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要

本研究 は
､ 状況主 義的学習論の 立 場 に立 ち､ 体 育授業 に お け る ｢ 学習 内容｣ に つ い て 実践的 に 問い 直す こ と

が 目的 で あ る
｡

先行研究か ら
､ 運動 は自 己

･ 他者 ･ モ ノ との 関係 の 中に 紡 ぐ出来事 と して ｢ 学習 内容｣ が 生 じるた め
､

運動

を 関係 的に み て いく こ との 必 要性 と運動の 文化を歴 史的視点 で 紐解 い た ｢ 文化 的特性｣ を明 らか に した上 で
､ 運

動の 中心 的なお もしろ さを 設
'

jii
[

し 内容を 構成す る こ との 重要性が整理 され た
｡

2 つ の 実践か ら､
rf1 心 的 な お も し ろ さ ば ｢ 運動 ( 技) の 往還｣ と い う ｢ 遊動｣ に留 ま ら ず ｢ 対話 と して の 往

還｣ と い う ｢ 遊動｣ を 保障す る こ と､ 運 動を 中心 的な お も しろ さ の 世界の 全体 と捉え て ゴ ー ル フ T) - の 内容を

構成す る こ と が 大切で あ り 関係の 変化に よ っ て 技が 形成さ れ 広が っ て い く こ と
､ 中心 的な お も し ろさ の 設定か

ら 内容 を構 成す る こ と に 加 え て 自分 と モ ノ が ｢ 相互 主休｣ の 関係に か わ る こ と が ｢ 文化的内容｣ に な っ て い る

と 考察 さ れ た
｡

1
.

は じめに

体育授業 に お い て
､ 第

-

筆者 は子 ど も に ｢ こ ん な こ

と よりも ド ッ ジボ ー ル し よう よ｣ ､
｢ 逆上 がり で き た か

ら
､ も う鉄棒 や ら なく て い い ん で し ょ｣ と い っ た 言葉

を 言わ れ た こ とが あ る ｡ い まや っ て い る 運動 が つ ま ら

な い
､ お もし ろく な い か ら ド ッ ジ ボ ー ル を や りた い

､

あ る い は
､

や っ て い る 逆上 がり が で き る よ う に な っ た

か ら､ もう 運動 は した くな い の で あ る｡ 子 ど もが 言 っ

た こ れ らの 言葉が意味す る こ と ば何だ ろう か｡

こ れ ま で の 体育授業 は ､ ｢ 学習内容｣ を ｢ 学 ぶ べ き

モ ノ｣ と して 捉え
､

よりた く さ ん
､

より は やく獲得す

れ ば よ い とさ れ て き た た め
､ 子 どもを ｢ で き る - で き

な い｣ とい う尺度 で しか み る こ と が で き ず ､ ｢ 学 ん で い

る コ ト｣ の 意味 の 喪失 を招 い て しま っ た と考え ら れ る｡

よ っ て
､ ( 何を) 学ん で い る の か と い う視点 か ら

､
｢ 学

習内容｣ をも う 一

度問う て みる 必要が ある ｡

そ こ で ､ 本稿で は､ 状況主 義的学習論 の 立 場に 立 ち
､

体育授業 に お い て ( 何を) 学ん で い る の か と い う (何

を) が 意味す る ｢学習内容｣ を 実践的に 問い 直す こ と

を目的 とする ｡

2
. 先行研究の概観と対象実践に つ いて

状況主 義的学習論の 立 場 に 立 っ た体育授業の 研究と

して
､

授業論の 視点か ら
､ 松 田 (20 0 1) は ｢ 体育の 内

容で ある運動 を､ 『体 の 動き』 や 『技能』 と して の みと

らえ るの で はなく
､
『1 つ の 固有な おもしろ世界』 として

とらえ直す こ とで ある｣ と述 べ て い る｡ ｢ 運動｣ を自己 と

仲間と モ ノ とがかか わり合 っ て
､ 固有 の 意味 ･ 価値 と し

て プ レイ の 文脈を構成す る場､
つ まり ｢世界｣ と捉 えた

｢ か かわり論｣ の 考え を提示 して い る｡ 自己 ･ 他者 ･ モ

ノ の 全体的な関係性が ｢ 学習内容｣ で ある として い る｡

岡野 ( 20 0 3) は
､
｢『関係論的な 学習観 (過程と して

の 学習)』 に 基 づ く授業 づ く り に は 『学習内容』 を 先

見的に 決 ま っ て い る モ ノ と実体 化 せ ず､ 状況と 文脈 に

応 じ て 常 に 変化 して い く と い う 関係的 ･ 生 成的な 見方

が求 め ら れ る｣ と述 べ て い る｡ 運動 を実体化 し､ そ れ
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を獲得す る とい う こ と で はなく､ 運動を､ 自己 ･ 他者 ･

