し ， 個入 の 差だ けの 研究 は ， 実践

に お い て は役立 っ 機会 が 極 め て 少 な い
。 時に 有害 な 場合

さえあ る。た とえ ば，人 は誰で も， よ りよ く成長 した い

と い う要求を持 っ て い る と い う人間性の 原 理 を 忘 れ，あ

る時点 で の 学習意欲 を測定し ， そ こ で個人差を見出 した

と して も，差 の み を強調 す る と「意欲 の あ る子 ども」「意

欲の な い 子 ども」と い う結論 に なろうが，成長意欲 とい

う人間性の 側面 を踏 ま えれ ば 「意欲が 発揮で き て い る子

ど も」「意欲を眠ら せ て しま っ て い る子 ども」とい う解釈

が で き ， 教師 の なす べ き 対応 に つ い て の 議論が違 っ て こ

よう。

　 ま た ， 教 師 が と もす る と 陥 りが ち な，現状か ら の 発想

に対 して ，教育心理学 は そ れ に 囚わ れ な い 有益な示唆 を

提供で き る 。 教師たちか らはしば しば後 ろ向き の 発言を

聞か さ れ る こ とが ある。た と えば，少人数授業の実践後

の ア ン ケートで 「勉強の 不得意な子 どもの 逃 げ場が な く

な る」 とい う 回答を得た こ と が あ る （仲 ・杉江，2 02）。先

日あ る実践 を参観して，そ の意味が わ か っ た 。 要す る に

教師の
一方的な教え 込 み の授業で は ， 少入数ク ラ ス の 場

合 ， わ か っ て い な い 子 ど もが わ か っ て い な い とい う こ と

を，教師 も ， 仲間 も ， 多人 数 ク ラ ス の 場合 に 比 べ て よ り

は っ き りと認識 で き， それ に も関わ らず，わ か っ た ふ り

（教 師 の 「わ か り ま した ね 」と い う確認 に 対 し て うなず くな ど〉を し

な くて は な ら な い と い う こ とが頻 繁 に 起 こ る の で あ る。

問題 は少人数授業 に あ る の で は な く，教師が そ の 学習指

導条件 に 応 じた指導法を し て い な い こ と に よ る の で あ っ

た 。 こ の 場合 ， 教 育心理学は ， 学習指導 の 基本 で あ る子

どもの 学 びか ら授業設計をし直す た め の 提案を具体的に

す る こ とが で き る の で あ る。

〔2｝ 教育心理学と心理学

　教育 心 理 学 は ， 発 達 「心理 学」，学習 「心理学」，社会

「心理学」 な ど と 同様 に ， 教育 「心 理 学」 な の だ ろ うか ．

そ れ と も 「教育」行政，「教育」 史，「教育」社会学 の よ

うに 「教育」心理 学な の だ ろ うか 。

　私 は，少 な くと も教育実践 と直接関わ る教育心 理 学は，

後者 の 捉え方 に 傾か ざ る を得な い の で はな い か と思 っ て

い る。なぜ な ら，「心 理学」で あ ろ う とする限 りは 心理 学

の 方法の 範疇 か ら出 る こ とが で きず，した が っ て扱う問

題が 限定さ れ る こ と に な る か ら で あ る 。 も ち ろ ん ， 「心理

学」と い う名称を付し，「心理学」の 方法 を学 ん だ者が携

わ る研究で ある限 りは ， 科学的 な方法 の 意義 を見失 う こ

とはあ り得 な い で あ ろ うが ， 実践 と関わ る た め の 研究方

法 に は さ ま ざ ま な 現 実的 工 夫 が 求 め られ ，し ば し ば 「心

理学」の 基準 に 合わな い 研究方法 を併用 せ ざ る を得ない

こ と が あ り得 る 。 方法 よ り は 問題意識 が 優先す る の が 教

育実践に関わ る研究 の特徴 で ある。

　し た が っ て ，教育 「心 理 学」的研究成果 の 実践 へ の適

用 に は慎重 な検討が必 要 で あ る。教育心理学者 自身は ，

実験室 を 中心 と した限 られた条件の 元で の 成果を簡単に

実践 に適用する こ と に は慎重で ある 。 しか し， 実践者が

そ の 情報を得た と き， 安 易に 新 しい 情報 を実践 に 移 そ う

とす る場合があ る 。

　あ る 中学校 で ，英語の 教師た ち が 子 ど もの学習タイ プ

を識別 し ， 学習タ イ プ に 応 じ て ク ラ ス 分 け を し た う え で

指導す る と効果的 だ と い う論文を読ん で感心 し ， 実践化

した い と考えて い る と い う場面に 出会 っ た こ とが あ る。

認知型 と ATI の 考 え方 を結合 させ た アイデ ア で あ ろ う。

しか し，英語学習 に 影響す る子 ど もの 特性は そ の条件
一

つ な の だ ろ うか とい う こ と ， そ して 何 よ り，そ の ように

し て編成 さ れ た集団内等質 と い う学習集団 の ダ イ ナ ミ ッ

ク ス が どの ような もの な の か とい うこ と ， そ うい っ たそ

の 他さ ま ざ ま に考え ら れ る 重要な条件 に つ い て 教師た ち

は考慮 して お らず，お そ らくさ ほ ど の成功を見な い 実践

に な る と思 っ た の で あ る 。

　教育実践 と教育心理学が交わ る 折 に は ， 要素的な思考

を極力排除し な くて は な ら な い だ ろ う。 そ こ で は ， 実践

の 目標である ， 形成す べ き学力に つ い て の 幅広 い 理解 と，

学習場 面 は そ の ほ と ん ど が 集団事態で あ る と い う，グ

ル
ープ ・ダイ ナ ミ ッ ク ス の 側面 を忘れ て は な ら な い

。

  　教師との 連携

　教育実践 の 改善を図る研究 に は，そ の 際の研究者 ， 教

師か ら の働き か け が ， 関わ る す べ て の 子 ど もの 成長 に 有

効 で あ るべ き だ と い う倫理 的制限 が伴 う。また ，
一

人 ひ

と りの 教師の 目指す目標 ， 願 い が そ こ に 加 わ る 。お の ず

か ら条件統制は 困難 とな り ， 多 く は事例研究 と ならざ る

を得な い 。た だ し，研究の 手法が 経験 と勘 の 繰 り返 しで

は ， 実践 を積み 上 げ ， 新 しい 成果 を生 み 出す こ とは難 し

い 。し た が っ て ，
一

定の 研究手続き，す な わ ち ， 目標 を

明確化 し
， 仮説 を立 て

， 子 ど もに 対 す る操作 を き ち ん と

記録 し ， 可能な 限り の評価を行 い
， 操作 と評価データ を
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正 し く踏ま え た 考察 を行 う と い う過程 を ， で き る だ け 徹

