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授業研究 と して の ｢ ア ク シ ョ ン リ サ ー チ｣ の 試み
一 小幡肇氏 ( 奈良女 子大学附属小学校) と の協働による授業研究 -
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は じめに

研究者 の 実践現場 へ の 参加 の 仕方 と して
､

ア ク シ ョ

ン リ サ ー チが 脚光 を浴 び る よ う に な っ て き て い る｡ ア

ク シ ョ ン リサ ー チ と は
､ もと もと はク ル ト ･ レ ヴ ィ ン

( K u r t L e w i n
,
1 8 9 0 - 1 9 4 7) の 考案 に よ る も の で あ り

､

社会変革 を実践研究の 射程 の 中 に 入 れ て い た｡

ア ク シ ョ ン リサ ー チ は歴史的 に 見れ ば
､ 実験室的な

｢ 科学的｣ な 心 理学 の 対抗軸 と し て 時 に は勃興 し､ 衰

退す る と い う 歴史を 経て き たが
､ 今 日､ あ ら た め て 実

践研究の 方法論 と して 評価 され て い るの は次 の 理 由 に

よ る もの と思わ れ る｡

一

つ は
､ 研究者 と実践者 の 関係の 在り方の 問題 で あ

る｡ 現場 へ の
一

つ の 入 り方 と して ､ 講演や 指導講師 と

して 大学の 研究者が 入 る と い う こ と は今日 で も
一

般的

だ が
､

そ の 際､ 研究者の 主 な任務 は
､ 教示や 伝達 で あ

り
､

そ こ ( 現場) で 起 こ っ て い る問題 と は関係 なく行

わ れ る こ とが 通常で あ る｡

もう 一 つ の 現場 へ の 入 り方 は､ 今 日 で は少 なく な っ

て きて い る が ､ い わ ゆ る ｢ す ぐれ た｣ 実践者 の ｢ 後追

い｣ 型の 現場 へ の 入 り方 で ある｡ なぜ ｢ す ぐれて い る｣

と言え るの か
､

そ の こ と ば 問わず に
､ 後付 の 解釈を試

み よ う とす る もの で あ る｡

二 つ の 現場 へ の 入り方 は
､ 両極端 に 見 え る か も し れ

な い が
､

現場 と研究 の 在 り方 と し て
､

双方向的 で なく

一

方的 で あ る点 に お い て は共通す る｡

こ う した研究の ス タ ン ス に 対す る批判意識が ア ク シ ョ

ン リ サ ー チ再評価の 根底 に あ る｡

二 つ 目 は､ 研究 そ の も の の と ら え直 しが あ る｡ 従来

の 実証的研究 (特 に 人間科学 と い わ れ る領域) が､
エ

ビ デ ン ス に 基 づ い た 一

般的 な法則定立 に 関心 を 向けて

き た 一

方 で
､

そ う し た研究 の 影 に な っ て し まう 例外的

な個別的問題､ 暗黙的な メ ッ セ
ー ジ を無視 して しま う､

在り方 に 対 し て 批判意識 が あ る (D . S c h 6 n 1 9 8 3) ｡ 現

場 に と っ て 役立 つ 研究 と は何か ､ と い う こ とが あ らた

めて 問わ れ て い る の で あ る｡

そ の 際､ ｢ 研究者 が 教育の 場 に 参加 し見せ て もら う

こ と ば､ 私もま た教育実践 に 関 わ る専門家 や子 ど もか

ら自分の 関わ り を見 られ る こ と を引き受 け る
､

い わ ゆ

る学術研究の 評価 だ け で は なく､ 自 ら の 研究 の 意義や

現場 で の 関わ りか た を教育の 場か ら厳 しく評価 し て も

らう こ と に な っ て い る｣ と秋 田 は､ そ の ｢ 厳 しさ｣ を

述 べ る ( 秋 田 20 0 5 a) ｡

本稿 に お い て は
､ 私自身 の あ る学級 (小学校) に お

け る ア ク シ ョ ン リ サ ー チ の こ れ ま で の 試 み を振り返る

こ と に よ っ て こ れ ま で の 実践研究 の 成果 と課題 を導き

だ した い ｡ ま た現場 と協働す る研究方法 と し て の ア ク

シ ョ ン リ サ ー チ の ｢ 良 さ｣ と問題点 を浮 き彫り に し た

い
｡ ア ク シ ョ ン リ サ ー チ と 一

言 で 言 っ て も､ 現場 と の

真 の 協働 の 関係 を つ くり あ げ て い く こ と は き わ め て 難

し い こ と で あ る｡ 秋 田 が述 べ る共同生 成的な ア ク シ ョ

ン ･ リ サ ー チ の 第
一

の 過程 ｢相互 に ラ ポ ー ル ( 信頼関

係) を つ く り
､ 問題 や考 え を共有す る こ と が必要 で あ

る｣ ( 秋 田 200 5 b) こ と す ら実際 に は難 し い ｡ こ れ

ま で の 経験 の 中で ア ク シ ョ ン リ サ ー チ の 良 さ も発見す

る こ とが で き た が､ し か し､ 研究者 と実践者 に は ｢越

え る こ と の で き な い｣ 溝もあり
､

そ れ を埋 め て い く の

は とて も難 し い こ と で あ る こ とも実感 して い る｡ た だ
､
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だ か ら と い っ て 協働 の 試 み を 放棄す る わ け で は な く ､

一

歩
一

歩埋 め て い く努力 か 必 要な の で ある ,
J

Ⅰ 小幡肇の授業と の ｢ 出会 い｣

ア ク シ ョ ン リ サ ー チ を始 め る き っ か け は い ろ い ろ あ

る の だ と思 う
o 問題 がさ っ か け だ っ た り

､ 実践者 と の

関係か 起点 だ っ た り ･ -

o 私 は 年間何十 の 授業 を 見る

生 活を こ こ 2 0 年あ ま り過 ご し て お り
､

そ の 巾 に はす

ば ら しい 授業が あり ､ す ぐれ た 実践者 か い た
｡ し か し､

な に か しか の 理 由 ( そ の 理 由 の 中 に は 物理 的 な足巨離､

限 ら れ た 制碇的時間枠と か お互 い の 内的 な要求 と し て

成熟 し て い な い 等 も入 る) に よ り ｢ 出会 い｣ に は な ら

な か っ た .｡

な ぜ 小幡 ( 小幡 の 授業) と ｢ 出会え た｣ の か
､ 筆者

の 方の 事情 を語 っ て おき た い .