モ ノ と の 関係の 中に 紡ぐ出来事 と して ､ 運動を 関係的

に み て い く こ と の 必 要性を 示 して い る｡

こ う した考 え 方は
､ 子 ども が い ま や っ て い る 運動に

意味を見出せ な い で い る と い う体育授業が 抱え る 問題

に ､ 学習論 の レ ベ ル か ら転換を図 ろう と す る もの と 捉

え る こ と が で き る｡

ま た
､ 岡野 ら (20 0 8) は ､ ｢ 正 統的周辺参加｣ の 考

え 方 か ら単元 の ま と ま り を 解釈 し て み る と ､ そ れ は

｢ 有意味な 運動 の 世界｣ で な けれ ば な ら な い と し て い

る｡ ｢ つ ま り
､

正 統 で 本物 な 運動 の 文化的実践 と して

の 共同体を単元 と して 構成す る と い う こ と で あ り､ 機

能的特性 は そ の 意味生成の 指標 と して ､ 『文化 の 中心

的な 活動 ( 中心 的 な お も し ろ さ)』 と して 位置 づ く こ

と に な る｣ と 述 べ て い る｡

こ の よ う な 単元 を構成 す る 視点 は ､ 山本 (19 9 5) ､

佐伯 (1 9 9 9) ､ 森 島 (20 0 6) ら に よ っ て も提示 さ れ て

い る｡

山本 (1 9 9 5) は ､ ｢ 運動 や ス ポ ー

ツ の も つ 意味的世

界は
､ 歴史的な 経過の な か で 多様 に 変化 して き て い る

こ とを考え れ ば ､ 機能的特性や 構造的特性 に 加え て
､

発生的 (文化的) な 特性な どを 関連さ せ て 運動を と ら

え る こ と も必要で あ ろう｣ と 述 べ ､ 運動の 内容を 吟味

して い く上 で
､

プ レ イ 論か ら導き 出さ れ て きた 機能的

特性だ けで 運動を 捉え て い くの で はな く､ 運動が どの

よう に 発生 した の か と い う 文化的な 特性も加味 しな が

らみ て い く こ と の 視点を 示 して い る ｡

佐伯 (1 9 9 9) は､ ｢ 子 どもた ち の 運動感性 は実 に 多

様で あ り､ 都市化 した 生活実態の 中 で は
､ 克服的な 運

動経験も運動を工 夫す る 経験も極め て 貧弱 に な っ て い

る｡ こ う した 実状を 配慮す る と
､ 器械運動の 学習 は､

ま ず 『器械 ･ 器具と の 関係構成』 か ら始め な けれ ば な

らな い ｡ そ れ ぞ れ の 子 どもが 器械 ･ 器具 と自己/ 自分

た ちと の 関係を 親和的な もの と し
､

そ れ ぞ れ が 器械 ･

器具を 軸 に して 『意味あ る 運動の 世界』 を構成で き る

よう に しな けれ ば な ら な い｡ こ う した 学習は 運動の 魅

力を 感知 す る 運動 パ フ ォ
ー マ ン ス の シ ン ボ リ ズ ム を 解

読 す る カ ル チ ュ ラ ル ･ コ ン テ ク ス ト ( 文化的脈絡) 杏

つ か む うえ で 極 め て 重要な もの で ある｣ と述 べ て い る｡

文化的な特性 の 視点と して 運 動を 捉え る だ けで な く､

文化 と して の 運動を取 り 扱う体育授業も
､

文化と して

の 学 び と して 単元構成 して い く こ と の 必要性を 提示 し

て い る｡

森島 (20 0 6) は ､ ｢ 文化 の 歴史的発展 を 促 し て き た

もの で あ る か ら ､ 『歴史的に み て ､ 不変的な 性格 の も

の』､ 『実践共同体』 に 『周辺的』 に 関わ る新参者 で も

『正 統性』 を もちえ る こ とか ら､ 『共同体 に 参加 した も

の な ら ば誰 で も､
どん な と き で も ア ク セ ス 可能』 と い

う こ と に な る｡ こ の よ う な 特性を 『文化的特性』 と呼

ぶ こ と に す る｣ と述 べ て い る ｡ ま た
､ 体育授業を 構想

す る 際､ ｢ 文化的特性｣ か ら の 導 き方 と して ､ 運動の

文化を歴史的 に概観 し､ 不変項を 探 っ て い く とい う 作

業が必要 に な る と して い る ｡

本稿 で は 2 つ の 体育授業実践 を取り上 げ る｡ そ の 際､

先行研究 に み ら れ た運動を 歴史的視点で 紐解く こ とで

文化的特性を導 き 出 し､ 文化的特性か ら運動の 中心 的

な お も し ろさ を 設定 し
､ 内容を 構成 しな が ら 実践を行

う｡

実践 は M 県 K 小学校 に お い て ､ 第
一

筆者 が授業者

と な り行 っ た｡

実践 1 は ､ 第 6 学年 の 跳 び 箱運動 で
､

2 0 0 5 年 ( 辛

成 1 7 年) 6 月 20 日 ( 月) か ら 7 月 4 日 ( 月) ま で の

7 日 間､ 屋内運動場 (体育館) に て ､ 第 1 時か ら 第 6

時ま で 行 い
､ 第 7 時 に つ い て は第 1 時か ら第 6 時ま で

の 体育授業の 振り返りの た め 6 年 1 組教室に て 行 っ た｡

6 年 1 組 は､ 男子 1 4 名､ 女子 8 名､ 計 22 名 ( 特別支

援学級児童 1 名を 含む) の 学級 で あ る ｡

実践 2 は ､ 第 3 学年 の マ ッ ト運動 で
､

2 0 0 6 年 ( 辛

成 1 8 年) 1 0 月 24 日 ( 火) か ら 1 1 月 10 日 ( 金) ま

で の 5 日 間､ 屋内運動場 (体育錯) に て
､ 第 1 時か ら

第 5 時ま で 行 っ た｡ 3 年生 は
､ 男子 10 名､ 女子 2 6 名､

計 36 名 の 学級 で あ る｡

3
. 実践 1 ( M 県 K 小学校6 学年 ｢ 跳び乗

る ･ 跳び越す｣ [跳 び箱運動])

3 . 1 単元 の 基本構想

跳 び箱運動を 機能的特性 に よる 克服型､ 達成型 の み

で 捉え る だ け で な く
､

運動の 歴史を 紐解 い て み る と い

う 文化的特性の 視点か ら､ 跳 び箱運動の 歴史的変遷を

辿 っ て み る こ と に した ｡

稲垣 (19 8 7) ､ 高橋 ら (1 9 9 2) に よ る と
､ ｢ 跳 び箱｣

と い う モ ノ は､ ス ウ ェ
ー デ ン体操の 創始者で あ る リ ン

グ ( Li n
g

. P . H
,
1 7 7 6 -1 8 3 9) に よ っ て 1 9 世紀初 め に 考

案さ れ た｡ 1 7 世紀後半か ら 1 8 世紀 に か け て の 騎 士 学

校で は､ 木馬を 使 っ た 乗馬体操が 行わ れ て い た が ､ 木

馬 の 他 に 予備練習用器具 と し て の テ
ー ブ ル ( Ti s c h)

を 用 い た 跳躍運動も行わ れ て い た ｡
こ の 乗馬体操用の

練習器具の 一 つ と して 使わ れ て い た テ
ー ブル を ヒ ン ト

に 跳 び箱を 考案 した と さ れ る ｡

一

方､ 古くか ら 子 どもの 遊 び と して 親 しま れ て き た

馬跳 び遊び も ､ 支持跳躍系の 運動の 最 も原始的な もの

で あ る ｡ 森 (1 9 8 9) に よ る と
､

ブ リ ュ
ー ゲ ル

( B r u e
g
h el .

P
,
1 5 2 5 - 1 5 6 9) 作 ｢ 子 ども の 遊戯｣ (15 6 0

年 ウ ィ
ー

ン 美術史美術館所蔵) で は ､ 馬乗 り遊び や 馬

跳 び遊 びをして い る子 どもた ちが 描かれ て い る ( 図1) ｡
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園1 馬乗 り遊び

こ の こ と は
､ 跳 び 箱運動 の 源流 は 乗馬訓練 に よ る

｢ 跳 び 乗り ･ 跳 びお り｣ に 端を発す る と共 に､ 跳 び箱 の

誕 生よ りもは る か 以 前に
､ 子 どもの 遊びの 世界の 中で ､

馬乗り遊び
､ 馬跳び遊びと して 存在して い た こ とに なるo

よ っ て ､ 跳 び箱運動 の 原 型 は､ 馬に 跳 び乗 る こ と に 由

来して い る と言 え るo 所謂､ 馬乗 り遊 びで ある . と こ ろ

が
､

跳 び箱運動 の 授業 に お い て
､ 馬乗り遊 びの よう な

｢跳 び乗る こ と｣ は 全くみ ら れな い D 跳 び箱運動 の 源流

で あ る
､ 乗馬訓練 に よる ｢跳 び乗 る こ と｣ ､ 子 どもの 遊

戯 の 世界 に あ っ た ｢ 馬乗り遊 び｣ と い う 運動文化 は､

歴 史的変遷の 中で 失わ れて しま っ た の で あ る｡

そ こ で ､
こ れ ま で の 跳 び箱運動で 跳 び 越せ な か っ た

か ら 失敗と み な さ れ て き た ｢ 跳 び 乗 る｣ とい う 跳 び箱

運動 の 文化的特性 に ス ポ ッ トを 当て る こ と に し た. こ

の こ と は､ 跳び 越す こ と が 成功で ､ 跳 び乗 っ て し ま っ

た ら 失敗で あ る と い う こ れ ま で の 跳 び箱運動の 前提 を

く つ か え す こ と で あ る D 思 い き り跳 び乗 る こ と に 挑戦

す る 過程で ､ 勢 い 余 っ て 思 わ ず 跳 び越 して しま う と い

う こ と も 予想さ れるQ
つ ま り､ 思 い き り ｢ 跳 び 乗る｣

と い う コ トの 延長過 程 に ｢ 跳び越す｣ が あ る と捉え る｡

本単元 で は ､ 運動 の 中心 的な お もし ろさ を ,
跳 び 箱

運動の 歴 史的視点か ら 紐解く こ とで ､ 跳 び箱運動 の 文

化 と し て の 原型 で あ る
､

｢ 腕支持 で 跳 び 乗 っ た り跳 び

越 した り す る こ と の お も し ろ さ｣ と す る o そ し て
､

中

心 的な お もし ろ さ で あ る ｢ 腕支持で 跳び 乗 っ た り跳 び

越し た り す る こ と の お も し ろさ｣ に 参加す る た め の 周

辺的 な活動 と して
､

｢ 長 さ ･ 高さ ･ 人 ･ モ ノ｣ と い う

4 つ の 視点 を組 み 合わ せ る こ と に し た ｡

3 . 2 授業の 実際

本単元 の 学習過 程 は去 1 の 通りで あ る ｡

表1 本単元 の 学習 過 程

1

2

3

i

5

腕支持で

跳U' 乗 ろう

馬乗り ( 個 人 . チ
ー

ム) [ 長 さ . 人]