底す る必要 が あ る 。 私の 場合は，あい まい さ の 多 く残る

事例研究を繰 り返 し繰 り返 し実施 し，そ こ か ら
一

貫 した

成果 を見出し て い く とい う方法 を束 に と っ て き た 彬 江．

1999）。

　 こ の よ う な 教師 との 連携 で は ， し ば し ば実践 か ら仮 説

が 出て 来 ， 事例的に そ の検証 を図 り，その後実験室的な

検証 を行 い ，再 び実践 に も どす と い う 乎順 を と る場 合も

生 じて くる 。 教育実践 の 場 はさまざ ま な仮説に満ち て い

る。教師 の 工 夫 に は ， 数多 く，原 理 に 作 り．ヒげ て い く こ

との で きる内容が潜 ん で い る 。

　なお，教師 との 連携の 過程 で ，教育心 理 学が 貢献 で き

る こ と と して ， 実践で の新 し い 試 み を研究的実践 と い う

形 に 高め て い き，成果 を積 み 上 げて い く と い う文化形成

を促 す と い う こ と が あ る。Schon （1990） の reflective

practice に 通 じ る課題で あ る。研究 の 方法 を き ち ん と踏

む こ と に よっ て，次 の 実践 に ぜひ 牛 か した い と思 える確

か な手ごた え を 重 ね る経験 は，教師 に と っ て貴重 で あ る 。

2　協同学習研究と教育実践

  　協同学習の展開

　協同学習 は ， 協 同 を学習指導 の 原理 と す る さ ま ざ ま な

実践的，理論的工 夫 に 対す る包括的な名称で あ る 。 協同

学習 の 理論 や 方法に は バ ラ エ テ ィ が あ る が，協同 の 概念

に つ い て は Deutsch （1949）に拠 っ て い る もの が ほ と ん ど

で ある 。 集団成員全員 が 同時 に ゴー
ル に 着 くこ とを目標

と した 集 団過程が 協同で あ り， これ を教 育実践 の こ と ば

に 翻案 すれ ば，学習集団 の メ ン バ ー一
人 ひ と りが よ りよ

く成長 す る こ と を，メ ン バ ー
全 員が 目標 に して 学ぶ こ と

を言 う。 そ こ で は ， 学習集団の メ ン バ ー全員 が ， 仲間 の

成長意欲を理解 し合 っ て い な くて は い け な い ．信頼に 支

え られ た 人間関係 の 元 で，学 び 合 い ，高 め 合 い の 学習活

動を行 うの が 協 同学習 で あ る 。

　協同学習 で は，協同 とい う集団事態が もた ら す動機づ

けに よっ て学習者の 習得が高 ま る ばか りで な く，仲間 と

の 相互作用 を通 して ，対人的側面 ， 学習技能 の 側面 な ど，

豊 か な同時学習 も期待で き る 。

　協同学習 は，ス モ ール ・グ ル ープ を用 い た グ ル ープ学

習 の ような学習形態 の 名称 で は な い
。 協同学習で は実際

に ス モ ール ・グル ープ を活 用 す る こ とが 多 い が ，学級全

体 の
一

斉学習形態 で あ っ て も，子 どもた ち
一

人 ひ と りが

仲間 を高め よう とい う明 らか な意識を持 っ て授業 に 臨ん

で い る な ら ば ， そ れ は協 同学習 で ある。

　 日本 で は ， 第 二 次大戦後 の 生活 カ リキ ュ ラ ム の 実践 が

主流 で あ っ た 時代 に，グル ープ 学 習 が しば し ば 用 い ら れ

た （中野，1959）。 し か し ， 理 論的 に も整備 され，協同学習

と言 え る 形 に な っ た の は 1950年前後か ら ， グル ープ ・ダ

イナ ミ ッ ク ス の研 究成果が 多く紹介され，日本 で も実験

的 研 究 が 盛 ん に 行 わ れ る よ う に な っ て き て か ら で ある。

「バ ズ 学 習」は そ の こ ろ ， 教育心理学者 で あ る塩 田芳久 が

作 り出 し た代表的 な 協同学 習 理 論 で あ る （塩 田 ・阿 部，

1962；塩 田・豊川Tij立 中部小学校．1965）。また教育祉会学者が

中心 で あ っ た が，「小集 団 学 習 」の 提唱 も，そ の 理論的背

景は グ ル ープ ・ダ イナ ミ ッ ク ス で あっ た （末 占，1959）。 195〔｝

年代半 ばか ら197C）年代 まで， こ れ ら の 協同学習 は教育現

場 で の 関心 を常 に 呼 んで お り， 実践の試み も少な くは な

か っ た 〔杉江 ・制 1「・石 田
・
石 田，1981）。

　 しか し
， 日本で は 197 年代後半あ た りか ら，教育政策

の転換 もあ り，個性化 を主張す る教育論 が 隆盛 と な り，

協同学習へ の関心 が薄れ て い く。そ して 個別指導へ と指

導法 に 関す る 実践 的 ， 研究的関心 が移 っ て い っ た。協同

学習 を
一一

貫 して テ ー
マ と して きた私 と して は ，

こ の実践

の パ ラダイム の 転換 は学校教育の 上 に 大き な 問題 を惹起

し，今 に 尾 を 引 い て い る と 思 っ て い る 。

　 すなわ ち ， こ の転換の時期に ， 協同学習 が 個 に 応 じた

学習指導法 と し て 合わ ない もの だ っ た の か ど うか ， そ の

検証は
一

切行わ れ な か っ た 。 単純 に 個性 化 イコ ール 個別

指導 と い う ，
こ と ばの ニ ュ ア ン ス だ け か ら の 転換 だ っ た

よ うに 思 うの で あ る 。 教育心理学に お け る ， 個別指導 に

問題 を限 っ た個 に 応 じた指導 の 有効性 に 関 す る研 究成 果

が，教育 の 複雑な シ ス テ ム や ， 教育 目標 の 重層性 を考慮

す る こ と な く適用 さ れ る よ うな こ と が し ば し ば起 こ っ た 。

子 ど もの 「学び」よ り教師の 「指導」に 関心 が 払われ る よ う

に な っ た。学力概念の 拡張が，関心 ・意欲 ・態度 に ま で

広げ ら れ ， 教育心理学 の 成果 が 実践 で 生 きる形が で きて

い っ たように 思われた時期 もあ っ た が ， 「指導 1中心 の 文

化 の 元 で は 関心 ・意欲 ・態度 さ えも評定 の 対象と な り ，

本来の 意義は失わ れ て し ま っ て き て い る。結果 と して ，

教育 が 目指 す学力は か え っ て矮小化さ れ る こ と と な っ た 。

　教師主導 の 文化 の 定着 に 加 えて ，子 ど もの 共通性よ り

相違 に 目 を 向 け る指導 が 推奨 さ れ る よ う に な っ た 。 単純

化 の 謗 り を受 け る か も しれ な い が，近年 の 教育問題 の 原

因 の 大 き な もの が，教師主導 と差 の 強調 の 2点 に あ る よ

うに 思 わ れ る の で ある 。 豊か な 同時学習 を図 る こ とが な

く な り，人問 と し て の 共通性 の 中で 人 は生 きて い る と い

う本来 の あ り方 と は か け離れ た扱 い を 受 け る こ とが ， 子

ど も た ち に と っ て 学 びの 場 を適応 し に くい も の に 変えて

き た よ うに 思 うの で あ る。こ れ らの 方向転換 に は，直接

的 に は 教育心理学者 の関与 は少 な い もの だ っ た か も し れ

な い
。 しか し，

一
種 の ブー

ム 的 な 動向 に 対 し て ，人間 の

学 び の 原 理 を研 究 し て い る 教育心理学の 対応 が 不十分で

あ っ た こ と も事実 で あ ろ う 。
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　近年，ア メ リカ合衆国を中心 に
， 先進諸国 で協同学習

