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教 育 心 理 学 年 幸侵 弟 15集

的， 日本の 教師を構成主義的 と想定 し て，教師の 質問

一
子 ど もの 反応

一
教 師 の フ ィ

ー
ドバ ッ ク を対 象に 分析 し

た 。 そ の 結果 ， ア メ リカ の 教師 は，個人 に 向 けて 即 時的

な フ ィ
ードバ ッ ク を し，碵 接評価 が 多 い の 1 対し，日本

の 教師は学級全体，こ 向けて の フ ィ
ー

ドバ ッ ク カ 多 く， 間

接評価や子 どもに よ る 評価を誘 うな ど フ ィ
ードバ ッ ク を

遅延 す る 傾向 が 強 か っ た。行動主義的授業 と構成主義的

授 業 で は ， 教 生談話 の ス タ イ ル が大 き く卑 な る こ と を示

唆 し て い る と い え よ う。

　 さらに森 H ・稲垣 岬 備 ・rり で は．同
一

の 文化内 で も，

行動 主義的対構成主義的と い う対照的な局数授業の もと

で は ， 子 と も に 形成 さ れる算数学習 に つ い て の メ タ 認知

が 異 な る こ とが 見出 さ れ て い る。こ こ で は 1」本 の 算 牧 授

業だ け を 扱 い ，行動 卞莪的授業 の 例 と して ， 教 師の 説明

と そ の あ との 練 習 問題 の 実 施 と し う形 で 授業 が 進 む 「教

師
一
党明型」 の †級，栴成 主義的授業の例 と して ， 生徒に

よ る 話 し合 い 中心 に 授業が 進む 「話 し合 い 型 」 の 学級 を

各 3選出 し， 質問紙 に よ り ， 子 ど もの 算牧学 1マ に つ い こ

の メ タ認知 （他者 の 誤 りを ど
・
） 見 るか，琿 想的 な算数長 ＋ は と 〕

Li な も の と考 え る か，　 枚 の よ くで き る 子 は ど の よ う ・J ヒ も と

考 え る か 等〉 を調 べ た。そ の 結 果 ， 「話 し合 い 型一の 学級

の 子 ど も は ， 「教師説明型 ．亅の 学級 の 子 ど もよ りも，F，：

数 の 学習 を個人 的な もの で な く， 子 ど も た ち に よ る 共同

の 過程 で あ り ， 他者の 誤 り を集 団で の 思 砦の 発展 に 寄与

する もの と プ ラ ス に 捉 え る傾向が 嵬出さ れ た。

　口本の 貝 牧の 教室 で よ く見 られ る。舌し合 い 型 の授朱で

は ， 教室談 i舌を通 して ， 学習を社会的な営み と し，共同

で 知識を構成 す る とい うメ タ認知 が 形 成 され や す い とい

え よ う 。 こ う し た メ タ 認知 は，子 ど もの 算数学 b；
に お け

る 思 考を深 め る の に 寄与 す る の で は な V だ ろ う か。

引 用 文 献

Inagaki，　K ．，　Morita，
　E．

， ＆ Hatano，　G ．　1999　Teach −

　 illg・learning　of 　evaluative 　criteria 　f‘）r　mtithei 皿 atical

　 argumcnts 　tllrough　 classr りom 　discourse： Across −

　nati 〔）nul 　study ． ・

’T’lctthe7・natica ！
’1’hinleing　and 　L ‘

’
arn −

　 iコZS’、1，93 ．1ユ／，

森田英嗣 ・稲垣 佳世子　準備中　算数 の 学習 に関す る メ

　 タ認知 の 形成 一話 し合 い 型 授業 の 学級 と教師主導 の 説

　 明型授業 の 学 級 の ttどもの 比較

・Stevenson，　H ．“ r．，＆ Stigler，　J，　W ．　1992　Tlze　 karn −

　 ilvg　g砂 ．　 New 　York ： Summit　Books ．

　歴史教育に 見 る思考表現ス タイル と能力評価一
日米小

学校の授業比較か ら一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 渡辺 　雅子