馬乗り ( チー ム) [ 長 さ . 人]

立 て たセ
ー

フ テ ィ マ ッ ト[高 さ . モ / 1

填み 重 ね た マ ッ ト ( ス テ
-

ジ 上)

[ 高さ . モ ノ]

積み 重 ね た セ - フ テ ィ マ ッ ト

[ 良さ . 高さ . モ ノ]

構み重 ね た マ ッ ト ( フ ロ ア 上)

[ 良さ . 高さ . モ ノ]

磯み 重ね た セ - フ テ ィ マ ッ ト

[ 長さ . 高さ . モ ノ]

6
腕 支持 で

跳 ぴ越 そう
跳 U 箱 [長 さ

. 高さ
. モ ノ]

7 ｢ 跳 ぴ乗 る ー 跳 ぴ 越す｣ を振 り返 ろ う

第 1 時 で は ､ ｢ 腕支持で 跳 び乗 っ たり､ 友だ ちと 一

緒

に 跳 び乗 っ た りす る こ と に 思 い きり挑戦 し よ う｣ と い

う テ
ー マ ( 主題) で ､ 腕支持 で どこ ま で 遠く へ 跳 び乗

れ る か と い う 馬乗 り遊 び ( 個人) と
､

チ
ー ム 8 人全員

か 腕支持で 跳び 乗れ る か と い う 馬乗 り遊 び ( チ
ー ム)

を行 っ たo

第 2 時で は
,

｢ 腕支持で 跳 び 乗 る こ と をチ
ー ム で 思

い さ り競 い 合 お う｣ と い う テ ー マ で
､

チ ー ム 対抗の 馬

乗り遊 び を行 っ た ( 写真 l) 0

写真 1

第 3 時で は ､ ｢ 艦支持で モ ノ ( セ ー フ テ ィ マ ッ ト)

に 跳 び乗 る こ と を チ ー ム で 思 い き り章凱 ､ 合お う｣ と い

う テ
ー

マ で ,
セ

ー

フ テ ィ マ ッ トに チ
ー ム み ん な で 跳 び

乗 る こ と を 行 っ た ( 写真 2) a
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写真 2

第 4 時 で は
､

｢ 腕支持 で モ ノ ( マ ･

y 卜 ･ セ ー フ テ ィ

マ
.

y ト) に思 い き り跳び 乗ろ う｣ と い う テ
- マ で ､

マ ッ

トの 高さ を変 え た ス テ ー ジ の 場 と セ ー フ テ ィ マ ッ トを

立 て た 場 を設定 し た (写真 3) ｡

写真 3

セ
ー

フ テ ィ マ ッ トを 立 て た 填で は
､

セ
ー

フ テ ィ マ
,

メ

トを 縦長に した り ､ 横長に した り し て
､ 腕支持で 跳 び

乗 っ て い た か
､ 倒 れ た セ - フ テ ィ マ ッ トの 上で 着手 し

て 前転す る 子が出 て き たc こ の 跳び 乗り か ら ､
セ ー フ

テ ィ マ ッ トを 騎み 重 ね た 場 に 変化さ せ て ､ 踏 み 切り 位

置に ロ イ タ ー

板を 置い て み た ( 写真 4) o

写 真 4

2 5 2

第 5 時 で は ､ ｢ い ろ い ろ な 方向か ら 腕支持 で モ ノ

( マ ッ ト ･ セ
ー

フ テ ィ マ
.

7 卜) に 思 い き り跳び 乗ろ う｣

と い う テ ー マ で ,
フ ロ ア 上 に マ ッ ト を積み 重ね た 場と ､

セ
ー

フ テ ィ マ ッ ト を積み 重ね た 場 の 2 つ の 場 を設定 し

た ( 写真 5) ( 写真 6) ｡ 2 つ の 填で の 跳 び乗り を 広 げ

る た め に
､ 跳 び乗 りを 紹介 し合う こ と を行 っ た ｡

写要 5

第 6 時で は ､ ｢ 腕支持 で 跳 び 箱を 思 い き り 跳 び越 そ

う ( 跳 び 箱 : 8 段 ･ 7 段 ･ 6 段)｣ と い う テ
ー

マ で
､

跳

び 箱大 8 段縦置さ ､
8 段縦置 き ､

7 段縦置 き､
6 段縦

置き
､

6 段債置 童 の 場 を 設 定 し た c 前時ま で の 跳 び 乗

り方 か ら ､ 跳 び乗 ろ う と す る 勢 い の あま り
､

マ ッ ト を

跳 び越 して しま う 子 とも か 出て き た
｡

そ こ で
､ 跳 び箱

を設定 し
,

腕支持し て 跳 び 越す こ と に した ( 写真 7 ) 0



体育授業 に お ける ｢学習内容｣ に 関す る 実践的研究

第 7 時で は
､

｢ 跳 び 乗る ･ 跳 び越 す を 振 り返 ろう｣

と い う テ
ー マ で ､ 第 1 時 か ら第 6 時ま で の 授業 の 振り

返 り を行 っ た ｡

3 .
3 実践1 の 解釈

子 ど もた ち は
､ 馬乗 り で 跳 び乗 っ た り､ 馬 を崩 し た

り､ 馬が 崩れ な い よう に 支え た りす る こ との 遊 び に 夢

中 に な っ て い た ｡
こ れ は

､
｢ 跳 び乗 る｣ こ と の 遊 び と

して 提示 した ｢ 馬乗 り遊 び｣ が お も しろ い こ と (遊 び)