に 研究的関心が高ま り， 実践 も増え て き て い る 。 多様な

文化の相違 を越 えて 協 同学習 が盛ん に な っ て き て い る 事

実 は，協同 と い う学習形態 が ，さまざ ま な特徴を持 つ 文

化を通 じ て 有効 な，学 び の 原 理 に 基 づ い た もの で あ る こ

と を 示唆 して い よ う。人 は 戦争 を繰 り返す闘争的な存在

だ とい うよ うな 人間考察 は，皮相の 考察 で あ る。長 い 時

代 を人々 が相互 に依存 し合っ て 今 の 文明 を作 り上 げて き

た と い う紛れ も な い 事実 に 目を向けず，そ の ような入間

生活 の 基盤 の 上で時折生じ る特異な現象だけを取 り、ヒげ

て 論 じ る安易 な 態度を そ こ に 見 る こ と が で き る n 闘争や

競争は人 間性の 皮相 の 部分 で あ り， 本質に は協同が あ る

と い う こ と を，協同学習の 広が りが示 して い る よ うに 思

わ れ る 。

　協 同学習 の 理 論は，グル ープ ・ダイナ ミ ッ ク ス に と ど

ま らず， さ ま ざ ま な教育心理学 か ら導 か れ た 学習 の 原理

を背景 と して い る。Sharan ＆ Sharan （1992〕は ，
　 Lewln

や Thelen ら ， グ ル ープ・ダ イ ナ ミ ッ ク ス 研究者 の み な ら

ず ， 認知 に 関する構成主義心理学者の Piaget， さ ら に 内

発的動機付 け の 研究諸成果が ， 協同学習 の 重要 な基礎 に

な っ て い る と述べ て い る 。

　 グ ル ープ ・ダ イナ ミ ッ ク ス の 導 く， 集団 は個 の 単純な

総和 で は な い とい う原理 は ， 協同学習を進 め る上 で 基本

とな る も の で あ る。構成主義心理学の 示 す ，燗人 の 発達

過程 に お ける 自発性 の 主 張 は ， 協同学習で の 授 業の 組 み

立 て の 重要 な 軸 とな っ て い る。

　 また，協同学習 の 出発 点 に Dewey が い る とい う点 も

重要 で あ る。学校教育 を民主社会 の 実現 の 過程 に位置 づ

け る と い う彼 の 考 え （Dewey ，
1943）は，今日， 目本で盛ん

な学力論争の 中で 明 ら か に 忘 れ ら れ て い る 側面 ， すなわ

ち社会の 主体的形成者と して の 資質形成 とい う学力 の 側

面 を改めて 確認 さ せ る もの で あ る。協同学習に は ， 教育

心理 学 の成果 ， 特に原理 と し て積み 上 げ ら れ て き た もの

が有機 的 に 生 きて い る と考 える の で あ る 。

〔2｝ 協 同学習 の 研究 と案践 の 実際

　協同学習 は，学校 の 学習指導場面 ， 生徒指導場面 で
一

貫性を持っ て導入 すべ きで あ る。実践者が しば しば言 う，

良 い 意味 で の 競争 と は，良き ラ イ バ ル に よ る切磋琢磨を

イ メージした もの で あ る が ， それ は互 い に 競 い 合 う プ ロ

セ ス を た ど りな が ら ， 共に伸び る集団過程を指 して お り，

グ ル ープ ・ダ イ ナ ミ ッ ク ス の 定義 か ら言 え ば協同 の 範 疇

に入 る。そ れ は ， 他人 に勝 つ こ と を目標 に す る，本来 の

競争 と は別物 で あ る 。 切 磋琢磨 も協同と考え た トで の 協

同を，学校生活 の あ らゆる側 面 で一
貫 さ せ る べ き で あ る 。

協同と競争を組み合わ せ る とい う こ とは，子 ど もの 中 に

大 きな戸惑 い を生 む 。 学級指導 で エ ン カ ウ ン ター・グル ー

プ に よ る人間関係改善を試み て も，よ り多 くの時間をす

ごす 教科学習 の 場 を競争的 に 設定す る な らば ， 改善 の成

果 を生 か す機会 が な くな る こ と は容易 に 予想 で き よ う 。

　協同学習は ， す べ て の 教科 に わ た っ て適用可能で ある。

先に も述 べ た ように ，そ れ は グル ープ学習 とい うよ うな

形態や技法で は な く， 授業の 進 め方 の 原理 だ か ら で あ る 。

そ こ で は ， 協同を理解す る 成員 に よ る学習集団 づ くりが

何 よ りも前提条件 とな る 。 そ の 上 で 協同学習 を効果的 に

進 めるた め の さ ま ざ ま な技法 ， すな わ ち，課題 の 与 え 方

や ス モ ール ・グル
ープ の 編成 ， 評価な ど を適切 に取 り入

れ て い くと い う形 に な る。そ れ らの 技法 開発 で も，教育

心 理 学の 知 見 は極め て 有効 に 役立 っ て い る 。

　実践 に お い て は，協同 の 必 要性は 学習 者同士 の 関係 に

と ど ま ら な い 。 子 ど もの 学 びの 環境 をよ り良くす る た め

に は ， 教師 と子 どもの 間の 信頼関係づ くりも欠か せ ない 。

子 どもが ，教師は 自分を本気で伸ばそ うとして い る と確

信 で き ， 教師も そ れ に 確実 に 応 える と い う関係を築 く こ

とが必要 で あ る。さらに ，教師同士 の 協同 ， す な わ ち 協

同的な教師集団づ く り も求め られ る。Johnson，　Johnsc）n ，
＆ Holubec （1990）は ， 教師が行 い 得 る児童生徒 に 対す る

最大 の 貢献 は 教師集団 づ く りだ と述 べ て い る ほ どで ある。

また ， 子 ど もの適応に関す る諸問題 の 解決 に は，地域 と

学校の 連携 を欠 か す こ と は で き な い 。こ の両者の信頼関

係，協 同的関係の 形成 も取 り組む べ き課題 で あ る。

　 協同学習は ， 教科指導 の 改善 に さまざまな形で取 り組

んで きて い る。そ し て そ の 取 り組み の ほ と ん ど は ， す べ

て の 教科に通じ る原理，技法の 開発 とい う形 で 進 められ

て き て い る 。 た と えばバ ズ学習は特定 の 教科 に 限定 し た

指導理論 で は な い 。 Johnsonら の Learning　 Toge 亡her

（Johnson ＆ Johnson，ユ994），
　 Slavinの STAD や Jigsaw　II

（Slavin，1994），
　 Kagan の Kagan 　Structure（Kagan ，1994 ）

な ど も同様 で あ る 。

　 工 夫 さ れ て い る さ まざ まな技法 は，特定 の 教材を前提

と した もの で は な く，教材 に 応じ て応用す べ き技法 とし

て提示 さ れ る 。 こ こ に 教育心理学的接近 の 特徴 がある。

　 な お
， 近年 は 情報ネ ッ トワ

ーク を活用 した遠距離 の 学

習者を結ぶ 学習 に も関心 が高ま っ て き て い る 。 ただ ， そ

の よ うな 形 の 学習 の 多 くは，協同学習 と は 呼 べ な い も の

が 多 い よ うに 思 わ れ る 。 端末の両側 に い る学習者が 単な

る情 報提供者 に と ど ま っ て い た の で は ， そ う呼ぶ こ と は

で き な い 。学習者 自身 が 相手 を高 め よ う と い う気持ち を

持 ち，相手 が 自分 を高め て くれ て い る と い う実感が持 て

る 仕組 み を作 っ て こ そ，協同学習 の 積極的 な意義が 牛 ま

れ る の で あ り ，
こ こ で もグル ープ ・ダイ ナ ミ ッ ク ス の 視

点 を生 か し て い くべ き で あ る 。
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　 教科以外 で は ， 総合的学習 の 時 間 の 進 め 方 に対応 す る

協同学習 と し て Sharan を！1」心 と して 開発 さ れた Group
Investigationが あ る （Shuran＆ Sharan，1992 ）。子 ど も の