筆者 は､ 教材づ く り､ 教材 の 授業 に お け る 検証 を通

し て 自 ら の 理論構築 を し た い と 考え て 重 た ｡ と り わ け

社会科の 授業づ く り､ 教材づ く り をrP 心 に 行 っ て き た D

そ の l-F' で と く に 社会科教育,
あ る い は よ り広く 教育

の 問題 を考え る上 に お い て 私に と っ て 大 きな 画期 とな っ

た 教材 ･ 投票づ く り は ｢ 青 い 目 の 人 形物語｣ で ある ｡

別稿に 詳述 し た か ( 森脇 199 4)
､ 簡 単 に 言 っ て しま

え ば､ 子 どもの 思想信条の 自由 の 問題と 授業 ( 教材 の

構造) の 関係 の 問題で あ る o
つ ま り

､ 教材 の 構成 の 仕

方 に よ っ て は ､ 感情的 に 揺さ ぶ る こ と はで き る が ､ そ

の
一

方で 多面的な も の の 見方を阻害 して し ま う 可能怖

か ある ､ と い う 問題 で あ るo そ の 間層 は ､ ｢ 近現代史

論争｣ (1 9 9 5- 9 7 ) を 通 して 鮮明 な も の に な り つ つ あ っ

た ( 詳 しく は 森脇 1 9 9 7 ) ｡

教師 ( 教材作成者) の 史観 に よ っ て つ く ら れ る 授業

(教材) と + ども の 史観 の 形成 の 白由 の 矛盾､
- ･ 見 ア

ポ リ ア と も 見 え る こ の 間題 に
一

つ の 解決 の 道筋を 与え

る 授業か こ の 小幡の 授業で あ っ た o

小幡の 授賞 は ｢ 教え な い 授業｣ で あ っ た ｡ 教師は ､

子 どもた ちか議論を して い る と き は
､ U を出さ ず に 黙 々

と 板書 を し て い る =. 子 ども た ち か 自分の 書 い た コ メ ン

トを読み 上げ る 時間に な る と ､
そ れ を つ な ぐ こ と ば す

る が
､

け っ して 自 ら の 見解を 押 し つ け る こ と が [j: い
⊂

.

そ の 姿勢 は さ わ め て 徹底 を し て い た
｡

こ の 小幡 の 授業

を私 はか つ て ｢ 装置 と し て の 授業｣ と 呼ん だ ( 森脇

2 00 2) o 一旦 動 か し た ｢ 装置｣ は 子 ど も は もち ろ ん
､

小幡 さえ 止め る こ と が で き な か っ た .
コ

そ の こ と に よ っ

て 子 どもた ち は 白分 で 授業 を 作 っ て い か な け れ ば な ら

な い ｡ 小幡が 授業 の テ ー マ に 対し て 白う1 な り の 見解 を

持 っ て い る こ とと
､ 授業 で そ れ を何ら か の 形で 表す こ

と は 峻別さ れ て い た ｡

小幡 の 投薬 は ｢ 価値観押 し つ け 型 授業｣ ( 直接的 な

30 0

押 し つ け だ け で は な く. 間 接的に 教材を 通し て 押 し つ

け る こ と も含む) に 対 し て す ぐ れ て ア ン チ テ ー ゼ 的で

あ っ た ｡ そ れ と 同 時 に 授業が き わ め て 透明 で ､ ｢ 教師

の 物語 ( 見解)｣ と ｢ 子 ども の 個別 の 物語｣ ､
そ し て

｢ 授業 に お い て 子 ども た ちか 織 り な す 物語｣ の 三 層構

造 か 把握 で き る こ と も 魅力的だ っ た o

( 社会科 の 授業で 多 く 見 ら れ る 授業構造)

教師 の 物語

子 ども の 物語

+ : 授業 の 物語 の 結論

子 ども のイ国 々 の 物語 は 授業 を通 じ て 変更 ･ 修正 さ れ 教

師 の 物語 へ と 同 化 し て い く ｡ こ の こ と を 露わ に ｢ 押 し

つ け｣ と 見 ら れ な い 方法 で 巧妙に 行う の か よ い 授業

( 小幡 の寸受業構造)

教師 の 物語

子 ども た ち が織 り なす 物語

も の 痴
~~

1

了
･

ど も の 個 々 の 物語 は 子 ども た ち どう し の 織 り な す物

語 の 影幣 を受 け て 変化 を す る ｡ 教師はIj 分 の 見解 を 表

明す る こ と に つ い て は あ く ま で も慎 重 で あ る｡ 子 ども

の 物語 Ⅱ か 創 り あ げ ら れ て か ら
､

教師 は 自 ら の 物語

を 表明す る ｡

教師 は 土 俵の 設定､
つ ま り 大き な 課題の 設定 ( 例え

ばiF 間テ - マ の 設定や 子ど も の =報告 の 順番な どの 決定)

に つ い て 調整 し
､

さ ら に は 子 と' も の ｢ 気に な る こ と
_

に つ い て 相談 に は 乗る が
､ 授業 に お い て は あ く ま で も

調整 ･ 整理 役 に 徹 し て い る G

こ の よ う な壬受業 で 子 ど もた ち は ど ん なノ] を身 に つ け

る の だ ろ う か ? 端的 に 言え は ｢ 問題党見解決力｣ な の

だ ろ う｡ 副次的 に は
､ 参観者が

一

様 に 驚く 書く 力 を 含

む 表現力な ど も鍛 え ら れ る｡

Ⅱ 小幡の 授業に つ い て の理解

授業 を 解続的 に 参観す る よ う に な っ た の は
､

2 0 0 1

年 4 月 か ら で あ っ た
o 当初は 授業か 成り 立 っ て い る そ

の シ ス テ ム や背景の こ と も 気に な っ た が
､ 日 々 起き る

子 ど も た ち の ド ラ マ に 心 奪わ れ る El 々 で あ っ た ｡ 小幡

も こ の 頃を ｢ 自分 か 気づ か な か っ た 個 々 の 子 ども に 起

こ っ て い る で き ご と を ( 森脇 は) 違 っ た 目で 見 て く れ

て い る｣ と振 り返 る o

小 幡の 授業は､ 従来私が行 っ て き た 教科内容一致材･-

教授行為一字習者 と い う授業ク) 折の 枠組 み で は
､ 理 解

し に く い もの で あ っ た
｡
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そ の こ と に つ い て 私 は 次 の よ う に 書 い た ( 森脇