に な っ て い た こ と を 物語 っ て い る ｡ 原型 の 馬乗 り遊 び

か ら跳び箱運動 へ 変化 して きた足跡を子 どもた ちが辿 っ

て い っ た の で あ る｡ 結果と して ､ 着手位置よ り も前 に

お 尻を着く と い う動 き も出て き た｡ 腕支持 で 跳 び 乗れ

る ス ペ
ー

ス が狭 く な っ て く る と､ 跳 び乗 っ た友 だ ち の

上 に 跳 び 乗る と い う高 さ へ の 挑戦 も み ら れ た｡ こ の こ

と は､ 跳 び箱運動 を歴史的視点 で 紐解く こ と で
､

跳 び

箱運動 の 文化的特性 を ｢ 跳 び乗 る｣ こ と と し て 導 き 出

し
､

中心 的な お もし ろ さ を ｢腕支持 で 跳 び乗 っ た り跳

び越 し たりす る こ と の お もし ろ さ｣ と設定 し た こ と に

よ る もの と考え られ る｡ ど れ だ け跳 び乗 っ て も跳 び越

す こ と ば な い ｡ 思 い き り跳 び乗 っ て も失敗 と い う こ と

ば な い ｡ した が っ て
､ 子 ど も た ち に と っ て は､ 跳 び越

せ なか っ た ら どう し よう と い う 不安が な い ｡ 不安要素

が な い た め に
､ 思 い き り挑戦す る姿が 生 じた の で あ ろ

う ｡ しか も
､ 馬 に な っ て い る の は友達 (他者) で あ る｡

馬で あ る 私の 前後 に は友だ ちが い る ｡ 馬乗りす る 私の

前後 に も友だ ちが い る ｡ 自分 と友だ ちの か ら だ が お 互

い 組み 合う こ と に よ っ て ､ 馬が つ くら れ る｡ ｢ か た い
､

こ わ い
､ 接触す る と 痛い｣ とい う イ メ

ー ジを 持た れ が

ちだ っ た 跳び 箱で は なく
､ 自分の 身近 な友 だ ちな の で

あ る ｡ 思 い き り 跳 び乗 っ て も､ ｢ や わ ら か い
､ 安心

､

あ た た か い｣ と い っ た友 だ ちの 馬 ( か ら だ) が 自分 の

ま る ご と を受 け止 め て く れ る の で あ る｡ そ し て ､ ｢ 長

さ｣ ､
｢ 高 さ｣ ､

｢ 人｣ ､
｢ モ ノ｣ の 組み 合 わ せ は

､ 思 い き

り跳 び乗 っ た り跳 び越 した り しな い と
､

はる か に 長く､

は る か に 高 い こ と ば か り で あ る た め､ 子 ども た ち の 挑

戦意欲 をくす ぐ っ て くれ た｡ 同時に
､ 安心 して 跳 び乗 っ

たり跳 び越した り で き る よう な マ ッ トや セ
ー

フ テ ィ マ ッ

ト を用 い た｡ 子 ど も た ち の か ら だ ま る ご と を包み 込 ん

で く れ る や わ らか な場 の 工 夫が､ 子 ども た ち をさ ら に ､

思い き り跳 び乗る こ と に 向か わせ て くれ た｡ セ
ー

フ テ ィ

マ ッ ト を積み 重ね た 場 で は､
こ れ ま で 出て こ な か っ た

腕支持 して 前転す る こ とが 立 ち現れ て き た｡ セ
ー

フ テ ィ

マ ッ トの 幅と フ ワ フ ワ 感 に よる 安心 感が
､ 腕支持 して

前転す る 技を 出さ せ た ｡ 第 7 時の 振 り返 りの 中で も､

前時ま で の マ ッ トや セ ー フ テ ィ マ ッ トを 積み 重ね た 場

に よ り ､ 腕支持 して 前転 して も ､ 自分を 受け 止め て く

れ る マ ッ トの 存在 を実感 した か ら こ そ
､
跳 び 箱の 場で

の 挑戦 に つ なが っ た と子 ど もが 語 っ て い た｡

｢ 跳 び 乗る｣ こ と の 遊 び と して 提示 した の は､ ｢ 馬

乗 り遊 び｣ だ け で は な い ｡ フ ロ ア に マ ッ ト を積み 重ね

た 場 で は､ 腕支持 して 開脚で 跳 び乗 る あ まり マ ッ ト を

越え て しま っ た り
､ 腕支持 して ､

そ の まま の 勢 い で 回

転 して い く こ とで マ ッ トを 越え て しま っ た り して
､

腕

支持で 跳 び越す と い う 動き が み られ る よう に な っ た ｡

セ
ー

フ テ ィ マ ッ トを 積み 重ね た 場で も
､ 子 ど もた ち は

次 々 と 跳び 乗りを 生み 出 して い っ た ｡ 教師 (授業者)

が跳 び 乗り を 示さ な くて も
､ 子 どもた ちは

､
跳び 箱運

動 の 技 を次 々 と み つ け 出 して い た ｡ さ らに
､ 着手 して

大 き な 回転 を しよ う と した た め に
､ 着地で マ ッ トを 越

え て しま い
､

マ ッ トを跳 び越え る こ と に 繋が っ て い た｡

こ れ ら の ダ イ ナ ミ ッ ク な動 き は
､

こ れ ま で の 跳 び箱運

動 で は な か っ た こ と で あ り
､

跳 び乗 る こ と を 中心 に 授

業 を構成 し た か ら こ そ立 ち現れ て き た と言 え る｡ こ れ

ま で の 跳 び箱運動 が 潜在的 に イ メ
ー ジ化 さ せ て い る

｢ 跳 び越す こ と が 成功｣ で ｢ 跳 び 乗る こ と が 失敗｣ と

い う固定観念 を崩す こ と に 繋が っ た｡

しか し
､ 跳 び箱運動 の ｢学習内容｣ と し て ｢ 跳 び乗

る｣ こ と を 取り上 げ た と し て も､
｢ 跳 び乗 る｣ こ とか

ら ｢跳 び 越す｣ こ と へ の 直線的な 展開 で は な く､ ｢ 跳

び乗る｣ こ と と ｢跳 び越す｣ こ との 両方を保障す る こ

こ とが ､ ｢ 跳 び 越 し た い の に
､

跳 び 乗 っ て し ま っ て い

た｣ と い う こ と を失敗 で は なく ､ ｢ そ の 跳 び乗りも い

い ん だ｣ とい う こ と に な る の で はな い か と考 え られ る｡

た だ し
､ 子 ども は どう い う意味か ら ｢ 跳 び乗る｣ こ

と が お も し ろい と感 じる の か
､

どう い う 意味か ら ｢ 跳

び 越す｣ こ と が お も し ろい と感 じる の か と い う こ と ば

明ら か に す る こ と が で き な か っ た｡ ま た
､ 跳 び箱運動

の 中心 的な お も し ろさ と して 設定 した ｢ 腕支持で 跳び

乗 っ たり跳 び越 したり す る こ と の お も しろ さ｣ で は わ

かり に くく
､ 何 をす る の か を明確化 した主 題 ( テ

ー

マ)

が必要 な の で は な い か と考 え ら れ る｡

一

方 ､ 教師から技の 提示を しなくて も､ 子 どもは他者

( 友だ ち ･ 教師) との かか わ りか ら､ 自分 の 跳 び乗り､

跳 び越 しの 技を広げて い た｡ 授業者 (教師) の 跳び乗 り

が子 どもに 派生 し､ 子 どもから他 の 子 どもに 派生 して い

くこ とで
､ 教師と子 どもの 繋 がりだけで なく､ 教師と子

どもの 繋がりを含めた子 どもどう しも繋が っ て いく ことで
､

跳び箱運動の 文化的実践共同体に 参加 して い る ことに な

り
､

運動 (技) の 世界を広げる こ とに 繋が っ て い た｡ 跳

び箱運動の ｢ 学習内容｣ は自 己 と他者 との 繋がりの 中に

運動 (技) の 広が りとい う ｢学習内容｣ を生 起してくる

と言えるの で はない かと考えられる｡

セ
ー

フ テ ィ マ ッ トを積み 重ねた場 で
､ 腕支持 して 前方

宙返り して 跳 び乗る とい う跳 び乗 りは
､

子 どもとセ ー フ

テ ィ マ ッ ト ( モ ノ) との 状況を表 して い る｡ 子どもに と っ
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て セ
ー

フ テ ィ マ ッ トは着地の ための 単な る 補助具で はなく､

自分 の か ら だ を委 ねられ る モ ノ で あり, 自分の 跳 び 乗り

を誘発 して く れ､ 前方宙返 りを 可能 に して くれる かけが

え の ない パ ー トナ
ー

に な っ て い た の で は ない か と考 え られ

るo
パ - トナ - として の セ ー フ テ ィ マ ッ トか あり自分の か

らだを委ね て も安 心 と い う働きか け られ ､ 着手 して 前転

して 跳 び乗 っ た り､ 腕支持 して 前方宙返 りして 跳び乗 っ

た りす る と い う働きか けが 起 こり,
ダイ ナ ミ ッ ク な跳 び乗

りを生 起させ た と言える D

しか し､ 子 ども と モ ノ と の 状況 は そ の 後 も同 じよう に

い く の か と い うとそ う で は な い ｡ 跳 び 箱運動 で は自分 と

モ ノ と の 状 況 が どの よう に な っ て い る の か
､

そ して 状 況 か

どの よう に変化 して い る の か とい う こ とか ら
､
｢ 学習内容｣

を組織 して い く ことか重要 に な っ て く る と考えられるo

4
. 実践 2 ( M 県 K 小学校 3 学年 ｢ 椛谷く

んに なろう｣ [ マ ッ ト運動])