協同を前提 と した調 べ 学習 を どの ．よ う に 設計 し
， 進 め て

い くか と い う も の で ある。数 多くの事例が 紹介さ れ て い

る が，それ ら は す べ て協同 と い う学習事態を生 か し なが

ら ， 学 び の 方法論 を同時 に習得さ せ る こ と を狙 っ た内容

と な っ て い る 。

　 協同的教 師集団 づ く りに つ い て は，教育心理学の研究

は ま だ入 1）　M ．に あ る と い うの が 現 状で あ ろ う。協同学習

の 実践者 ， 小島幸彦が ， 校長 と して，郡 内
．一

とい わ れ た

荒れ た 中学校を1年 で 、Zて 直 した 事例 （小 島，20n3） で は，

明らか に教師集団づ くりを出発 に胃い た校長の働 き か け

が 最重要 の 意 義を持 っ て い る こ と をうか が う こ とが で き

る 。 永井 ・杉江 （1995） で 報告さ れ た姫路市の 中学校 の 問

題行動克服事例に も，教師集団 の 機能 の 重要 さ を見る こ

と が で き る 。 教師集団の 協同 に つ い て は ， 実践 か ら原理

を引き出 して い く試 み が 求 め られ て い る。

　 また ，学校 と地域 を 結 ぶ 試 み へ の 関心 が 近年高ま っ て

き て い る が，子 どもへ の学習情報の 提供者，学習活動 の

援助者と して 外部 の 人材 の 導人 を図 る よ うな実践 に と ど

まるの で な く， 交流を通 して 学校 と地域 と の 信頼関係 を

作 り ヒげ，学 び の 共同体 とで も呼ぶ べ き環境 を作 っ て い

くと こ ろ に そ の本来の 意義が あるはず で あ る。協同学習

の 実践者 が，自身 の学習指導 の 原理 を
一
賀 さ せ よ う とす

る な ら ば ， そ こ に 必然的 に 目が向けられ る よ うに な っ て

い く。

　バ ズ 学習 で は ， 地域 と学校が 結び合 っ て 子 ど もの 学び

を援助す る仕組 み と し て 「地域 バ ズ 」 の 実践 を 数 例重 ね

て きて い る （広 島県豊田 郡豊 浜町立 豊浜 巾学校 ， 1971；舟越 ・杉

江，1996＞。そ れ は 子 ど もたちの 問題行動 の 解決 に も大き な

力 を発揮 し て き た （永井・杉 江，1995）。また，学 区の保護者

の 信頼を得 るため に大幅な学校開放 を行 い ，協同学習 を

基本 と し た授業を 公開 し，地域 か らの 進学者数 を上昇 さ

せ て い っ た東京都の 中学校の事例 もある （斉 藤，1997）。さ

ら に ， 同和教育 に 協同 の 原理 を導入 し ， 地域の幼 ， 小 ，

中，高校 の す べ て の 教師が連携し ， 地域の 支援 を得 た広

島県豊高校区教育推進協議会の 10年に わ た る 実践 も貴重

で あ る 噬 智 ・杉江，2001）。そ れ ら地域 との連携 の 諸事例

は，豊 か な教育的成果 を あげて い る。地域 と の 連携 が ど

の よ う に し て効果 を も た ら した の か ，協同 の 原理 が ど の

よ うに 作用 し得た の か
， 大 き な研究的課題が残さ れ て い

る 。

3　 協同学習と教育実践 の 関わ り
一 2 つ の 事例 より

　こ こ で は 協同学習 お よ び教育心 理 学 の 諸成果 が 実践 の

改善 に どの よ う に 頁献 し得 る か
， 実際 の 事例 に 即 して 紹

介した い 。 い ずれ も筆者が 直接関わ っ た事例 で あ る 。

（1） バ ズ単元見通し学習

　 バ ズ 逝元 見通 し学習 は ，バ ズ学習 を 教科 に 適用 した場

合 の 代 表的な学習指導 モ デル で あ る 彬 江，2〔）04）。 こ の モ

デ ル 搆築 に 際 して は ， 教育心 理 学 の 原理 を積極的に取 り

入 れ て お り， 協同学習 に 限 ら ず ， さ ま ざ ま な 学習指導場

面 で 適用可能 な もの で もある。

1）概要

　 こ の モ デ ル で は ま ず，教師 は 単元 を単位 と し て 授業計

画 を 立 て る。単元内 の 学習の サ ブ ・ス テ ッ プ ご との課題

の 明確 化 と単元課題 の 明確化 を図 り， そ れ に 対応 した 単

元 の 学 習 ス テ ッ プ を工 夫 す る 。 毎時 の 課題 系列 と単元 の

最終の課題を f’ど もに わ か る形 で 表現 した も の を 用意 す

る。同時 に ， 学習 内容 に 応 じて
， さまざ ま な学習形態や

学習過程が τ 夫 され る こ と に な る。基調 は学 び合 い
， 高

め 合う協同学習 に 置 き な が ら， 時に徹底 し た 個別学習，

または教師 に よる講義な ど が組み 合わされ る。

　 こ の よ う な授業設計 をした 後 ， 第1時間 目に 入 る。そ こ

で は 直 ち に学習の 第ユス テ ッ プ に は入 らず ，十分な時間を

か け て ，単元 の 学習課題 と学習 ス テ ッ プ を教 師 が 子 ど も

た ち に解説し ， そ の 理解を図 る。教科書 を用 い た り ， 図

版を 用意 した りと， さまざ ま な 工 夫 が な さ れ る。単元導

入 時に ， こ れ か ら学 ぶ ひ とま と ま り の学習内容 の 概要 を

つ か み，見通 しを持 っ て そ れ 以降 の 学習 に 入 れ る よ う に

す る手続 き を こ こ で と る の で あ る 。 ま た ， 学習 内容 へ の

興味づ け もこ こ で配慮す る。

　第 2 時以 降は ， そ れ ぞ れ の学習課題 に 応 じた最適な学

習指導過程 を と る 授業 を行 う。そ こ で は し ば し ばス モ
ー

ル ・グ ル ープ を 活 用 す る 。 そ して 単元最後 の 時間は ，

一

人 ひ と りの 学習者 の 習得を確認 し， 定着を促す 指導を教

師中心的 に 行 う とい う も の で あ る。

2）モ デ ル 確立 まで

　 この モ デ ル は，教育心理学 の 研究 の 積 み 重 ね の 中か ら

発想 された もの で は な か っ た 。 む し ろ実践 を ど う効果的

に 進 め るか と い う，現場 と研究者 と の 共同的 な 模索 か ら

生 ま れ た も の で あ り，
そ れ を理論的に裏づ け た もの で あ

る。理論的裏 づ け の 過程で は実証研究 も重 ね ら れた。

　1970年代 に 入 っ て ， 滋賀県五 個荘町立 五 個荘小学校で

継続的 に バ ズ 学習 の 実践 が 重 ね られ る中で ， 学習者自身

が 毎時間毎時間 ， その つ ど新 し く教師か ら与え られ る 課

題 に 取 り組む と い う形 で は，学 びの 主体性 ， 主導性が 徹

底で き な い ， 学習者 自身 が 学 び に 見通 し を持つ こ と で ，

よ り積極的 か つ 効 果 的 な 授業が 可能 に な る の で は な い か
，

と い う こ とで着想さ れ た もの が こ の モ デ ル で あ る 幅 田
・
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　当初は ， 学習計画 を 教師 と子 ど も で 共同 して 立 て る と