20 0 7) ｡

｢ 年 二 回の 公開授業の 際 に は参観す る 先生方が か な り

多数 に の ぼ る ｡ 参観者 は 一

様 に
､ 子 ど もた ちの 発表す

る力､ 書く 力 に 驚く｡ しか し
､ 授業後の 検討会で は

､

そ の 授業 が成 り立 っ て い る シ ス テ ム に 関す る 初歩的 な

理 解 に 終始 し
､ 子 ど もた ちが よく育 っ て い る こ と - の

コ メ ン ト で 終わ っ て しま う ｡ そ の 参観 に 訪れ る教師た

ち は､

一

時間の 授業を 見て
､ 必ず し も ｢ 学 べ た｣ と い

う 実感 を持 つ わ け で はな い と思わ れ る ｡ と い う の は､

そ の 授業 で は､
ほ とん ど教師が 指導を して い な い よう

に 見 える か ら で ある ｡ 実際 に そ の 授業 に お い て 教師 は

ほ とん ど言葉 を発 しな い ｡ 授業の 段取 り は決ま っ て い

て
､ 整然 と子 ど もた ちが こ な して い る よう に 見え る ｡

教師 は子 ど もた ちの 発言を 板書す る こ と に 傾注 して お

り､ 子 ど もへ の 言葉か け は
､

進行役の 子 ども に 対 して

以外 は
､ 書き 終わ っ た 後の 子 ど もの 発表 に 対す る 評価

だ け と い う 徹底ぶ りで あ る ｡

一

般的 に 行わ れ て い る 校内研究会 に お ける 授業検討

に お い て 問題 に なる よう な
､ 教材､ 発問､ あ る い は指

示､ 子 ど もた ちの 看取り､ 展開､ 評価な どを そ こ か ら

ピ ッ ク ア ッ プ して 検討す る こ とす らで き な い 授業で あ

る ｡ 参観者側か ら言え ば
､

一

時間 に お ける 教師の 指導

や 子 ど も へ の 対応の 技術を 学ぽ う と して も
､ 学ぶ こ と

が で き な い 授業 なの で あ る ｡

強引 に 授業か ら ｢断片｣ を 拾い 出 し
､

そ れ を 持 ち帰

る こ と は不可能だ とい う わ けで はな い ｡ 例え ば ､
こ の

とき に 授業の 展開の 中核 とな っ た 子 どもが 持 ち込ん だ

｢ 疑問｣ を持 ち 帰る と か､ 板書 に 鮮 や か な 色 づ か い と

と もに 書か れ た 内容を 持 ち帰る だ と か
､ 考え られ な く

もな い ｡ だ が そ れ は
､ 偶然的な 要素も含ん だ あ る 種の

作品の よう な も の で あ り､
そ れ を そ の 場か ら 切り離 し

て み て も ､ 意味の な い もの で あ る｡ 高原に 咲く 可憐な

花を
､

きれ い だ か ら と い っ て ､
そ れ を根 を掘 り返し て ､

平地 に 持 っ て き て 植え て も ､
す ぐに 枯 れ て しま う

､
と

同様の 類の こ と で あ る｣

従来の 授業参観の ス タ イ ル で は なく､ 継続的な 参加

観察､
エ ピ ソ

ー ド記録 ､
そ こ で の 授業 の 構造 と 子 ども

た ちが織 り な す ド ラ マ を取材 す る と い う方法論 を と っ

た｡ そ の 利点を次 に ま と め る｡

1 継続的な参加観察に よ る 問題 の 本質 へ の 接近

偶発的な 問題 - 深層に 横 た わ っ て い る 問題 の 現 れ

と して の 問題 の 把握 が可能

2 問題 の 把握 の 方法

脱文脈的な 問題 の 把握 - 個別文脈性 の ｢ た ぐり寄

せ｣ が可能 な こ と

3 授業者 と の 信頼関係 の 構築

失敗場面 の 素直 な 吐露 と建設的な相互 批判 が で き

る よう に な る

4 総合的な 問題解決過程の 中 に お け る理 論の 検証 複

雑な 問題解決過程の 中で 理 論が 真 に 機能す る か
､

問わ れ る

一

方 で
､

小幡が どの よう に して 今日 の よう な 授業 ス

タ イ ル に 至 っ た か をイ ンタ ビ ュ
ー や そ れ を 裏付 ける 資

料等収集を 行 っ て い っ た ｡

Ⅲ 小幡と の授業実践の 問題 の共有

小幡が つ く りあ げた ｢ 気 に な る 木｣ の シ ス テ ム は そ

の 後 二 回 ほ ど危機を 迎え る こ と に な る ｡ 2 0 0 3 年度の 3

年生 ､
2 0 0 4 年度 の 2 年生 の 学級 の 問題で あ る ｡ 小幡

の 指示が 通 らな い し
､

よそ ごと を して い る 子 どもた ち

の 姿が 目立 っ た ｡ 子 ども達の 関係性の 薄さ が 意見の 重

な り､ 深ま りの 欠如と い う 形で 表れ た ｡ 私は ｢ 装置｣

と 子 ども た ち と の ず れ - ｢ 装置｣ が 機能 す る 条件 の

欠如 (自律性､ 関係性) が 学級か ら失わ れ て しま っ て

い る こ と に 問題の 根 っ こ が あ る の で はな い か と考え た｡

2 0 0 4 年 1 1 月 ､ 私 は次 の よ う な メ イ ル を小幡に 送 っ

た ｡

一

部抜粋す る ｡

｢ 前の ク ラ ス は
､ 論理 的な 思考力や 表現力 ( 言語能

力) に つ い て は
､ 小学校高学年の 力を 充分備え て い た

よ う に 思い ま す ｡ そ れ で も 『ぎす ぎす』 して しま っ た

の は
､ 子 どもた ちの 感性や 共感世界や 人間関係構築力

が そ れ に と もな っ て い な か っ た の で はな い か ､ と 私は

思 っ て い ま す ｡ 論理 的な 思考力や 表現力 は
､

そ れ だ け

で は 『き つ さ』 と して あ ら わ れ て しま う の で はな い か

と思 う の で す ｡

小幡さ ん の ｢ 気に な る 木の シ ス テ ム｣ は
､ 論理 的な

思考力や 言語に よ る 表現力だ け で はな く､ 子 ども た ち

の もの の 見方の 『あ た た か さ』 や 学び あ う 人間関係も

必要 と して い ま す ｡ む しろ
､ 高学年に な る と ､ そ こ が

中JL りこな っ て き ま す ｡ 去年 の 三 星の 子 ども た ちは
､

す

で に 十分 に 力と して は
､ 気に な る 木の シ ス テ ム を 『乗

り越 え』 そ して
､

そ の エ ネ ル ギ
ー は 『違う 方』 へ 向け

ら れ て い た よ う な 気が しま す｣

小幡自身､ 悩 ん で い た｡ だ が
､ しか し小幡 は

､
｢ 気

に な る木｣ の シ ス テ ム の 根本的な 変革 で は な く
､ 微修

正 で 対応 しよ う と して い た｡

こ の 頃の 両者 の ず れ は次 の よ う に 考 え る こ と が で き

る｡

一 つ は 問題 の 所在 に つ い て の 両者 の 認識 の ず れ で

あ る｡ 問題 の 所在 に つ い て も次 の よ う な 把握 の 違 い が

あ っ た｡

①表層的な 問題 なの か 深層的 (本質的) な問題な の か?

②
一

時的な 問題 な の か長期 に わ た る (今後も続 く) 問

題 な の か ?

③取 り上 げ る に 値す る 問題 な の か ?

- 3 0 1 -



森脇 健夫 . /小幡 肇

｢重1 解決過 程 に お け る ｢ 変数｣ と ｢ 不変数｣ の 違 い

(｢ こ だ わ り｣ の 存在) か 問題の と らえ に も影響す る)

研究者と実践者0:) 間置真の 把握 の ずれ
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二 つ 目 は 問題の 解決方法 の ｢ ず れ｣ で あ る o い わ ば