　従来歴 史教育 と い え ば ， 教科書研究 に 焦点が あ た り，

そ の 教科書を使 い な が ら どの よ う に 教師 が 過去 を語 るの

か に は あ ま り注意 力 払 わ れ な か っ た 。 日 本 とア メ リ カ の

歴 史授業の 比較か ら ， 教師 が 歴 史を教 え る 「語 り方 の ス

ダ イ ル 」 の 特徴 と ， 子 ど もの 思 考チ現 ス タ イ ル へ の 影響，

そ の 文化的背暑 に つ い て 考墾 した い 。

　歴 史教育 に は，他の 教科に は見 られ な い 特徴 か 2 つ あ

る。デ 1 に ，「時間 の 流 れ ．1が 玉要 な 裳 素で あ る ．t と 。

第 2 に，［因果関係」が 理解さ れ なけれ ばな ら な し こ と

で あ る 。こ れ ら の 特徴は相 1々に門連 し k’が L

’
，一

方 で 過

去 の 出来事 を理解し，他 方で 人来 の 出来事 の 予測 をし，

き ら に そ れ ら の 思考を表現 す る 枠組 み を作 る 。

　 1996年 に 名 占L 市 と一二 ・ 1 一ヨ
ー

ク 「li郊外 の 小 学校 で

行 っ た 訓査 帳 辺 ，2川04） に よ れ ば，日 本 の 歴史授業で は
，

過去 の 出来事 を時系列 で 再構 秉 し な が ら，出来事 と出来

事 の つ な が り の 説明 に 巨点 が 置か れ て い た c こ の つ な が

りを説明す る の に 3 つ の ス テ ッ プ が踏 ま れ て い る、，ま ず

教師は あ る 時代 の 肛史的な状況 を魂明 し て
， 子 ど も7

−
tr

全員で 琿解を 共有す る こ 掴 沓め る、，次に そ の 状 況を身

近 な ［常⊥活 に翻 訳 し直 す こ と に よ っ て ，
IM 遅ヒの 人物

が そ の 状況下 で ど の よ う に 感 じた か を J
’一ど もに 想 像 さぜ

る。そ して 最後 に ，想像 しナ伊史 1−一の 人物の 气幵 ち と行

動 を 結 び つ けるの で あ る。 こ の よ う 广
鹽
糾 自

’
の 長 い 連鎖 と

して 歴史 の 流 れ が説明 X れ て い た n 日本 で は 原囚 と 結果

を特th せ ず，「ど の よ う に 1出来事が 生起 した カ を中心

に 授 業が進 め ら れ て お り，1な ぜ 1あ る出来事 が 起 こ っ

た の カ は
， 「ど の k う に」起 こ っ た か を 学 べ ば白飢 に 理

解で き る と考え られ て い る 。 夙 史を琿解 する ヒで 最 も大

切 な の は 「Jth史上 の 入物 に 起 こ っ た 状 況 を 自分 の こ と と

して捉え ， 共戸 爵る 能力」 で あ る と教師 は捉 え て い る 。

　他方 ア メ リカ で は ， 授 業 の 最初 の 短 V 時問 で 過去 の 出

来事 を時間 の 流れ に 沿 っ て 学び ， 次 に教師が あ る出来事

を結果 と定め ， ［な ぜ」 こ の 出来事が 起 きた の か と 子 ど

もに 疑問 を投 げ か け る こ とで ， 原因を 過去 」一遡 っ て特定

す る作業に 霞点が 置か れ て い た。歴史 の 変化 を知 る た め

の 2 つ の ス テ ッ プ と し て，［何が起 こ っ た の か 」「なぜ 起

こ っ た の か 」を自問 して み る こ とが勧 め られ て い る。日

本で は教師が 子 ど も と の か けあい で 物譫 を語 るように 歴

史 を mA る の に対 し て ， ア メ リカ で は教師の 「な ぜ 1 とい

う質 問 に よ っ て 授 業 が 枠付 け ら れ て い る。

　 こ の 過去 の 出来事を理 解す る 方法は．未来の 目標達成

の た め に も侯 わ れ て い る の が 興味深 い
。 あ る ア メ リカ の

ク ラ ス で は ， 子 ど も
一

人 ひ と りが ア ブ ラ ハ ム ・リ ン カー
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ン に な っ たつ も り で ， 南部 剖
’1と戦争を す べ き か ど う か