い う方法 か ら出発 し た。次第に ほ か の バ ズ 学習実践校 ，

実践 グ ル ープ で も工 夫が 重 ね られ，教師が 単 元 第 1時間

目を学習 の 見通 し を持た せ る時間と して 設計す る と い う

形 が 主流 に な っ て い っ た。

　
一

方 ， 教育心理学 を専攻 し た バ ズ学習 の 研究者 グ ル ー

プ は
，

こ の 工 夫 の有効性 を，実践 に お け る教師の 実感 に

と ど め な い た め に ，
い くつ か の 実証的研究で確 か めた。

そ れ ら は 実験室的条件統制を加 えた もの （石 田，198ω，現

場 を用 い た ア ク シ ョ ン ・リサ
ー

チ （塩 出
・中野 ・杉江，1974 ；

塩 田 ・杉江 ・鹿 内
・
藤 田

・中 島 ・古田，1975 ：杉江 ・梶田
・春 日井

市算数サ
ー

ク ル 研 究推進委員会 ，1989；杉江 ・伊 藤，1990｝， 実践

事例の 積 み 重ね （春 H 井 市算数サ
ーク ル 研 究推進委 員会 ・杉江 ，

1988；1989．；1・9．・90a ；199Db ； 杉江 ・伊藤，1983） と
， 多様 な 条件

統制の 水準で 実施 し， ひ と ま と ま りの 学 び を は じ め る 当

初 に 学習 の 見通 し を 持 た せ る とい う操作 が ，内容 の 習得

を高め，学習活動 へ の 満足度 も高 め る こ と を確認 した の

で あ る 。

　 さ らに ，そ の よ う な結果が 生 じる理 由を解明 して い く

必要 が 生 じ ， 実験 と並行 して 教育心理 学 の 先行研究 と照

ら し合わ せ な が ら理論的検討を加え た 。 そ して ， 認知心

理学 に お け る メ タ 認知 の 研究成果 （Flavell，1979），Ausubel

ら の有意味学習 の 原理 （Ausubel，
1968）， ま た グ ル ープ ・ダ

イ ナ ミ ッ ク ス の 領域で行わ れ て い た集団 目標 と集団通路

の 明確化の効果に関す る研究 （Shaw ，
1976）等 との 関連性

を見出 し ，
こ の モ デル の 有効「生を根拠を持っ て 説明 で き

る形 に作 り上 げた の で あ る 彬 江，20e4）。

  　犬山市の 少人数授業

　愛知県犬 山市で は ， 2001年度 か ら市 独自の 予算で非常

勤講師を採用 し ， 少人数授業 を実施 で き る条件を整備 し

た。市内 の 10の 小学校 と 4 つ の 中学校 に対 して 28名 の非

常勤講師を採用 した の で ある。県か らの 加配が 数校に 1

名 とい う現状 に 対 し て ， テ ィ
ーチ ン グ ・ス タ ッ フ は遥 か

に 豊か に な っ た こ と に な る。20〔｝2年度は非常勤講師を さ

らに 42名に ， 2003年度 は44名に増員 し て い る 。

　あわせ て
， 学習指導要領の 改 訂 に伴 い

， そ れ が 指導 の

最低水準で あ る と い う文部科学省 の 見解 を受 け ， 算数科

副教本 〔2001 年度）， 理科副教本 （2002 年度），国語科副教本

（20e3年度） を市内 の 教師 で 編成 した 委員会で 作成 し て き

て い る 。 こ れ は市内教師の 教育課程 の 自主編成力の育成

と い う観 点 を 強 く背景 に 持っ た も の で あ る。

　筆者 は 学校 の 実践 づ くりに 長 く携 わ っ て き た こ と を

も っ て ， 犬 山 市教育委員会 の 客員指導主幹 と い う非常勤

職 を2001年度 の 授業改革初年度か ら引き受 け ， 市内 の 教

師たち と連携し て授業改善 に 取 り組ん で きた。

　1 学級を 2分 した15〜20名程度の ク ラ ス に よる授業形

態に代表 される少人数授業 に つ い て は
， 先行研究は ほ と

ん ど見当た らず ，
こ れ まで の協 同学習 ，

バ ズ学習に 関わ っ

た経験 を背景 に ，新 し い 実 践 づ く り と 理論化 に 取 り組む

’
こ と とな っ た の で あ る。

　授業改善 に あた っ て ，筆者 に は 二 つ の 目標が あ っ た 。

一
つ は 少人数授業の モ デ ル の 開発 で ある 。 もう

一
つ は 犬

山市内の 小 ， 中学校 に 研究的実践の 文化を定着させ る こ

とで あ っ た。前者は ， 教育心理学 ， 協同学習 で 見 い だ さ

れ て き た諸原 理 ， 諸知見が役立 つ と考えた。後者で は ，

教育心理学的な方法論 の 適用 が役立 つ と考え た の で あ る。

1）少人数授業の 捉え方

　犬山 で は 主 に 1学級を 2 っ の クラ ス に 分 け た 形の 少人

数授業を 基本 と し て 新 し い 実践 づ くりが は じまっ た 、実

践 の 参観 当初 に 感じ た こ と は ， 子 ど もた ち の 授業へ の 参

加度が高い こ とで あ り，教師の 指導が確か に行 き届 くこ

とで あ っ た。子 ど もた ち
一

人ひ と りに関わ っ て い る教師

の 活動は，教師が本気 で 自分 を伸ばそ う と し て い る とい

う感覚を子 どもに 持 た せ ，信頼関係を築 く条件 に な っ て

い る と思われ た の で ある 。

　 しか し ， 参観を続け る う ち に
， 教師 の こ ま め な指導 が ，

依存的な学習態度 の 形成に つ な が りか ね な い 様子 をしば

し ば 見 る こ と とな っ た 。 自 ら考 え る前 に 教師に 助力を求

め る姿 ， 教師が回 っ て くる まで 課題 に 取 り組 も う と し な

い 姿 が 散見 さ れ る よ う に な っ た の で あ る。少人数授業は，

指導 が徹底す る と い う角度か らで はな く，少人数だ か ら

こ そ ， 子 ど も た ち 中心 の 学習過程を許 して も， な お 目が

行 き届 き，適切 な援助を与 え る こ と が で きる とい うよう

に 捉 え る べ き だ と考え た 。そ こ で ，個別学習，グル
ープ

学習の積極的な導入 を提案 した の で あ る 。

　 少人数授業は，複数の 教師が 1 つ の 学級 を担当 した り，

担任以外の教師も加わ っ て 1 つ の 学年 を担 当 した りす る

ス タ イル を と る。学級を少人数ク ラ ス に分 けた場合 ， 各

少人数 ク ラ ス を
一

人 ひ と り の 教師が 指導す る こ と に な る

が ， それ も教師 の テ ィ
ーム ・テ ィ

ーチ ン グの
一一

つ の 形態

と捉 えるべ きだ と い う こ と に も思い 至 っ た 。 授業準備 の

段階で ，当該単元 の 指導 目標 に 何を置 くか ，ど の よ うに

ク ラ ス を分 け る か ，歩調 を 合わ せ て ど の よ う に授業 を進

め る か，な ど， それ は 広 い 意味 の テ ィ
ーム ・テ ィ

ーチ ン

グ と言え る もの で あ り ， 教師に は そ の 自覚 が 必要 で あ る

と考えた の で あ る。

　 さ ら に ，少人 数授業の 効 率性に 目を向 けるべ き だ と考

え た 。少人数授 業 は 時間 が か か る と い う意見を持 っ 教師

が 時折 い る こ とが 次第 に わ か っ て き た 。 そ の よ う な 教師

の 授業を参観す る と ， 少人数 で あ る だ け に ，習得 の 不十
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分 な 子 ど もが は っ き り と 日に 付 き ， 本来 早 く進 む はずの