4 . 1 単元 の 基本構想

こ れ ま で の マ ッ ト運 動 は
､ 金子 ( 1 9 8 2) ､

太 田

( 19 9 0) も指摘 す る よ う に ､ 子 ども に と っ て 動 き を 獲

得す る だ け で
､

マ ッ ト運動 で 何を 学ん で い る の か と い

う 学び の 空洞化 を招 い て い る と 言え る た め マ ッ ト運動

を歴史的視点 で 紐解 い て み る こ と に した o マ ッ ト運動

の 原型 は ゆ か運 動 で あ る｡ ゆ か 運動で 行わ れ る 運動形

態は 極 め て 古く､
こ の 種 の 非 日 常的な 運動形態 の 発生

は 紀元 前 20 0 0 年ま で さか の ぽ る｡ 曲芸師の ア ク ロ バ
ッ

トダ ン ス の 中で
,

さ ら に は ､ 子 どもの 遊 びと して 行わ

れて い た の で あ るo 古代 か ら 中世に 至 る ま で
､ 倒立 や

で ん ぐ り返 し と い っ た運動 は ､ 子 どもが 好ん で す る 遊

び と し て 伝承さ れ続 けて い る o

子 ど もの 遊 び 世界 で は
､

ブ リ ュ
-

ゲ ル ( B r u e g h e l.

p
,

1 5 2 5 - 1 5 6 9) 作 ｢ 子 ど も の 遊戯｣ ( 1 5 6 0 年 ウ ィ
ー

ン美術史美術館所蔵) に は ､ ｢ で ん ぐ り返 し｣ を す る

子 ど も か 措か れ て い る ( 図 2) o 両手 を 地面 に ､ 頑を

【F げ て で ん ぐ り返 し を し よ う と し て い る ｡

医[ 2 で ん ぐり返 し
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こ の こ とは
､

マ ッ トに 自分 の か らだ を順 々 に 接触させ

なが ら転 かる こ と ( 順次接転) に 繋が っ て い るo マ ッ ト

運動 の 意味を 問う こ と が ｢ 学習内容｣ で ある とする な ら

ば､
そ の 意味 と は､ マ ッ トに 自分の から だか順 々 に 接触

しなか ら転が る こと ( 順次接転) が どう い う感 じな の か

を探求して いく こ とで ある と考え られる｡

子 ども は
､

マ ッ ト運動 を や っ て い る の で は な く
､

そ

の 背景 に あ る意味を学 ん で い る｡ こ の 総体が
､

マ ッ ト

運動 の ｢ 学習内容｣ に お ける 学ん で い る コ ト に な っ て

い る の で は な い だ ろ う かc 意味を 味わ え る か ら ､ 意味

を実感 す る か ら こ そ
､ 意味を 求め て ｢ 参加｣ した く な

る o 結果と して
､ 技が 立 ち現 れ て く る と 考え た o

そ こ で 本単元 で は､ 実践 1 で 課題と して 挙 げ ら れ た

毎時 の 体育授業 の 主 題 ( テ
ー

マ) を 子 ども に と っ て も､

教師 ( 授業者) に と っ て も わ か り や す い よ う に し
､

｢ 学習内容｣ に お け る 学 ん で い る コ ト を ｢ 運動 (技)

[ 順次接転 し な か ら の 前転 ( 転が る こ と)] 十 意味 [ 感

じ方]｣ と 設定す るD 運動 (技) を し なが ら､ 同時 に

感 じ方と い う 意味か子 ども の 中 に 立 ち上 が り､ 感 じた

り
､

味わ っ た りす る よ う に す るo よ っ て
､

マ ッ ト運動

の 中心 的な お も し ろ さ を ｢ 順次接転 し な が ら前転す る

こ と の お も し ろさ｣ と設定 し た ｡

4 . 2 授業の 実障

本単元 の 学習過程 は 表 2 の 通り で あ る ｡

衰 2 本単元 の 学習過 程

くl 椛祥く ん に1j: ろう｣~つ

3 つ の 前転を 提示

i
:

. 題 を 蔽諾 し合う

順次様態 前転の 感 じ 方を 探求 し てし: こ う

ノ

ノ

′

自分の 転 か りみ つ け

第 1 時 で は
､ ｢ 椛谷く ん に な ろ う と い う こ と｣ と い

う テ ー マ で
､

順次接転前転実践者と し て
､

投票者 ( 柾

谷く ん) を 登 場さ せ た ( 写真 8) o

3 つ の 前転 (背支持前転 ･ ゆ う れ い 前転 ･ か か え 込

ん だ ゆ う れ い 前転) は何か 同 じ な の か を探求 して い く

こ と か ｢ 椛谷くん に な ろ う｣ と い う こ と で あ り
､ 本単

元 は 常に ｢ 柾谷く ん に な ろ う｣ と い う こ と ば ど う い う

こ と な の か を探求 して い く こ と で あ る と 確か め合 っ た o
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第 2 時 で は ､ ｢ 椛谷く ん の 3 つ の 前転は 何 が 同 じか