に つ い て の 判断 を， 主 に 1ど ん な結果 が もた ら さ れ る べ

き か ， 戦争をし て得 られ る良 い 点，悪 い 点は何か 一に つ

い て 考 え な が ら発 表を行 い
， 判断 で きな し 子 ど もを教師

が 厳し く叱 る とい う場 面が 見 ら れ た 。

　 特定 の 出来事 を結果 と定 め て そ こ か ら蒔問 を遡 っ て 原

囚 を探る ， あ る い は 未来 の 特定 の 状況 を日標 と して と こ

か ら遡 っ て 現 在何を す べ き か の 手段 を 選 び取 る　
『
ど，時

間 を逆転して 出来事 を評価 し，情 r艮の 取捨選択 を付 丿 と

い う因果律独特 の 時問の 把握 と説明ス タ イ ル が ア メ リカ

に 共通す る教室談話 の パ タ
ー

ン と して 観 鯉 期 した 。そ こ

で 重視 さ れ る の は，1結果」 に 直結す る情報 の み を選 び

他を切 り捨 て る 「取捨選択 」の 能力．
っ ま り 「分析力 1

で あ る c 分析力 は，様 々 な選択肢 の 中 か ・ ひ とっ を選 び

「決断」し て 行動 を起 こ す た め に 必 要不可 欠な 能力 と捉

え ら れ て い る 。

　 こ っ し た 教師の 指導 が い カ に 子 ど も の 語 り方 ・書 き 方

に影響 を与 え る か を確 か め る た め に ， 同じ 4 コ マ の絵を

見 て 日米 で 作文 し て も ら っ た と こ ろ，日 本の 子 ど も の 圧

倒 的多数が時系列 で 出来事 を説明し た の に 対 して ， ア メ

リ カ の 子 ど もの 3 割強 は，囚果律 の 枠組 み を使 っ て 結果

か ら絵 の 出来事を説明 した 。 ま た ， 理由を訊ね る課遺で

は，ア メ リカ の 子 ど も は 結果 に 直接結 びつ く出未事 の み

を述 べ て他を省略 し た の に 対 し て ， 日本 の 予 ど も は 出来

事 力 起 きた 順番 に 述 べ て ， 「説 明 1 と 「理 由付 け 」の 区

別 を し て い な い こ とカ わ か っ た。さ ら に ，絵以外 の コ メ

ン トで は ， H本 の 子 どもは道徳 的な 感想 を 述 べ て 作文 を

締 め くくる の 1 対 し て ，ア メ リカ の 子 ど もで は コ マ と コ

マ の つ な カ リ を簡 単な因果律で推測 す る コ メ ン トが 最 も

多 く．見 られ た。

　子 ど も が ある 社 会 の 成 員 と な る た め の 「社 会化

Csocialization）」 に は，時間・空間 ・囚果関係な どの 思 考 の

基本カ テ ゴ リー
を基 に して 作 られ る表象 〔シ ン ゴ局 の 秩

序 が 現実 の 秩序 を 貝 現 化 して L る と確信 す る こ とが 求 め

られ ， そ の 確信 は繰 り返 し行われ る教師 の 話 りな ど日々

の 経験 を通 して 同じ社会 グル ープ の 成員の 間で共有 され

な ければな らない 。歴史教育 に お ける 教師の 談。舌構造 の

比較分析は，子 ど も が どの よ うな 説明 の 型 （・汐 一の に

慣れ親 し む の か
， そ の 型 か らい か な る タ イプ の 因果関係

力 導 き 出 さ れ ，ど の よ うな 感情 力 か き た て ら れる の か と

い っ た感情表出の 様態 まで を含め た認知の あ り方と ， そ

れ ら を取 り巻 く教 師の 能力観 〔社会 で 求め ・れ る能 力） と の

関わ り を 示 して い る。
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　子 どもの 内面 を耕す こ とばの教育一意味理解 に おけ る