授業の ， 残 りの 時間 を， そ の よ うな子 どもの指導に費や

す の で あ る。残念な が ら 1 時間 とい う限 ら れ た 時間内で

は個別 の 指 導 は 途中で終わ っ て し まうこ と が多 い
。 む し

ろ ， 通常の指導テ ン ポ を保 ち ， 習得が 不
．
卜分 な子 ど も は ，

そ の 存在を教師が 承知をした ヒで 先 に 進 む 。 そ し て ，単

元終了直前の 2， 3時閊， 余 らせ た時間を ま と め て，個

に 応 じた 指導 を 図 っ た ら ど うか と い う提案 をしたの で あ

る 。 教師 は 1時間1時間で 勝負 をしよう とす る傾向が 強 い

よ うで あ る。単元 を単位に授業設計 をす る こ とで ， 少人

数 とい う条件の効率性 をよ り生 か す こ と が 可能 に な る と

考え た の で あ る。

2）実践と協同学習

　少人数授業 は ス モ ール ・グ ル ープ だ け で な く，ク ラ ス

全体 の 交流 も容易 で あ り ， 協同学習 に よ る 意欲 の 高ま り

を図 りやす い 条件と な っ て い る 。 筆者が 各校 の 授業づ く

りに参加 す る 過程で ， 教師たち か ら徐々 に協同学習 の 理

念 と手法 に つ い て の 質問が増 え る よ うに な り ， そ れ に 応

える 形 で情報を伝 えて い っ た 。

　
一

斉授業 で あ っ て も，仲問 を高 め る た め とい う意識 を

持た せ て 発言させ
， 同時に聞 く態度を育 て るとい う指導

が 次第 に 多 く見 られ て き た e 小学校 1年生 で は，通常隣

同士 の ペ ア 学習に と ど ま る もの だ が， 4人 グ ル ープに よ

る話 し合 い に 挑戦す る実践 も見 られ る よ う に な っ た。学

習課題 を明確に 示 し，グ ル
ープ 内 の役割を的確 に 指示 す

る こ と に よ り， 1年生 で も十分 し っ か り した 相 互 作用 を

交 わ す姿が 実現 した 。中学校の数学で は，徹底 した単元

見通 し方式 を，学校をあげて 実施 す る と い う事例 も現 れ

た 。 数学 は個別学習し か な い と い う信念が，グ ル ープ学

習 の 導 入 を試み ， 「生徒 の 積極的な授業参加 の 姿 を観察 す

る こ と で 大 き く変 わ り ま した 」 と い う報告をす る教師た

ち も出て き た。

　少人数授業は ， 協同学習 の 導入 に な か な か 踏 み 切 れな

い 教師たち に とっ て ， 貴重 な挑戦の チ ャ ン ス で あっ た 。

しか し，そ の 挑戦 に は，協同 の 教育的意義 に つ い て の 情

報 と，具体的 な手法 に つ い て の 助言が タ イ ミ ン グ よ く な

さ れ る こ とが求め ら れ る。そ の よ う な こ とが ら を理解 し ，

実践 へ の 応用 を試み る過程で ， 個々 の 教師 は 自身 の指導

論 の 中 に協同学習 を組 み 込 ん で い き，

一
貰性 の あ る も の

と し て 仕上 げ て い く。

　
一

般 に ，教育心理 学者が 開発 した 教育 実践理論 は ， 授

業設計 の 意思決定者 と し て の 実践者 に ，そ の 理 論 の 背景

に ある原理 を理解 し， 主体 的 に 応 用 す る こ と を求め て い

る 。 技法 の 習得 に 関心 が と ど ま りが ち な実践者 か ら す る

と，そ こ に難 し い と感 じ ら れ る 部分 が あ る 。 し か し ，

一

つ ひ とつ 切 り離 さ れた技法 だ け を集め て い く，一
見即効

性 の あ る経験的な接近 に 比 べ て ， 教育心理学 か らの 提案

の 意義は大き い と い うこ とが 現 場 で よ り理解さ れ ， 定 着

して い くこ とが必要だ と 思 うの で あ る 。

3）少人数授業の モ デ ル

　 少人数授業を どの ように 進 め る か に つ い て は，2年半 の

犬山で の 実践者 との 交流 の 中で ，実 に多 くの ア イデ ア に

出会 う こ とが で きた。そ の 過程で ， 比較的多 くの場面で

適用可能 なモ デ ル も次第 に 固 ま っ て い っ た。

　 少人 数授業 は ， テ ィ
ーチ ン グ ・ス タ ッ フ が増員 さ れ る

こ とに よ っ て，授業設計 に 当 た っ て の 意思決定 の 選 択 肢

が 大幅 に 増加 す る条件と な っ て い る 。 そ こ で ， 単元を単

位 と した授業設計 を行 い
， 学級を少人数 ク ラ ス に 分 け た

形態，分 け ず に 工学級 を 2 人 で 指導す る典型 的な テ ィ
ー

ム ・テ ィ
ー

チ ン グ を行 う形態な ど を，教材 に応 じ て 選択

し，流 れ を作 っ て い く。

　 多 くの 実践 で は ， 導入時 に は子 どもた ち の 着想や問題

意識を幅広 く引 き出 す 必 要 性 か ら テ ィ
ーム ・テ ィ

ー
チ ン

グ で ， 展開の数時間 は 少人数 ク ラ ス で，そ して 必要な場

合は，形成的評価 の後 に 改 め て 習熟度別に組み直 した少

人数 ク ラ ス で，発展的 な取 り組み お よ び 定着 を図 る取 り

組み を行 う，とい う形が と ら れ た。

　 し た が っ て，犬山市 で は ， 少人数授 業 は，   教材に応

じて 少人数授業と テ ィ
ー

ム ・テ ィ
ーチ ン グ を柔軟 に組み

合 わ せ る
，   学習過程で は学習者主導 の 形 ， す な わ ち，

個別学習，グル
ープ 学習 を積極的 に 用 い る，  少人数授

業 を効率的に進め ， 浮 い た時間を発展 と定着の 機会 とし，

独自に 開発 した副教本 の 活用 も こ の 時間 に有効 に使用す

る ， と い っ た ス テ ッ プ を と る モ デ ル を基本 とす る こ と と

な っ た。も ち ろ ん多様な 工 夫 が 具体的 に は加え られ て い

る 。

　 また ， 今年に 入 っ て，自己評価 の 重要性が強 く意 識 さ

れ る よ うに な り， 各校で さ ま ざ ま な様式 の 自己評価票 が

開発さ れ ， 授業で 積極 的 に用 い られ る よ う に な っ て きて

い る。

4 ）実践的研究 の 文化づ くり

　犬山市 で は 授業 の 改善 に 当た っ て 成果 を積み 重 ね ，そ

れ を評価 し ， 次 の 実践 に 生 か し て い くと い う研究的実践

の サ イクル が 定着 し て き て い る。そ れ は，日々 の 実践 の

工 夫 を 重 ね る中で 教師 が 自覚 し て い っ た 部分 も大 きい の

で あ る が ，同時 に 二 つ の 仕掛け も作 っ て あ っ た。

　
一

つ は，学校 を越 え た 有志教師 を集め た 「少 人 数授業

研究会」を設定 した こ と で あ る。毎年30人前後が参加 し

て い る 。 こ こで は，筆者 は 助言者と し て 参加 し て き た。

会 の 目的 は，単 な る研究交流 で は な く，グル ープ組織で

新 しい 実践 を作 り出し ， 発信す る と い う と こ ろ に 置 い た。

月 に 1 回集ま り，打合 せ を し， 実践 を 重 ね る こ と に よ り ，

一
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す で に 著書 1冊 と数編の論文が で きあが っ て い る （後藤・佐