原因追求的 な研究者 に 対 し て 解決志向的 な 実践者 と い

う構図か あ る｡
つ ま り研究者が

､ 問題を 因果関係的 に

と らえ よ う と す る の に 対 し
､ 教師 に は 強烈 に 解決 へ の

志向性 か あり､ そ れが 問題 の と ら え を 規定 して い る ｡

研究者 の 目か ら 見る と そ れ は 問礎を す りか え て い る

よう に す ら 見え る の だ が
, しか し問題の あ る 側面 に き

わ め て 焦点づ けた 問題 の と ら え だ と も 言う こ と が で き

る か も 知 れ な い ｡

そ の と ら え の と こ ろ に
､ 教師の ｢ こ だ わ り｣ か と て

も強く か か わ っ て い る の で は な い か と 感 じ ら れ た ｡ お

そ らく こ こ ま で く る と､ な ぜ 7 ク シ ョ ン リ サ ー チ に お

い て ラ イ フ ヒ ス ト リ
ー

的ア プ ロ
ー

チ が 必 要な の か 理 解

で さ る と思 うo 実践者 の 問題 の ｢ と ら え｣ ､ を一哩解す

る た め に は ､ 実践者 の ｢ こ だ わり｣ ､
す な わ ち 内的な

1世界を知 る必 要 が あ る｡

研究者 の 目か ら 見 る と
､

こ の 問題は ｢ 気に な る 木｣

の ｢ 装置｣ そ の も の に 必然的 に 伴う 問題の よ う に 思 わ

れ た D し か し､ 小 幡 は あ く ま で も こ の ｢ 装置｣ に こ だ

わ っ た o 小幡自身 か 子 ども た ち を声 で コ ン ト ロ - ル し

た ら 問題 は 解決 し た か もし れ な い o そ れ を あ え て 彼は

しな か っ た｡

な ぜ こ の ｢ 装置｣ に こ だ わ る の か ? そ の ル ー

ツ や 問

題意識 の 根元 を た どる 必要 か あ る D そ う で な け れ ば
､

本当 の 意味 で の 問題 の 共有 は で き な い o

氏 の ラ イ フ ヒ ス トリ ー を 取材し て 次 の よ う な こ と が

明 らか に な っ た ｡

小幡氏 の ｢ し ご と｣ の 授業に お い て は､ 子ど も た ち

は 少な く と も年 に
一

度､ ｢ 小さ な授業者｣ と して 教室

の 前方 の 小さ な お 立 ち台 に 立 た な け れ ば な ら な い ｡ 約

一

時間､

一

年生 の 子 ども も- 人で が ん ば ら な け れ ば な

ら な い ｡ なぜ そ の よ う な 経験 を+ ども に さ せ る の だ ろ

う かo そ の 疑問 に 対 して 小幡氏 は 次 の よ う に 答 え るo

小幡氏 は 少年時代､ 東京 か ら 大阪 を経由 し て 北九州

ま で
､

た っ た 一人で 夜行列車に 乗 っ て 旅 を し た こ と か

あ るo 彼 は そ の 一 人旅 を通 して
､

｢ 人間 は た っ た
一 人

で ､ 自分 だ け で 行動 し な く て は7
L

i ら 7
L

j: い こ と か あ る こ

と が わ か っ た
｡

しカゝし 一

方 で
､

そ の 旅 で は さま ざま な

人 の 助 け を借 り る こ と か で き, 無事 に 旅 を す る こ と か

で き た o 人 は自分自身 で 生 き て 行か なく て は い け な い o

し か し人 一人 で は 生 き て い け な い と い う こ と を考 えさ

せ られ た の だ と い う
.,

子 ども か 自分 の 力 で 状況 を 切り開 い て い く こ と に 対

して 彼 は 強 い ｢ こ だ わ り｣ と願 い を抱 い て い る ｡ そ の

こ とか 彼 の 授業 ス タ イ ル の ｢ 核｣ と な っ て い る ｡ 氏 に

よ れ は
､

一

時間の 授業 は､
そ の 日 の 小さ な授業者 の た

め の 授業で あ る o そ れ は 例 え ば､ 授業 に 集中 し て い な

い 子 ど も に 対 して ｢ 0 0 さ ん に 失礼で す｣ と い う 言 い

方一 つ に も表れ て い る ｡ そ の か わ り舞台 に 立 っ た 投票

者 は ､ 助 けを 借 り る とき も自分 の 力で 借 りる こ と が 要

求さ れ る
｡ 行き 詰ま っ て しま っ た ｢ /トさ な授業者｣ に

対 して 氏 は小さ +i: 声で ア ドバ イ ス をす る c
で も そ れ は

あ く ま で も自分
一

人 で 場 を切 り開く た め の ア ドバ イ ス

な の で ある o

｢ そ の 授業で
一

番成長す る の は お立 ち台 に 立 っ た 子 ど

も｣ だ と 彼は 言う ｡ そ の 子 はま さ に
一 人旅 をす る 小幡

少年そ の もの で あ るo

小幡 の 内的な 世界全て を 知 り得る わ けで ほ な い が
,

こ こ ま で 来て
､

や っ と 問題 の 共有 へ の 入 りLl ( 小 幡の

問題 の 把握 の 理 解) に 立て た の で あ るo

Ⅳ 小幡の 変容

小幡は タ イ ム ラ グ が あ り な が ら も自 ら の 実践の コ ン

セ プ トを 変容さ せ て い く｡ そ の こ と を､ 披が 公開研究

会 の 協議会に お け る授業検討 の 課 題 と し て ど の よ う な

こ と を 挙げ て き た か､ で 追 っ て み よ うo な お ､ 当校で

は 協議会 の テ ー マ 設 定は 授業実践 を 行 っ た 教師に 任 さ

れ て い る ｡

小幡は 次 の よ う に課題 を挙 け て き た o

2 0 0 4 年度 - 2 年生 ｢ 問題発見 と解決過程｣

20 0 5 年度
-

3 年生

20 0 6 年度･ = 4 年生 ｢ 問い に か か わ る力 ･ 問 い を

受 け と め る力｣ ( 20 0 6 . 6 )

｢ 子 ども が つ な が る｣ 学習指導 (2 0 0 7 . 2 )

2 0 0 7 年度
-

5 年生 ｢ 子 ど も が つ な が る｣ 学習指

導 (2 DO 7 . 6 )

こ こ で 2 0 0 6 年度 の 後期研究会 か ら ｢ 子 ど も か つ な

か る｣ こ と を テ ー マ に 挙 げ て い る こ と に 柁目 し た い o

な ぜ ｢ 子 ど も か つ な が る｣ 学習指導 が 必 要な の か に

つ い て
､

小幡 は 次 の よ う に 述 べ る｡
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授業研究と し て の ｢ ア ク シ ョ ン リ サ ーチ｣ の 試み

･ お 互 い の こ と を思 う ｢ あ た た か さ｣ が 媒介と な っ

て 働 き､
｢ 子 ど も た ち が 育 ち 合う 関係 を 自分 た ち

で 築 い て い く ( T ど も た ち の 関係性 が構築 し て い

く) た め の 時間 ( 福島大字 ･ 岩崎紀子氏) が 創 ら

れ て い くt3

･ ｢ ど う な っ て い た か な ? ｣ と い う ｢『問 い』 ( 論理

性を 苧ふ 萌芽､
三 重大字 ･ 森脇健夫氏) に つ な げ

る 力｣ の ｢ 芽｣ が 生ま れ た り
,
｢ た し か ､

こ う な っ

て い た な ? ｣ と ｢『開 い』 に 対す る 『予測』 ( 論理

性を 身に つ け る 手順､ 三 重大学 ･ 森脇健犬氏) に

つ な げ る 力｣ の ｢ 芽｣ が 生 ま れ た り す る 小 幡

( 20 0 7 a )

小幡 の 授業 の そ の 姿 は あ ま り 変わ ら な い よ う に 見え

る が 内実を 変え て き て い た o 私の コ メ ン ト と の 関係を

述 べ れ ば次 の 滴 りで あ る ｡ 私 の 小幡実践 へ の か か わ り

方 に 位置づ けて み る o

2 0 0 1 年度 - 2 0 0 4 年度 -

子 ども の 事実 の 指摘
､ 構造

のf巴握

2 0 0 4 年度 -

2 0 0 6 年度･ - 問題点 の 指摘 と方向性 の 提

案

そ の 【P で と く に ｢ 温か い 人間関係 の 必 要性｣

( 20 0 4 , ち.
柑 メ イ ル に て コ メ ン ト､ 前掲)