探 ろ う｣ と い う テ
ー

マ で 行 っ た｡ 前時の 感 じ方 を確か

め 合 っ た 後､
授業者 ( 椛谷く ん) の 3 つ の 前転を真似

す る こ と で
､ 子 ども た ち は こ ん な 感 じな の で は な い か

と探 っ て い た ( 写真 9) o

写 真 9

第 3 時で は
､
｢ 椛谷くん に な っ て い た時の 転が りは どん

な 感 じか明 ら か に しよう｣ と い う テ
ー

マ で ､ 前時 に 引き

続い て
､ 授業者 (椛谷くん) の 3 つ の 前転をや っ て み る

こ とで
､

順次接乾しな が ら前転す るこ との 感じ方 を明ら

かに して い こ うと した ｡ 第 3 時の 終わりに
､ 授業者 ( 梶

谷く ん) の 3 つ の 前転だ けで なく ､ 自分が考 え つ い た 転

が り ( 写真 10 - 1 ､ 1 0 - 2 ､ 1 0 - 3) をして いる 子どもが

い た の で ､ そ の 転が りを取 り上 げて 紹介 し合 っ たo

写 真 1 0 - 1

第 4 時で は､ ｢ 椛谷く ん に なり な が ら 自分 の 転 が り

を見 つ け よ う｣ と い う テ
ー

マ で 行 っ た ｡ 授業者 ( 椛谷

く ん) の 3 つ の 前転 を真似 し た り ､
3 つ の 前転か ら自

分Ij: り の 転か りを や っ て み た り した ( 写真 1 1) o そ し

て
､ 自分 の 転が り を紹介 し合 っ た ｡

写真 11

第 5 時で は､ ｢ 椛谷くん に な り な か ら 自分の 転 がり

を広 げ よ う｣ と い う テ ー マ で
､ 授業者 ( 椛谷く ん) の

3 つ の 前転を真似 して も い い し
､ 自分の 転 か り を み つ

けて t) い い と い う こ と に し た (写真 12) o

写 真1 0 -2
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写 真 12

写 真 1 0 - 3
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4 . 3 実践 2 の 解釈

本実践 で は
､

3 つ の 前転 をす る こ と に 留ま らず ､ 転

が る こ と の 感 じ方 (意味) を子 ども た ち と探求 し た｡

こ の 場合 の 探求 と は
､ 転 が る こ と の 感 じ方 を ｢ か ら だ

で は感 じて い るが
､

ど う も言葉 で は表 し に く い ( 暗黙

知)｣ か ら､ 子 ど もが ｢ なん か こ こ ら へ ん が ゆ っ くり

で
､

ち ょ っ とサ ッ と い く感 じ (形式知)｣ と い う よう

に 自分の か らだ を 通 して ､ 感 じ方を 語り合う と い う 学

び の 共有化を 図 っ た ｡ こ の 探求 は
､ 転が る こ との 感 じ

方が 1 つ み つ か れ ば ゴ ー ル で はな い ｡ も っ と他 に も感

じる か な
､ 友だ ちの 感 じ方 は どう だ ろう か と い う よう

に ､ 探求は ど こ ま で も続く｡ 子 どもは こ の 感 じ方 (意

咲) が あ る か ら こ そ
､ 転 が る し

､ 転が ろう と す る ｡ そ

して ､ 授業者 (椛谷くん) の 3 つ の 前転を 通 して
､ 子

どもは自分の 転 が りを み つ け る よう に な っ た｡ つ ま り､

授業者 (椛谷く ん) に な る こ と を通 して
､ 転 が る こ と

の 意味を探求し な が ら
､ 自分の 転 が り を探求 して い く

と い う こ と に 向か っ て い た の で あ る｡ 自分 の 転 が り み

つ け と い う こ と に は ゴ ー ル が な い
｡

こ の こ と は
､ 授業

者 (椛谷く ん) の 転 が り か ら
､ 逸脱 し て い る わ け で は

なく
､

授業者 (椛谷く ん) の 3 つ の 前転 は どん な感 じ

か を探求して きた た め に
､ 自己 ･ 他者 ･ モ ノ ( マ ッ ト ･

状況) と の か か わ り合 い の 中に
､

感 じ方 が表出 し
､ 授

業者 (椛谷く ん) の 転が り を感 じ な が ら､ 自分 の 転 が

り を探求 して い た と言え る｡

結果 と して ､ 教師が
一

つ ひ と つ の 転が り方を提示 し

なくて も､ 子 どもた ち は マ ッ ト運動の 世界で 言 われ て

きて い る技を 次 々 と行 っ て い た｡ す な わ ち
､ 子 ど もが

｢ マ ッ ト運動 の お も し ろ世界｣ に 参加 して い た こ と を

意味 して い る ｡ こ の こ と は
､ 子 ども に と っ て も､ 教師

に と っ て も ｢椛谷く ん に な ろう｣ と い う わ か り や す い

主 題 ( テ
ー マ) を設定す る こ と に よ っ て 生 じて き た こ

とで あ る と考 え ら れ る｡

そ して
､

マ ッ ト運動 に お ける ｢学習内容｣ と して
､

｢ 運動 (技) + 感 じ方 (意味)｣ と捉 え た が
､ 順次接転

しな が ら転 が る こ と ば
､

どん な感 じ か と い う こ と を探

求す る こ と で
､

こ れ ま で の 体育授業 で 取り上 げ て こ な

か っ た
､ 運動 す る こ と の 意味 に 迫 っ て い た の で は な い

か と考 え ら れ る｡ ま た
､

｢ 学習内容｣ は
､ 決 め ら れ た

技 を身 に つ け る ｢ 獲得｣ か ら､ 感 じ方 (意味) の 探求､

自分 の 転が り み つ け と い う ｢ ゴ ー

ル フ リ ー

｣ ( 学ん で

い る コ トの 連続) とい う ｢ 内容｣ に な っ て い た の で は

な い か と考え られ る ｡

こ こ で は､ 小学校の 体育授業で は 難 しい と さ れ て き

た前方宙返りも立 ち現 れ て き た｡ こ れま で の マ ッ ト運

動 は､ 前転 は 易しい 技､ 前方宙返り は難 しい 技 と して

捉え られ
､ 易 しい 技 か ら難 し い 技 へ 段階的 に 学習 させ

て い く方法が とら れて い た が､ 本実践 を通 して
､ 前方

宙返 りを含 めて 次 々 と技がみ つ け出され て き た｡ マ ッ ト

運動 に お け る ｢ 学習内容｣ に は､
マ ッ ト運動を ｢ 順次

接転 しなが ら転が る こ との お もしろ世界｣ と捉え て いく

こ とで ､ 結果 として ､ 技が 出現 して くる よう に 内容を構

成 して い く必要 がある と思われ る｡

子 ど もに と っ て 前方宙返りの 出現 に は
､ 自分 の か ら

だ を 空中 に 投 げ出 して くれ る ロ イ タ
ー

板 と
､ 前方宙返

り して も自分の か ら だの ま る ごと を受 け止 め て くれ る
､

や わ ら かくて ､ 安心 感の あ る セ ー フ テ ィ マ ッ ト とい う､

転が る こ との 状況 に お ける モ ノ の 存在が あ っ た と考え

ら れ る ｡ セ
ー

フ テ ィ マ ッ トの 登場 に よ り､ 思 い き り空

中に 自分の か らだ を 投げ 出そ う と した の で はな い か と

考え ら れ る ｡ す る と､ 子 ど もの 前方宙返 り は､
セ ー フ

テ ィ マ ッ トか らの 働き か け られ か ら
､ 自分の 転が り を

み つ け る と い う 働き か けが 生 じる 状況で 出現 した と考

え ら れ る｡

本実践 で も
､ 自分と モ ノ と の 状況が 変化す る と

､
モ

ノ か ら か ら だ の ま る ごと を受 け止 め て く れ る安心 感 と

い う働 き か け ら れ に よ っ て
､ 自分が思 い き り前方宙返

り を し て み よ う か な と思 い や っ て み る と い う働 き か け

が生 じ た｡ 自己 と モ ノ と の 状況 の 変化 が
､

マ ッ ト運動

の ｢学習内容｣ を構成す る要因と し て 重要 に な っ て く

る と考 え ら れ る｡

5 . ｢ 文化的内容｣ と して の 体育授業

2 つ の 実践を通 して
､
｢ 学習内容｣ が どう い う こ と

に な っ て い た の か
､

｢ 学習内容｣ が 変化す る と 体育授

業 は どう 変わ る の か を提示す る ｡

実践 1 で は
､ 跳 び箱運動を 歴史的視点 で 紐解く こ と

で
､

跳 び箱運動の 文化的特性 を ｢跳 び乗る｣ こ とと し

て 導き 出 し
､ 跳 び箱運動の 中心 的な お も し ろさ を ｢ 腕

支持で 跳 び 乗 っ た り跳 び越 した りす る こ と の お も しろ

さ｣ と設定 した ｡ ｢ 跳 び乗 る｣ こ と に 思 い き り挑戦 す

る こ と で
､
｢ 跳 び 乗る｣ こ と の お もし ろ さ を 実感 し､

そ の 実感 が思 わ ず ｢跳 び越 す｣ 状況 を生 み 出す こ と に

繋 が っ た と言 え る｡

し か し
､

｢ 跳 び乗 る｣ こ と か ら ｢ 跳 び越 す｣ こ と へ

と直線的 に 展開す る と､ 学習過程 が流 れ る よ う に 思 わ

れ が ち だ が
､

｢ 跳 び乗 る｣ こ と と ｢ 跳 び越 す｣ こ と の

関係が往 っ たり来た りす る とい っ た往還 を ｢ 学習内容｣

と して 保障 して い か な けれ ば な ら な い ｡ む し ろ､
こ の

往還が あ る か ら こ そ ｢ 跳 び箱運動の お も し ろさ｣ と成

り得る の で は な い か と考え られ る ｡ こ の よう に 往還す

る こ と を 西村 (19 8 9) は ｢ 遊動｣ と呼ん で い る ｡

実践 2 で は
､

マ ッ ト運動を 歴史的視点か ら紐解き ､

文化的特性 を ｢ 順次接転す る こ と｣ と して 捉え
､

マ ッ

ト運動 の 中心 的な お も しろ さ を ｢ 順次接転 しな が ら 前
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転す る こ と の お も し ろさ｣ と設定 し た ｡ 椛谷く ん の 3