橋 ・仲 ・杉江，2002 ；島崎 ・手野 ・川崎 ・杉江，2002；犬山市少 人

数授業研究会 グ ル ーピ ン グ部会 ・杉江 ，
2  03 ；犬山市少 人 数 授業研

究会 5 年 生授 業開発 部 会 ・杉 江，2003 ；村 上 ・吉 田
・杉江，2003 ；

小．11［・後藤・武内 ・仲 ・杉江 ，2003；檎 1：，2〔〕03b）。

　 こ の 研究 の 過程 お よ び論文の共同作成 の 過程 は，教師

に と っ て 確実 に 資料を記録 し蓄積し て い く経験 と な る。

仮説 を 立 て，授業過程 で 子 ど もに 加え た操作を確 か に記

述 し ， 成果の 確認 と 的確な評価を 行 うと い う手続 き を欠

か して は，論文を書 くこ とはで きない 。 確か な研究の ス

タ イル を経験す る機会 と な る の で あ る 。

　 もう
一

つ の 仕掛け は ， 先に触れた副教本 の 作成で あ る 。

3 つ の 副教本は そ れ ぞ れ 各校平均
一一一

人 の 委員が出 る形 で

編成さ れ た委員会 で 作成す る 。 犬山市で は ， 副教本 の 性

格や授業 に お け る扱 い も ， 教師 に よ る委員会で 決定さ れ

て い く。 声を か け るの は 教育委員会 で あ る が ， 作成過程

は ほ とん ど教師 に 任 され て い く。

　算数科副教本の 場合 ， 夏休 み に 精力的 に 作 ら れ た原稿

が 2学期 に は全校 に 配布 され ，す べ て の 教師がそ の 吟味

に 参加 した。実践 を伴 っ た もの も含 め て 700件 の コ メ ン ト

が返 され ，そ れ を踏 まえて 修正 を行 い ，副教本は完成 し

た 。 市内の す べ て の教 師 が参加す る仕掛け が そ こ に は仕

組ま れ て い た の で ある 。 さ らに ，
い っ た ん作 られ た 副教

本は毎年 ， 委員会を継続 さ せ
， 実践 を 通 し て の 意見 を取

り入 れ 改 定 して い くこ と に な っ て い る 。 すで に 2003年度

の算数科では，子 ど もた ち は改訂版 か ら学ん で い る の で

ある。

　 こ の副教本作成 の 過程 は ，
い う な れ ば教師参加型 の 研

修 と言 え る も の で あ る 彬 江，LOO3a）。また 同時に ， 学校を

越え た教師の協同を促 す もの と も な っ て い る 。 作 り上 げ

た もの を毎年評価 に か け ， 改定して い くとい う仕組 みは ，

研究的実践 の 文化定着 の 重要 な契機 に な り得 る もの と考

え られ よう。

4　 おわりに

　教育心理学 が 実践活動 に 関わ る場合 ， 実践 に応用可能

な原理 はす で に多 くあ り ， 実践 と切 り結 ぶ 過程 で い か に

そ れ を 生 か し て い くか と い う取 り組み が教育心理学者 に

は求 め られ る 。 そ の 際 ， で き る だ け 幅広 く，実践 の 現状

を認識 して お く必要 が あ る。科学的手法を重 ん じる 余 り，

要素主義的に な る と ， 教育心理学 の
・．

つ ひ とつ の 成果 は

明確 に 示 さ れ る もの が 多い だ け に ， その 適用範囲 が 拡大
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