お よ そ こ の 時 か ら 二 年半 た っ て
､ ｢ つ な が る｣ と い

う キ ー ワ ー ドと して 小 幡白身 に 位置づ け られ る こ と に

な る ｡

一

方､ 小幡の 授業実践 は次 の よう な 内的な 変革を 行 っ

て い く,,

｢ 修行｣ - ｢ 子 ども か つ な か る指導｣ へ

｢ 修行｣ と し て の 授業

修行 と し て の 授業 の キー ワ ー ド群

小 さ な授業者 を鍛 え る ( ル
-

ツ : 小 幡氏El 身の 少

年時 の 体験) ､ 待 つ ( 自分自身で の 問題解決) ､ 指さ

し で の 無言 の 叱責､ 完全な役割分担 ( 板書は 教師) ､

時間 の 長 さ

硬 い 構造 - ｢ 装置｣ ( 森脇 200 2)

t
rL

｢ 子 ど もが つ な が る｣ 学習指導

｢ っ な が る｣ 学習指導 の キ ー ワ ー ド群

対話 へ の 丁寧 な指導､ 聞か せ る 指導 ( メ モ 取 り) ､

板書 へ の 子 ど も の 参加､ 時間短縮､ e t c

柔構造

- 30 3

小幡氏 の 授業の 変容

宅急の真 淵 ( r 酢 蓋 l 一 缶低位妻板 へ )

r 完になる太｣ (方 法 i の枠組み〉l 力捗持(こだわり)
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Ⅴ 漸次的改革

2 0 0 7 年度 に な っ て
､ 小幡 の 教室 に 継続的 に 参加す

る こ と か 森脇 の 事情で なか なか 難し く な っ て 童 て い る D

そ こ で 教墓 に 訪 れ る た び に 小幡 に メ イ ル を送 る よ う に

し て い る o 返信 と と も に 載 せ て お き た い o
こ う し た対

話 の 中で
､ 小幡 も授業 を漸次的 に 授業 を 変革し て き て

い るo
2 0 0 7 年度 の 授業 を め ぐ る ｢ 対話｣ と変革 の 過

程 を記 す ｡

* 森脇､
小幡往復書簡 2 00 7

′ト幡撃様 ( 20 0 7 0 4 2 4)

5 年生 に な っ て
､ や は り 子ど もた ち は 少し大人 に な っ

た よ う な雰囲気が あ りま した o 立 ち振 る舞 い と か 言葉

と か 仕草 とか で す ｡ や は り高学年 と い う節目は大き い

の で す ね D

3 0 分 あま り の ｢ し ご と｣ で し た が 感 じた こ と を述

べ ま す c 歌 が 変わ り ま した ね o 二 重唱 に な っ て い ま し

た ｡ ど な た か 指導 され た の で し ょ うか ?

な か fj
L

か い い で す ね o

A く ん の シ ナ リ オ
､

そ の 質問が す ば ら し い と思 い

ま した D 質問力 が あ りま す ね o

大学Li =

_
に 見本 と して 見せ た い と思 い ま すo 鍛 え られ

て い る イ ン タ ビ ュ - ワ で す ｡ た だ ､ そ れ と ｢ 気に な る

こ と｣ に ギ ャ ッ プ が あ る よ う に 感 じま し た ｡ な ぜ
､

そ

の よ う な こ とか 気 に な っ た の で し ょ う か ? 気 に な る こ

と の う し ろ に あ る 本当 の A く ん の ｢ 気 に な る こ と｣

を 知 り た い と思 い ま したo
S さ ん の 発言 に 高学年 ら し

い 筋を通 そ う とす る気概を 感 じ ま し た ｡ 彼女は あま り

こ れ ま で 払 の 視野に 入 っ て い な い 子 どもさ ん で し た が ､

育 っ て い るな あ と思 い ま した ｡ あ と少 し 気に な っ た の

は
､

や は り子 ど もの 発言を 子 ども た ちが 聞い て い な い

の で は な い か と い う こ と で す ｡ S さ ん が 発言を し
､

A

く ん が 答え て い る と き､ 後 ろ の 私の ま わ り の 子 ども た

ち は､ ノ ー ト は と っ て い る の で す が ､ 万年筆 を交換 し

た り して い ま した o



森脇 健夫 ･ 小幡 肇

聞 い て い る とい う こ と と 書い て い る と い う こ と に ず

れ が ある よう に 思い ま す ｡

黒板 に 書い て あ る こ と を写 して い るか らで し ょ う か ?

聞い た こ と をか い て ご らん
､

と言う と どうな る で し ょ う

か ? つ ら つ ら と思 い つ くま ま に
-

｡

小幡 - 森脇 (20 0 7 0 4 2 9)

今 日
､

2 回目の N 君 ｢ キ ュ
ー ピ ー

伊丹 工 場｣ を し

ま した ｡

A 君の は
､

日 本の 工 業と 輸送機関の 関係も取り扱 っ

て お き た か っ た の で
､ 結果的 に あ の こ と に し ま し た｡

あれ か ら考 え て
､
｢ な ん で そ ん な に た く さ ん の 卵 を集

め る こ とが で き る の か な ? ｣ と し た方 が良 か っ た か な

と思 い つ きま した｡ 昨日 か ら今日 に か けて
､

し ごと ノ
ー

ト に 日 本の 高速道路細 や航空路 な どの 地図を措 か せ ま

した ｡

昨日 の S さ ん ( 同僚の 教師) の 研究授業の 協議会で

も板書の こ とが 話題 とな っ た の で
､ 今朝 ､ 研究会 の 要

綱の 袋詰め 作業 を黙 々 と した こ と を体 で 覚 えて 学習時

に 生 か して 欲 し い こ と と
､ 子 どもた ちに ｢ 先生 が 後ろ

を 向い て い て
､ 自分た ち を 見て い な い と い う こ と か ら

黙 々 と取 り組 めて い な い よ う な気 がす る の で
､

板書 を

や めよう と思 い ます ｡ と投 げか けて みま した ｡ する と
､

o 君が 真 っ 先 に ｢ 板書 が な い と おた ず ね が で き な い の

で や っ て 欲 しい｣ とか
､ 多く の 子か ら ｢ え っ ｣ と言 わ

れま した ｡ そ して
､ 改 め て ｢ や は り板書 はあ っ た方 が

い い で すか ? ｣ とたず ね る と､ ｢ や っ て 欲 し い｣ と い う

こと だ っ たの で
､

①前 の 日 に ｢ 調 べ て み て す っ き り し な い こ と や納得 い

か な い こ と な ど をみ つ け て か ら､ ｢ 気に なる こ と｣ ･

理 由 ･ ｢ た ぶ ん｣ ･ ｢ で も｣ を こ の 紙 に 書 い て く る

指示 を し て お きま し た｡ 前期 の 発表者 に も配 布､
こ

れ か ら 1 次 ･ 2 次と 練 っ て い く こ との 指示｡

② そ の N 君が 書き こ ん だ 用紙 を印刷 して 配布｡

③ ｢ 気 に な る こ と｣ ･ 理 由 ･ ｢ た ぶ ん｣ ･ ｢ で も｣ を 板書

す る時間帯 に 使え そ う な 資料や 経験､
こ れ ま で に 見

学 した 様子な どを 見 つ ける 時間帯 に す る こ と ｡

④ ｢ 気 に な る こ と｣ ･ 理 由
･ ｢ た ぶ ん｣ ･ ｢ で も｣ に つ い

て の ｢ お た ず ね｣ と 応答 は僕 が板書 し､ ｢ た ぶ ん｣

を 話 し終え た 子 どもに は
､ 話を 聴い て 書く場所を 指

示 し
､ 話 した本人に 書 か せ る こ と に しま し た｡

今日 は
､

｢ 1 9 5 8 年 に ポ リ ボ トル 容器 に 変 わ っ た け れ

ど､
な ん で ポ リ ボ トル 容器 に 変わ っ た の か な ? ｣ で し

た ｡

N 君 の ｢ 工 夫 で き な か っ た｣ か ら ｢ 容器 を生 産 し

や す い
､ 軽量化 ( Y さ ん)｣ ｢ 使い や す い 工 夫 ( o 君)