つ の 前転 の 感 じ方 を探求す る と い う こ と と
､ 自分の 転

が り み つ け と い う こ と が 往 っ た り 来 た りす る こ と を

｢ 学習内容｣ と し た こ と が ｢遊動｣ に な っ て い た の で

は な い か と 考 え ら れ る｡ 椛谷く ん の 転 が り の 感 じ 方

(意味) を大切 に し て い く こ と は､ ｢ 順次接転 しな が ら

前転す る こ との お も し ろさ｣ と い う運動 の 文化 に 参加

しな が ら
､ 自分の 転 が りみ つ けと い う ｢運動文化 の 再

創造｣ と い う学 び の 本質に 迫 っ て い た か らだ と言 え る｡

こ れ は ､ 運動を遊 び ( プ レ イ) か ら派生 して き た こ

と と 捉え
､ 森島が述 べ て い る よ う に

､
運動 の 文化 の 歴

史的源流を 探り ､ 運動 が歴史的に 継承 さ れ､ 発展 し､

変化 して き た こ と を改 め て 歴史的に 紐解く こ と で
､ 運

動 の 文化的特性 を導 き 出し､ 岡野 が述 べ て い る
､ 中心

的な お も しろ さ を､ 運動 の 文化 的特性 か ら設定 し た こ

と に よ っ て 内容 を構成 し た 2 つ の 授業実践 だか ら こ そ

言 え る こ と な の で あ る｡

こ れ ま で の 体育授業 で は
､

｢ 学習内容｣ と し て ､ 学

ぶ べ き モ ノ と し て の 運動 (技) が あ らか じ め示さ れ ､

そ の 運動も易 し い 運動 (技) か ら難 し い 運動 (技) へ

と配列 さ れ て き た
｡ しか し

､
2 つ の 実践 に よ り 運動を

中心 的 な お もし ろさ の 世界の 全体 と捉え て 内容を 構成

す る こ とが 大切 で あ る と 考察さ れ た ｡ しか も
､

跳び 乗

りみ つ け､ 転が りみ つ け､ 転が っ て い る こ との 感 じ方

の 探求 (意味) に よ っ て 内容が 構成さ れ る た め
､

あ ら

か じ め設定さ れ た ゴ ー ル が あ る わ けで は な く､
ゴ ー ル

フ リ ー

( 学ん で い る コ ト) と して
､ 運動の 文化の 再創

造と して の 体育授業を 表 して い る ｡

そ して
､ 技は 獲得 して い く モ ノ で は な く､ 自己 と 他

者 と の 関係の 変化に よ っ て 形成さ れ 広が っ て い く と考

え ら れ る｡ 技を 全体と し て 捉え
､ 自己 ･ 他者 ･ モ ノ と

の ｢ 協同的な学 び｣ に よ っ て 形 づ く ら れ て い く こ と と

一

致 して い る｡

こ れ ま で の 跳 び箱運動 は
､

どう し た ら跳 び越 え ら れ

る か (克服型)
､

どう し た ら も っ と きれ い に 跳 び越 え

ら れ る か (達成型) と い う こ と が重要視 さ れ て き た｡

つ ま り
､

｢ 主 - 客｣ と い う 獲得 の ｢ 学習内容｣ に な っ

て い た と言 え る｡ そ れ は､
め あ て を達成す る だ け で

､

運動 の 文化的価値 を何 も学 ん で こ な か っ た と言 え る の

で は な い か｡

実践 1 で は
､

腕支持 で 前方宙返 り して 跳 び乗る こ と

と､ 腕支持 し て 頑は ね 跳 び で 跳び 越す こ と も ､ ｢ 跳 び

乗 る｣ と ｢ 跳 び越す｣ と い う 技が 違う けれ ど
､ 子 ど も

に と っ て ､ 自分が セ ー フ テ ィ マ ッ トや 跳 び箱 ( モ ノ)