解釈 さ れ る と，か え っ て 現場を迷わ せ る もの と な りか ね

な い 。

　 ま た ，教育心 理 学は ， そ の 方法 の 基本 を実践 に 定着 さ

せ る こ と で
， 改善 を志す教師 の 適切 な構え を作る こ とが

で き る よ うに な る こ とも確認し て お き た い 。這 い 回る実

践 な ど とい う こ とばが 古 く用 い られ た こ と が あ っ た が ，

今も そ の よ うな実態が な い わ けで はな い 。よ り良い 実践

づ くりの 下地 と な る 文化形成 に も教育心 理 学は 貞献可能

で あ る。

　最後に ， 現実的 な課題 へ の的確な取り組み が 多 く求 め

られ て い る の も関わ らず ， 教育心理学が十分対応 し切 れ

て い な い 現実 に も少 し触 れ て お き た い 。良 い 例 は 習熟度

別指導 に 関 す る 問題で あ る 。 文部科学省 が 習熟度別指導

の 導入 を強 く提唱し ， 教育現場 は受身で そ の 課題 に 取 り

組ん で い る 実態 が あ る 。 しか し， こ の指導法 の 有効性 ，

さ らに は ど の よ う に す れ ば有効性 を高め られ る の か ， ど

の よ うな機会 に そ れ が有効 か な ど と い っ た 情報は ， ほ と

ん どが 経験か ら の もの に と ど ま っ て い る。実際，諸外国

の 教育心理学者 に よ る実証的研究 か らは集 団内等質集団

が 学習 を促進す る こ と は な い と い う知見が ほ ぼ
一

貫 して

得 られ て い る （杉江
・
子田 ， 1989）。 しか し なが ら， 実証的研

究 の 成 果 は 実践 の 場 に は ま っ た くと い っ て よ い ほ ど届 い

て い な い 。 犬山市で は少人数授 業を習熟度別の手段 と し

て 用 い る こ と は 少 な い 。教育心理学者 と して ，実証的研

究 の 成果 を筆者が 伝え た こ と が大 き く影響 し て い る 。

誤 っ た 教育的信念 に 対 し て は ，教育心理学か らの情報が

も っ と提供され て 良 い だ ろ う。 同様の こ と は 教育評価 に

お け る 関心 ・意欲 ・ 態度 の 概念 と評価方法 な ど に つ い て

も言え る こ とで あ る。

引 用 文 献

Ausubel，　 D．　 P，　1968　Educaticmal　pSyci2010gy」　A

　cognitive 　viezv ．　 New 　York ； Holt，　Rinehart ＆ Win −

　 ston ．

Deutsch，　M ． 1949 　A 　theory 　of　cooperation 　and 　com −

　Pet正tion．　Human 　Relations，2，129−151．

Dewey
，
　J．　1943　 The 　scho θl　 Ctnd ∫oo ’磁y （rev．　 ed．丿，

　Chicago，　IL：University　of 　Chicag〔〕 Press．

Flavell，　 J．　 H ． 1979　 Metacognition　 and 　 cogniti ＞e

　 monitoring ： Aview 　 of 　 cognitive 　 development

　inquiry．　 American　Ps），clzologist，34，
906−911． （木下

　芳子訳　1981 メ タ認知 とモ ニ タ リ ン グ　波多野誼余

　 夫 監 訳 　子 ど も の 知的発達　金子書房　pp ．43−59．）

舟越和吉
・杉江修治　1996 学校 ， 家庭 ， 地域 をむす ぶ

　 バ ズ 学習
一

新潟市立 曽野木中学校 の 実践　中京大学教

　養言侖叢 ，　37・3，　1−43
，　1996．

後藤正行 ・佐橋史朗 ・仲　律子 ・杉江修治　 2002　少人

　数授業に お け る 望 ま し い 教室環境 に 関す る 調査 的研究

　 中京大学教養論叢 ， 43・2， 183−197．

広島県豊 田 郡豊浜町立 豊浜 中学校　ユ971　バ ズ学習へ の

一
／63一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

教 育 心 理 学 年 報 第 43集

　 歩み （学校紀要）

犬 山市少人数授 業研究会 グ ル ーピ ン グ部会 ・
杉 江修 治

　 2003　グ ル ーピ ン グ の 工 夫 に よ る少人数授業改善 の 試

　 み　中京大学教養論叢，44 −1
， 177−199．

犬山市少人数授業研究会 5 年生授業開発部会 ・杉江修治

　LOO3　少人数授業 に よ る 5　．“生 「垂 直 と平行 1の実践

　資料　中京大学教養論叢 ，
44・1， 265−281．

石 田裕久　1980　集団問題解決 に お け る 目標提 示 方 式 の

　効果　実験社会心理学研究， 19−2， 119−126．

Johns〔）n ，　D．　W ．，＆ Jehns〔m ，　R ．　T ．　1994　五 8αη 2加 g

　togeth．ei’a〃
−
rd 　a／one 　 r4th　 ed ．丿．　Boston，　MA ： Allyn

　 and 　Bacon ．

Johnson，　D ．　W ，，　Johnson，　R．　T ．，＆ Holubec，　E．」．　1990

　Circges　Of！ea7
’
nins コ

』
β厂4　ed ．丿．　Edirla，　MN ；Interac．

　tion　Co． （杉江修治 ・石田裕久 ・
伊藤康児 ・伊藤篤訳

　1998　学習 の輪一ア メ リカの 協同学習入門　二 瓶社 ）

Kagan ，　 S，　1994　CooPerative　learning．　San　Juan

　Capistrallo，　CA ： Kagan 　Cooperative　Learning．

梶 田 正 巳 　1986 授業 を支 える学習指導論　金子書房

春 日井市算数 サ ーク ル 研究推進委員会 ・杉江修治

　バ ズ ・単元見通 し学習 に よ る 算数科 の 指導事例

　大学教養論叢，29・3，89．．133．

春 日井市算数サーク ル 研 究推進委員会 ・杉江修治

1988

中京

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1989

　 バ ズ ・単元見通 し学習に よ る算数科の 指導事例 II　中

　京大学教養論叢，30−3
，

241−289，

春 日井市算数サ ーク ル 研究推進委 員会 ・杉江修治　1990

　 a　バ ズ ・単元見通 し学習 に よ る 算数科 の 指導事 例 III

　中京大学教養論叢，31・1，231−256．

春 日井市算数 サ ーク ル 研究推進委員会 ・杉江修治　1990

　 b　バ ズ ・単元 見通 し学習に よ る算数科 の 指導事例 IV

　 中京大学教養論叢，31−3，235260 ，

小 島幸彦　2003 校長 の リ
ーダー

シ ッ プ　
ー
粒社

村上英子 ・吉 田 光利 ・杉江 修治　20U3 個人 の 学び と 学

　び合 い を高 め る少人数授業の 工 夫
一

小学校 4年生 「式

　 と計算」の 実践事例 と そ の 検討　中京大学教養論叢 ，

　 44−3，　129・ユ46．

永井辰夫 ・杉江修治　1995　非行をの りこ えた バ ズ 学 習

　の 事例一地 域 を め ざ め さ せ た 中学校　中京大学教養論

　叢 ，　36−1，　201−242，

仲　律子 ・杉江修治　2〔｝02 少人数授業 ，
テ ィ

ーム テ ィ
ー

　チ ン グ に よ る授業改善 の 実態
一

子 ど も ． 教師 ， 保護者

　 へ の 調査 か ら　 中京大学教養論叢，43−4，153179 、

中野 佐 三 　1959　分 団 学 習　教 育 心 理 学 研 究 ， 7・3，

　 46−54．

越智昭孝 ・杉 江 修 治 　2001　 同和教育 とバ ズ 学習
一

地域

　の教育課題 に 応え る 実践 を め ざして 　揺籃社

小川俊典 ・後藤正 行・武内恵味 ・仲　律子
・杉江修治　2003

　 少人数授業 に お け る 望 ま し い 教室環境 に 関 す る調査的

　 研究（2） 「1i京大学教 養論叢 ，
44・3， 147・172、

斉藤　進　1997　授業公開と魅力 あ る学校づ く り一
文京

　 区立第六 中学校の 試 み 　有 元 佐 興 ・加藤孝史 ・望 月和

　 三 郎 ・杉江修治編　学校は 変われ る か
一

コ ーポ ラ テ ィ

　 ブな人間関係を基盤 と した 授業改善 か ら の 接近 　日本

　 教育綜合研究所　pp．15−24．

Schon，　 D．　 A ．工990　Edztcating　 the ％髞 〜漉 麗 p’racti−

　 tiθn ρr．　New 　York：Johrユ Wiley ＆ Sons．
Sharan，　Y ．，＆ Sharan，　S．　1992　ExPartding　 cθ　oPera 一

　 伽 tearni｝i，g　 throitg’h　 grouP 細 6∫噸跏 〃．　 New

　 York ： Teachers　Co］lege　Press． （石 田裕久 ・杉江修

　 治 ・伊藤　篤 ・
伊藤康児訳　2000　「協同」 に よ る総 合

　 学習 の 設計
．

グ ル ープ ・プ ロ ジ ェ ク ト入 門　北 大 路書

　 房）

Shaw，　M ．　E． ／976　CJ7’ouP 　d．vnamics ； TltC　Psyc．’ho！ogy

　 Qf　 Sinal ！．grouP　 beJaavior（2ncl　 ed ．丿．　 New 　 York ：

　 McGraw −Hill． （原 岡
一・

馬 訳　1981 小 集団行動 の

　 心理　誠信書房）

島1崎香代子 ・宇野恵子 ・川崎 徹 ・杉江修治 2 02 少

　人 数授業 に よ る 算数科小学校3年生 「重さ 調 べ 」の 設計

　 中京大学教養論叢 ， 43−2， 143−165．

塩 田 芳久 ・阿部 　隆 　1962 　バ ズ 学習方式
一

落伍者をつ

　 く ら ぬ教育　黎明書房

塩田芳久 ・中野 靖彦 ・杉江 修 治　1974　集団課題解決 に

　関す る 研究IV一課題 の 構成 ・提示 が パ フ ォ
ー

マ ン ス に

　及 ぼす効果 に つ い て 　日本心理学会第 38回 発表論 文 集，

　 820−8Z3．

塩 田芳久 ・杉江修治 ・鹿 内信善 ・藤田達雄 ・ 中島　実 ・

　吉田直予　1995　集団課題解決 に関す る 研究 V 一
課題

　 の 構 成，提示 の 効果に つ い て　 日本グル
ープ ・ダ イ ナ

　 ミ ッ ク ス 学会第 23回大会発表論文集 ， 4−9．

塩田芳久 ・豊川市立 中部小学校　1965　小学校 の バ ズ学

　 習　黎明書房

塩 田 芳久 ・横 田 證 眞　1981　バ ズ 学習 に よ る 授 業改善

　黎 明書房

S　lavin，　R ． 1994　Using　 stz｛dent　 tea？n 　 Z覦 η 珈 8 （4　th

　 ed ．丿．　 Baltimore，　MD ：Center　for　Research　 on 　Ele−

　mentary 　and 　Middle　Schools，　Johns　Hopkins　Uni・

　 versity ，

末吉悌次編　1959　集団学習 の 研 究　明治 図書

杉江修治　1999　バ ズ 学習 の 研 究
．
協 同原 理 に 基 づ く学

　習指導 の 理論 と実践　風 間書 房

杉江修治　20〔｝3a　地域の 学校 文化 を変 え る ワ
ー

ク ショ ッ

　プ方式 に よ る教 員研修　犬山市 に お け る 2 つ の 試み か

．−164一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

　 ら　教師教育研究，16， 11−2 ．

杉江修治編　20031〕 子 ど もの 学び を育 て る 少人 数授業

　．一
犬山市 の 提案 　明治図書

杉江修治　2004 バ ズ ・単元 見通 し学習の 理論 と実践事

　 例　
…
粒 社

杉江修治
・市川千秋 ・石 田裕久 ・石 田勢津子 　1981　 バ

　ズ学習の 実践報告
一一

覧　中京大 学教養 論 叢，22−2，

　 145−164．

杉江修治
・伊藤三 洋　1983　学校体育に お ける 柔道指 導

　法 の 改善 m 一
学習課題 明示，小集団 に よ る 指導過程，

　主体 的評価活動導入 の 効果　中京大学教養論叢 ， 24−3，

　 51−7工．

杉江 修治 ・伊藤三 洋　1990　バ ズ単元見通 し学習 に よ る

　高校保健科学習指導 の 効果 に 関す る実証的研究　中京

　大学教養論叢，31・1，149−172．

杉江修治 ・梶田哲男 ・春 日井市算数サークル 研究推進員

　会　1989　バ ズ 単元見通 し学習 の 効果 に 関す る実証的

　研究　中京大学教養論叢 ， 30−1， 241−296．

杉江修治 ・宇多　光　1989　能力 を基準 と した集団編成

　 が教 科学 習 に 及 ぼ す効 果 ：Yehezkel　 Dar と Nura

　Resh の レ ヴ ィ ユ
ー

に 基 づ く検討　中京大学教 養論叢

　 29−4，　113−160．

一 165一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