割れ な い 工 夫 ( M 君)｣ ｢ 特許 ( A s 署)｣ ｢ 面倒 さ の 改

良 ( M さ ん) ( F さ ん) (Ⅰ君)｣ ､ 板書 に は入 り き れ な

か っ た けれ ど
､
｢ 光 で 腐 りや す い こ と の 改善 ( M o 君)｣

｢ 容器 の 中で 固 ま ら な い 工 夫 ( H 君)｣ ｢ 工 場で の 製品

の つ め 易さ の 改良 ( N 君)｣ な どが 生 ま れ ま した ｡ と

く に T 君が ､ 袋 づ め 作業で 10 枚 ず つ の 束を 作 る係 を

終 え た 充足感 か ら か
､
｢ は っ ぱ｣ も ｢ 作文｣ も手 を挙

げ て 読 み 上 げ ま し た｡ ま た
､ 久 しぶ り に A S 君も活躍

して い ま し た｡

劇 の や り とり の 改良 だ け で なく
､

ま た
､

少 しず つ
､

ニ ュ
ー バ ー

ジ ョ ン の 発見 を 目指 し て い き ます ｡

森脇 - 小幡 (2 0 0 7 0 5 2 2)

5 月 2 2 日 の 小幡学級

M 君 の 気に な る 木研究

M 君 と フ ロ ア の 劇 - こ の よ う に した理 由は ?

台詞を全員が言う とい う形で 参加はで き る よう に な っ

た と思 い ます が
､

一

方 で 劇 ら しく は なく な っ て し まう

と い う こ と も起 き て い る の で は ? 劇 の 妙味 は薄れ て し

ま っ た感 じ が し ます ｡

全体的に 声 が小 さ な の は な ぜ な の で し ょ う か ? 小幡

さ ん は どの よ う に と ら え て い ます か ?

1 つ ば子 どもた ちが 高学年 に な っ て 思春期 に 入 りか

け､
シ ャ イ に な っ て き た と い う発達段階 の 問題が あ る

か もし れ ませ ん｡
こ の - ー ドル は誰もが 越 え なく て は

な ら な い で す ね ｡

た だ
､ 学級内の 空気 を みて 思 う の は

､
や は り聞 い て

い る子､ 聞 こ う と し て い る子が 少 な い の で は な い か と

い う こ と で す ｡ 小幡 さん は子 どもの 声 を聞 こ う と して

い ま す ｡ しか し
､ 自分 を その 子 ど もの 声 に ｢ 開 こ う｣

と して い る子 ど もは少 な い の で は な い か
､

と思う の で

す ｡ S 君 や A z く ん は
､

ち ゃ ち ゃ を入 れ た り し ま す｡

そ れ は授業 に と っ て 邪魔 に はな りま す が ､

一

方で 彼 ら

はそ の 小さ な 声を 拾お う と して い ま す ｡ 後 ろか らで も

前の 子 ど もの 小さ な 声を し っ か り と らえ 反応 して い ま

す ｡ そ の よ う な A z 君や S 君の よう な子 も い る の で す

が ､
そ の よう な こ と が ク ラ ス 全体 に 起 こ っ て い る と は

あ ま り思え な い の で す ｡ 聞 こ う と して い る 雰囲気で な

い 場合､
声は 誰に 届け た ら い い の か わ か り ま せ ん｡ も

しか す る と 相手が 誰で も な く 話 して い る と い う こ と が

声を小 さ く さ せ て い る 原因だ と考 え ら れ ま せ ん か ?

そ れ に か か わ っ て 気に な る の は､ 前 の 子 ども の 発言

を 後ろ の 発言 の 子 ども か あ ま り意識 し て い な い こ と で

す｡ も ち ろ ん
､ 自分 の 意見を 自分 の 言葉 で き っ ち り言

う こ と は か な り の 子 が で き て い ま す｡ し か し0 0 さ ん

に つ け た し で す が - と か0 0 さ ん の こ の 部分 は賛成 で

す が
､

と か前 の 子 ども の 発言 を受 け た発言 が少 な い の

で は な い か ? と思 い ま す ｡ そ の こ と に つ い て 小幡 さん

- 3 0 4 -



授業研究と して の ｢ ア ク シ ョ ン リ サ ー チ｣ の 試 み

は どう 思わ れ ま す か ?

社会科的調 べ 学習 に つ い て

問 い に 対 して の 追究が 調 べ 学習 に 基づ い た もの に な

り､ 内容的 に はと て も レベ ル が 高い もの に な っ て き た

と 思 い ま す ｡

た だ
､

そ の こ と と M 君が 輸入の 主体が どの 国で あ っ

た か ? と い う こ と に つ い て の 認識 が不十分 で あ っ た こ

と
､ ま た 最後ま で 視点の 転換が で き て い な か っ た よ う

に 思わ れ た こ と に つ い て
､

そ れ が 共存 して い る の は な

ぜ な の だ ろう と 思い ま した ｡

最後の M 君 の 発言 は
､

｢ 税金が か か っ た りす る｡ お

金が か か る ｡ お 金が な くな る｣ と い う も の で した｡ そ

の 前 に A z く ん が 発言 を し て
､ 輸 入 自由化 が い い の は

日 本 に と っ て ? あ る い は ア メ リ カ に と っ て ? と い う こ

と が 問題 に な っ て い る の に
､

そ れ に 関係な く､
M 君

は自分の 考え を 進め て い る と い う か
､ 最初の 自分の 考

え が あ ま り動い て い な い よ う に 思 え る の で す ｡ そ れ は

先 ほ どの 問題 (発言内容が 連な っ て い か な い) と も 関

連 して い る よ う に 思い ま す ｡ 自分の 主 張を 貫くと い う

点で は い い と思 う の で す が
､ 自分の 主 張を 構成す る こ

と で 頭が い っ ぱ い い っ ぱ い な の か も しれ ま せ ん｡

社会科的追究と ｢ 生 の 声｣

前項と もか か わ る の で す が
､ 社会科的追究､

つ ま り

原因と 結果の 因果関係を た ぐ り寄せ て い く営み と
､ 子

どもの ｢ 生 の 問い｣ - 例 え ば N 君 の ( 牛肉自由化 を)