に 委ね られ る ｢主一主｣ の ｢ 相互 主 体｣ と い う 関係 に

な っ て い て ､ ｢ 相互 主 体｣ と い う意味に お い て
､
｢ 跳 び

乗 り｣ も ｢ 跳 び越 し｣ も同 じ に な っ て い た の で はな い

か と考 え ら れ る｡ 跳 び 乗 る こ と - ｢ 主 一主｣ と い う

｢ 相互 主 体｣ ､ 跳 び越す こ と - ｢ 圭一客｣ と い う ｢ 主 客

分離｣ と い う 固定化さ せ た 図式で はな い の で あ る ｡
こ

れ ま で の 跳び 箱運動で ､ 跳 び越す こ と が で き な くて 失

敗 とみ な さ れ て き た こ と は
､
｢ 圭一客｣ と い う ｢ 主 客

分離｣ の 関係 に 留ま っ て い た の で は な い か と考 え ら れ

る｡ 運 動の 文化的脈絡 は ｢主一主｣ と い う ｢ 相互 主 体｣

の 関係 と して の ｢跳 び 乗る｣ こ と か ら導入 す る方 が よ

い こ と を 自ず と知 っ て い た と思 わ れ る｡

実践 2 で は
､ 運動 (技) と感 じ方 (意味) を セ ッ ト

に して 内容 を構成す る こ と で
､ 自分 の 転 が り の 感 じ方

を探求 し
､

そ の 感 じ方 に よ っ て 新 た な転 が り を み つ け

て い く と い う こ と に な っ て い た｡
つ ま り

､ 自分 の 転 が

り は マ ッ ト ( モ ノ) が あ るか ら誘発 され る の で あり､

自分が マ ッ トに 馴染 ん で い く 一

体感 を感 じる ｢ 主 一主｣

と い う ｢ 相互 主 体｣ の 関係 に あ っ た と考え られ る｡

技を 易 し い 技か ら難 し い 技 へ 配列 して 獲得す る と い

う 技術体系 に 沿 っ て 学習さ せ て い く こ とで は なく
､

運

動 を歴史的視点で 紐解く こ とで
､ 運動の 文化的特性を

導き 出 し､ 運動の 中心 的な お も し ろさ を 設定す る こ と

に よ っ て
､ 内容を 構成 した が

､
そ の こ と に 留ま らず ､

自分と モ ノ が ｢ 主一主｣ とい う ｢ 相互 主体｣ の 関係 に

な っ て い る こ と が 大切で あ り､ 本稿で は こ の 状況の こ

と を ｢ 文化的内容｣ と 呼ぶ こ と に す る｡ 運動が 遊び か

ら 派生 し､ 先人 が 築い て き た運動の 文化的価値を
､ 体

育授業実践で わ か り直 す こ と が ｢ 文化的内容｣ と な る

の で あ る｡

そ して
､ 子 どもが

､ 他者 (友 だ ち ･ 教師) の 転 が り

をみ た り
､
｢ こ う な ん じ ゃ な い の｣ と い っ た 言葉 の や

り とり を したり､
モ ノ ( マ ッ ト ･ ロ イ タ ー 板) か ら誘

発 さ れ たりす る ｢ 他者対話｣ と して の ｢ 働 き か け ら れ

る こ と｣ か ら､ 自分 ( 自己) が ｢ や っ て み よ う か な｣

と い う も う
一

人 の 自分 ( 自己) と の ｢ 自 己 内対話｣ に

よ っ て
､ 自己 が ｢ や っ て み よ う とす る｣ ､

｢ 心 地 よ か っ

た｣ ､
｢ 納得 で き な い の で

､ も う
一

回や っ て み よ う｣ と

い っ た コ トが生 じ て い た と考 え ら れ る｡ 自 己 と もう 一

人 の 自 己 と の ｢ 自己内対話｣ と い う ｢ 遊動｣ に よ っ て

も運動が 生 起 して い た と言 え る｡ し たが っ て
､
｢ 遊動｣

と は ｢ 運動 (技) の 往還｣ を示す こ と に 留ま らず ｢対

話 と して の 往還｣ も意味 して い る と言え る ｡

6 . おわ りに

本稿 で は
､ 状況主 義的学習論 の 立 場 に 立 ち ､ ｢ 学習

内容｣ を 実践的 に 問 い 直す こ と を 目的と して 研究 して

き た ｡

実践 1 で は
､

跳 び箱運動の 授業実践事例を 取 り上 げ

た ｡ 跳 び 箱運動 を歴史的視点 で 紐解 い て み る と
､ ｢ 跳

び乗る｣ こ と が 跳 び箱運動の 原型 で あ る こ と か ら
､

跳
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び箱運動の 文化 的特性 を ｢跳 び乗る｣ こ と と導き 出し､

跳 び箱運動の 中心 的な お も し ろさ を ｢ 腕支持 して 跳 び

乗 っ た り跳 び越 した りす る こ と の お も し ろさ｣ と設定

した｡ 授業実践 を通 して
､ 次の 3 点が 明らか に な っ た｡

① 跳 び箱運動の 文化的特性 と して の ｢ 跳び 乗る｣ こ

と が お も し ろ い こ と に な っ て い た が､ ｢ 跳 び乗 る｣

こ と と ｢ 跳 び越す｣ こ と の 両方を保障す る ｢ 学習内

容｣ と して 内容を構成す る こ と｡

② 教師一子 ども､ 子 ども一子どもがかかわる こと に よ っ

て ､ 運動 (技) の 世界 が広 が ると い う こ と に 繋が っ

た とい う こ とは､ 自 己 と他者 との 関係の 変化 に 運動

(技) が広 がる とい う ｢学習内容｣ が生 じる こ と｡

③ 自分が モ ノ ( マ ッ ト ･ セ
ー

フ テ ィ マ ッ ト ･ ロ イタ ー

板) に委 ね ら れ る と い う こ と が ｢跳 び 乗る｣ こ と や

｢跳 び 越す｣ こ と を生 じ さ せ る が
､

こ の 自分 と モ ノ

と の 関係 は絶え ず変化す る こ と｡

そ して ､ 運動を 歴史的視点で 紐解く こ と で ､ 文化的

特性を導き 出 し
､ 文化的特性 か ら 中心 的な お も しろ さ

を設定す る こ と が 大切で あ る こ と が 見出さ れ た｡ 毎時

の ｢ 学習内容｣ の 主 題化 ( テ
ー

マ 化) が 不明確 で あ っ

た とい う こ と
､

運動 (技) だ けで な く､ 運動す る こ と

の 意味を 問う と い う 問題が 浮か び 上 が っ て き た｡

実践 2 で は
､

マ ッ ト運動の 授業実践事例を取 り上 げ

た ｡ マ ッ ト運動を歴史的視点 で 紐解 い て み る と
､
｢ 順

次接転す る こ と｣ が マ ッ ト運動の 原型 で あ る こ と か ら､

文化的特性を ｢順次接転す る こ と｣ と導 き 出 し､ 文化

的特性か ら 中心 的な お も し ろさ を ｢ 順次接転 しな が ら

前転 す る こ と の お も し ろさ｣ と設定 し実践を行 っ た
｡

授業実践を 通 して ､ 次 の 3 点が 明ら か に な っ た｡

① 順次接転 しな が ら転 が る こ と が お も しろ い と い う

こ と は､ マ ッ ト運動 の ｢ 学習内容｣ が ｢ 運動 ( 技)

+ 感 じ方 (意味)｣ の ゴ ー

ル フ リ ー

の 学び に な っ て

い た と い う こ と｡

② 自分 の 転が り み つ けか ら
､ 子 どもに と っ て 次 々 と

技 が出現 した と い う こ とは
､
｢ 学習内容｣ が マ ッ ト運

動 を ｢ 順次接転 し なが ら転が る こ との おもし ろ世界｣

と捉 え て い く こ と で
､ 結果 と して

､ 技 が 出現 して く

る よう に 内容 を構成 して い く必要 が ある と い う こ と｡

③ マ ッ トが あ っ た か ら こ そ､ 自分 の 転 が り を生 じ さ

せ た と い う､ 自分 と モ ノ と の 状況 が ｢学習内容｣ を

構成 す る要因と な っ て い た と い う こ と｡

運動 の 中心 的な おも しろさ ば､ ｢ 学習内容｣ を わかり

やす くす る た め に
､

主題 ( テ
ー マ) を提示す る必要 が

ある こ とが 明 らか に な っ た｡

総 じ て
､ 実践 1 と実践 2 か ら､ 運動 を歴史的視点 で

紐解 い て ､ 運動 の 原型 を探 る と い う文化的特性 を導 き

出し
､ 運動 の 文化的特性か ら中心 的 な お もし ろ さ を設

定す る こ とが 大切 で あ る こ と を実践的 に 検証す る こ と

が で き た｡ 中心 的な お も しろ さ は ｢ 跳 び乗 る｣ こ と と

｢跳 び越 す｣ こ と
､ 転が る こ と の 感 じ方 の 探求 と自分

の 転 が り み つ け と い う､ 運動 (技) の 往還 と い う ｢ 遊

動｣ に 留 ま ら ず
､ 他者 や モ ノ と の ｢ 他者対話｣ に よ る

働 き か け ら れ か ら､ 自己と もう
一

人 の 自己 と の ｢ 自己

内対話｣ に よ っ て 働 き か け が生 じる ｢対話 と し て の 往

還｣ と い う ｢ 遊動｣ を保障す る こ と が大切 で あ る と考

察 さ れ た｡ ま た
､ 運動 を 中心 的な お も し ろ さ の 世界 の

全体 と捉 え て ゴ ー ル フ リ ー の 内容 を構成 す る こ と が大

切 で あり､ 自己と他者 と の 関係 の 変化 に よ っ て 技 が形

成 さ れ広 が っ て い く と考察 さ れ た｡ さ ら に ､
こ れ ま で

の 体育授業が ｢ 主 一客｣ の ｢ 主 客分離｣ に な っ て い て
､

運動 を歴史的視点で 紐解く こ と で
､

運動 の 文化的特性

を導 き 出 し､ 運動 の 中心 的な お も し ろ さ を設定す る こ

と に よ っ て ､ 自分 と モ ノ が ｢ 主 一主｣ と い う ｢ 相互主

体｣ の 関係 に な っ て い る こ と が ｢文化的内容｣ に な る

と い う こ と が考察 さ れ た｡ 運動 が遊 び か ら派生 し､ 先

人 が築 い て き た運動 の 文化的価値を､ 体育授業実践 で

わ か り直 す こ と が ｢文化的内容｣ と な る こ と が挙 げ ら

れ た｡

しか し､ 本研究 で は､ 運動 の 文化的実践共同体 を形

成 す る こ と に つ い て 不明瞭な 点が あり
､

こ れ ら を明ら

か に して い く こ と が今後の 体育授業 に お け る実践的研

究課題 で あ る｡
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