「問 い 」 と 「答え」一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武田　忠

　 周 知 の よ う．＿，こ れ ま で の 教 え る こ と中心 の 教育 か ）

の 転換 を目指 し て 改訂 当れ た 「小学校学習指 早要領解 覚
一

総則編 』 蛎 1潜 ，IE199） で は
， 「自　学び 自 レ 号え る教

育」
へ の 転換の 必 要性に つ し て ， 次 の よ うに 述 べ て い る 。

　「学校教育 は こ れ ま で と か く多 くの 知識 を 詰 め 込 む 傾

向が あ り ， 児 車 の 学習 も受 け 身 に な りか ち で あ る こ と が

指摘 さ れ て い る が ， こ の よ うな 現 状 を 故 め，児 童が 主 体

的 に 学び／自分の 考 えを もちそれを的確 に 末現 で き る よ

う に す る教 百へ と質的転換 を図る こ とが こ れ か らの 学校

教育 の 大 きな課題 とな
一
） て い 7di　。1

　 しか し ，
こ の i総則」が 提起 し た教育改革 の 道筋 は ，

そ れ ぞ れ の 学校 で の 「創意 工 夫 」に 委 ね e れ た ま ま で ，

現 実 に は ほ と ん ど な に も進展 し て い な い の が 実情 で あ り，

「こ と ば の 教 育 1 に つ い て も ，
ほ と ん ど の 学 枝で ， 相 も

逼わ らず， 文章に何が書か れ て い るか を確認す る たけ の

授業 が行 わ れ て お り ， 子 ど も の 内面 が 豊 力 ，＿な る よ う な，

「自分 の 若えを持ちそれ を的確 に 表現 で き る よ う に す る

教育」 と は ほ ど遠 い ，教師主 導 の 「教 え る」投業 し か 行

われ て い な い の が 現状 で は な い だ ろ うか 。

　そ れ で は な ぜ，内面を豊か に 耕す よ う な 1こ と ば の 教

育 1が ， 学校教 育 に根 を下ろ す t一と が で き な い の だ ろ う

カ。そ れ に は，i自ら学 び 白ら考え る 1 教育 の 欠如 と も

深 く関わ っ て
， 「こ と ば ， 文章」の 理 解 と表 于目 を 豊 か ド

す る た め の 「こ とば の 学習 の 論 哩」 が 欠如 して きた こ と

．も， 大 き な要因 L な っ て い る の で は な い だ ろ う か。

　に と ば」 は，常 に なん らか の 「事柄 」 を表 して い る，，

書 き手 は ， 読み 手 に 理 解 さ れ る よ う に，一
定 の 「事柄」

を 「こ とば ， 文章」として 表現 して い る の で あ る か ら，

読 み 手 が そ の 「事柄 」 を 理解 す る た め に は
，　 iこ と ば ，

文章」を 「事柄」に変換す る た め の 作業を行 う 一と力 必

要 と な る 。 そ の 「事柄 1へ の 変換作業 を適 切 に 行 う た め

に は ， 「こ と ば ， 文章 亅か ら ， そ の 「事柄 」 が ど ん な

「こ と 1 か ，ど ん な 「わ け」か を 自分 自身 に 問 い か け ，

自分 自身 の 知識を 活用 し て ，そ の 「答 え」を見 つ け る た

め の 「澗 い 」力 不 可欠 とな る 。

　「問 い 」が な ければ考 える こ と は起 こ らな い し， 考 え

る 一と カ なけれ ば 「わ か る」 こ と も，ま た 「わ か ら な

い 」 と い う こ と も 白覚 で きな い は ず で あ る 。 しか も， ど

ん な 「問 V 亅を立 て る か は，そ の 先 の 追求 の 負 と同時 に ，

そ の 理解 の 質 を も規定す る こ と に ト分 に留意す る 必要が

あ る 。
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