｢9 年 も待 て ま す か ? ｣ と い う 声 の ど ち ら が 子 ど もた

ち に 響くの か と い う 問題で す｡

お そ らく N 君 の こ の 言葉 は
､ 輸 入 自由化 を さ せ よ

う と し て い る 側 の 声 だ と 思 い ま す が
､

A z 君の 考 え と

か か わ らせ る と､ 国内に お い て も ｢ 9 年もま て ま す か

? ｣ と言 っ て い る 勢力もあ る か も しれ ま せ ん ｡ 牛井店

な どは そ う で し ょ う｡

こ う い う 声と 社会科学的な 追究の どち ら が 子 ども た

ち に 訴 え る か
､

と て も 関心 が あ る の で す が､ 学級内の

レ ス ポ ン ス が あ まり違 わ な い と感 じま した｡ 松浦さ ん

の ｢ 貿易摩擦｣ に して も､ 小幡さ ん は反応 して い ま す

が
､ 学級内の 子 どもた ち は あ まり そ の 発言 の 意味が わ

か ら な か っ た の か
､

あ る い は 聞き流 し て い た の か
､

反

応 は普通 の 発言 に 対す る もの と変 わ ら な か っ た よ う な

気 が し ます ｡

T 君 の 発言 を小幡 さん が 伝 え た と き に は
､ 牛肉の 運

び方 に つ い て 多少 う し ろ の 方 で も ざ わ め き が お き
､

ど

う考 え る か意見 の 交換 が あ り ま し た｡ 本筋 と は離 れ ま

し た が
､

T くん の ｢ 生 の 問 い｣ は子 ど もた ち を揺 り動

か し た の だ と思 い ます ｡

理 想的 に は こ う し た ｢ 生 の 問い｣ が研究的な 問い と

して 洗練さ れ
､ 共有さ れ て い くと い う 過程が あ る と い

い で す ね ｡

最後の 小幡さ ん の 問い に つ い て

な ぜ ｢ こ の 次何の 自由化 を 求め ら れ ま す か｣ と発間

した の で し ょ う か ?

少 しそ れ ま で の 教室内の 議論 と は ず れ て い る よ う に

思 い ま した ｡ 例え ば
､ 輸入 自由化で 困る 人 ? と輸入自

由化で 得 をす る人 ? と聞く よう な こ と は考え られ なか っ

た で し ょ う か ?

小幡 - 森脇 (o 7 0 5 2 7)

と て も 参考 に な り ま した｡

ま ず ､ 劇の 妙味 - と 全員参加 - ど ち らを とる か ? ま

た
､ 改善 は 可能 か ?

｢相手役と練習 す る｣ こ と が で き な い
､

そ こ か ら
､

イ コ ー

ル ｢ 覚え な くて もよ い｣ と 安易な方向に 流 れ た

発表者 と 見る こ と が で き そ う で す｡

こ の こ と に 限 ら な い の で す が
､

5 年 に な り､ 塾 へ の

傾斜度 に 拍車 が か か り､ ｢ 手 を 抜く所｣ と ｢ 手 を抜 け

な い 所｣ を 計算す る 子 どもが増 え て き た こ と も関係 し

て い そ う で す｡ で き れ ば
､
｢ 手を 抜 け な い 所｣ は増 え

て 欲 しくな い と い っ た所 で し ょ う か｡

ま た
､ 私の 方も

､
セ リ フ を 覚え る こ と に つ い て

､
か

っ て ほ ど強い て い な い 所 ( 子 ども へ の 時間的な 気遣 い

もあ る の で す が) が
､ 拍車 を か け て い る よ う な所 も あ

る よ う な -

｡ 金曜日
､ 集会 の エ ン トリ ー タ イ ム で 合唱

を披露 し ま した ｡ ｢ 手 を抜く｣ 子 は 一

人も い ま せ ん で

した｡ 先生 の ｢ コ メ ン ト｣ に あ っ た ｢ 聴 こ う と す る 子

ども｣ と も関係す る の で す が
､ ま ず は ､ 発表者 は ｢ セ

リ フ を 覚え る｣ こ と を
､ 発表に 必要な必須条件と して

み ま した｡ つ ま り､ 形態は 全員 で 行う ､ しか し､ 発表

者 はセ リ フ を 覚 え て お く｡ (S 君 は
､

そ れ を こ な し て

い ま した か ら
､
｢ 気 に な る こ と｣ を話 し 合う と き に も

明確 に 応答 して い ま した｡ そ の あ た り の こ と も関係 し

て く る と思 わ れ ま す｡)

と こ ろ が
､

そ こ に 次 の 問題 が 浮か び上 が り ま す｡ そ

れ は
､

先生 の ｢ 子 ども が持 つ
､

感性 の 機能 や容量 が異

な る｣ に 関係 して ､ ｢ 子 ど もが こ なせ る力 の 機能 や容

量 が異 な る｣ こ と だ と思 う あ た る こ と もあ り ま す｡ 例

え ば､ 正 直 - M 君 ､
T 君 ､

0 さ ん
､

Y さ ん
､

Y d さ ん

は
､

そ れ が劣 る と 見れ る と思 い ま す｡ そ の た め
､

イ ン

タ ビ ュ
ー し た事実 の と ら え や創 っ た劇 の 量､ ま た セ リ

フ を 覚え こ む な ど
､ 自分の も っ て い る機能 や容量を オ ー

バ ー し て い る よ う に 見 えま す ｡

しか し
､ 同じ よう に

､ 自分 の も っ て い る機能 や容量

をオ ー バ ー し て い よう が､ や り お こ な そ う とす る子 ど

も も い る こ と は確 か で す ｡ 例え ば
､

F さ ん
､

F u さ ん
､

Ⅰ さ ん ｡ そ う い っ た 子 は
､

毎 日 を 目的的に ､ 毎日 に 生
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きが い をも っ て く ら して い る よう に 思え ます｡ そ う い っ

た子が 3 人もい る こ とが 素晴 ら しく思え ま す ｡

確か に
､

こ れ ま で は
､ 社会的事実や 自然的事実を 踏

ま え なが ら も､ ど こ か 物語を 読み 込む よう な 所で ｢気

に な る こ と｣ を 扱え た 部分が
､

5 年 と な り
､ 社会的事

実や 自然的事実 へ の 傾斜度を 増す よう に した の はな ぜ

か ?

高学年の 学習事項の 理 解 と い う こ とも頑を よ ぎり ま

す ｡ ｢ 社会科｣ で は なく ｢ し ご と｣ だ か ら
､

そ の よ う

な 学習事項の 理 解 とい う こ と は結果 に つ い て くる もの

と見れ な い と こ ろを 感 じま す ｡ つ ま り ､ 低学年､ 中学

年 とき て
､ 次第 に

､
こ の 高学年の 学習事項 の 理解 に む

けた 機能や 容量が 適正 で な い 子 どもが 増え て き た と感

じて い る わ けで す ｡ で は
､

そ う い っ た 子は
､

ほ ん と に

そ れ が 無理 な の か ?

積み重ね の 頻度 が解決す る と考え て い ます ｡
つ まり､

S 君､
A z 君 ､

H さ ん
､

K さ ん
､

M さ ん は
､

そ の あ た

りが 伸び と して
､ 少 な い 頻度の 積み 重ね で 可能 と な っ

て い く子 ど もな の で し ょ う ｡ 逆 に ､
M 君､

T 君 ､
0

さ ん ､ Y さ ん
､

Y d さ ん は か な り の 積 み 重ね の 頻度 を

必要 と す る 子 どもな の だ ろ う と｡

こ れ は､ 冒頭 に 書 い た塾 へ の 傾斜度 と こ なせ る機能

や 容量 と も関係 し て い る と 思 わ れ ます o
つ ま り

､
M

君､
T 君､ 0 さ ん､

Y さ ん ､
Y d さ ん は 塾で こ な せ る

機能 や容量 に 無理 が あ る に もか か わ ら ず､
そ の 不足 を

補 う た めに
一

層､ そ ち ら へ の 傾斜度 を増や す しか な い｡

す る と､ も っ て い る機能 や容量 の オ ー バ ー

に よ っ て ､

どこ か に 無理 が 出る｡ し か し
､ 学校 で の 必須 は そ れ ほ

どの 無理 に 対す る ペ ナ ル テ ィ や損 が発生 し な い と い っ

た こ と が
､ 子 ども の 中で 潜在的に 働 い て い る よ う な気

が し て なり ませ ん｡

そ こ で
､ 今 ､ 次 の 発表者 の H さ ん ( 彼女も塾 へ の

傾斜度が とみ に 強く な っ て き た) ､ 0 君 ､
M さ ん

､
Y

君､ T 君 に は
､ ま ず セ リ フ を覚 え る指示 を しま し た｡

と 同時 に
､ 自分 が ｢ た ぶ ん｣ を思 い つ く自信の あ る と

こ ろ と関係付 け て ｢気 に な る こ と｣ を み つ けて み て と

指示 し て い ま す ｡ それ は､ こ れ ま で の 中か ら
､

理 由や

｢ た ぶ ん｣ の 不明確 さ が 授業 に 混 乱 を き た し て い る と

こ ろ もあ り は し な い か 思 え る よう に な っ た か ら で す ｡

そ こ で ､ 逆 に ｢ た ぶ ん｣ が 自信 も っ て 浮か ぶ 所を ｢ 気

に な る こ と｣ に し て み る と ど う な る の か ? と｡

一 つ に

は ｢ 分か っ て い る｣ と い う 仮自信 も ある で し ょ う し､

明確 に 応答 して い く こ とが で き る 中 で の 揺れ 動き が 生

ま れ る の で は､ ( こ れ ま で の 数回は､ どう や ら 自分の

仮自信す ら無 い と こ ろ で 勝負 をさ せ て き た ｡ そ れ が 傾

斜度 を増 し た社会的事実や 自然的事実 に タ イ ア ッ プさ

せ て き た｡ ) こ と を どう 切 り替 え る か を 考 え て み ま し

た｡

最後 に ｢ 生の 『問い』｣
- ま た

､
役 に 立 つ 言葉 に 出

会え た と思い ま した ｡ ｢ 仮 の 『問い』｣ ｢ 生 の 『問い』｣

｢ 真 の 『問い』｣ こ れ らが あ い ま っ て み つ か っ て い くの

が ｢ 子 ども に よる 授業｣ か な と｡ ま た
､

そ こ に 触 れ さ

せ る こ と に よ っ て ､ 先 ほ ど書い た 子 どもの 姿 を変 え て

い く こ とが で き る の で は と
､ 思 い ま した｡

森脇 - 小幡 ( 20 0 7 0 6 0 9)

昨日 の 研究会､ ごく ろう さ ま で した｡

研究会全体の 参加者数が少 な か っ た よ う で す し
､

分

科会も ギ ャ ラ リ ー が 少な か っ た で す が､ 落 ち着 い て 授

業に つ い て 語 れ る 雰囲気が で き て か え っ て よ か っ た と

思 い ま した｡

ギ ャ ラ リ ー が 多い と授業 や カ リ キ ュ ラ ム の 説明に 費

や す 時間が 多く な っ て しま い ます ｡

授業 に つ い て で す が､ い く つ か の 気 に な る点 を克服

して し ま っ た こ と に つ い て は驚き ま し た｡ ま ず ､
A

の 点で す が､ 授業中に メ モ を と る こ と に よ っ て 見事 に

｢静諾 な環境｣ を つ くりだ し ま した ｡ 少 なく と も ｢聞

く こ と｣ が で き て い た と思 い ます ｡ つ い で に さす が に

｢ 書く こ と｣ が 鍛 え ら れ て い る 子 ども た ち だ と 思 い ま

し た｡ 書く こ と の 一 つ 一 つ の 積 み重ね が こ う し た メ モ

の 際に も生 き て い る と思 い ま し た｡

こ の メ モ を見 れ ば
､ 子 ど も た ちが どの 程度他の 子 ど

もの 意見 を 聞け て い る か､ そ れ に か らん で い け るか 課

題 が わ か りま す ね｡ で きれ ば
､

こ の メ モ を議論 に 生か

す こ と が で きれ ば い い な と思 い ま した ｡ 書 い て い る段

階 で は､ 意見 は個人的 な もの に と どま り､
な か な か 意

見 の ぶ つ か り合 い や折り合 い に よ る発展が 具現 しな い

か ら で す ｡

そ れ か ら ｢ 生 の 問い ( 声)｣ ｢ 生活者の 問 い｣ に つ い

て で す が
､ ｢ で も｣ と い う 言葉 で ､ 気 に な る こ と に 対

して ｢ ひ と とお り｣ の 答え で は なくて ｢ 生 の 問い (声)｣

と つ な げる よう に 工 夫 を して い ま した ｡

こ こ で 気を つ け な けれ ば な らな い と 思 っ た こ と は
､

｢ で も｣ を取り入 れ れ ば
､

- ｢ 生 の 問い ( 声)｣ を 取 り

入れ る
､

こ と に は必ず しもな らな い こ とで す ｡ ｢ で も｣

の 内容が 重要な の だ と思い ま す ｡ た ぶ ん - - ･ の ･ - - の

情報 と同 じ レ ベ ル の で も･ - ･ ･ の 内容 に な っ て い る 場合

が ある か らで す ｡ 子 どもの 生 活者の 視点､ 立 場が 本当

に 反映さ れ て い る か と い う 点で す ｡

T くん の ｢ で も｣ は私に は あ ま り生活者の 視点を 感

じま せ ん で した ｡ 同 じ栽培法が 広ま っ て い る の に - や

は り資料 の 情報 レベ ル の 内容 だ と 思 い ます ｡ Ⅰく ん の

問 い ｢ 同 じ と は限 ら な い の で は ? ｣ が 実際､ 具体に 引

き 戻す 問 い だ っ た と 思 い ま す ｡

こ の Ⅰ く ん の 問 い に T くん は も ご も ご と して い ま
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授業研究 と し て の ｢ ア ク シ ョ ン リ サ
ー

チ｣ の 試 み

し た o 実際､ 貝体 に T く ん は 日か い っ て い な い な と

感L: ま し た
L

, 多分 こ の こ と か
､ 例え ば F さ ん の 意見

に 目が 向 か な い T く ん
､

に も共通 して い る の で は な

い で し ょ う か ?

T く ん ほ ､ 見て い て ｢ い っ ぱ い い っ ぱ い｣ で し た o

そ れ は
､ 研究授業 の 緊張 感もあ っ た の で す が

､
か な り

背伸び して 調 べ て い る な
､

と感 じま した o い っ ぱ い い っ

ぱ い だ っ た 彼 は ､ も しか し た ら､ 他 の 意見 に 耳 を傾 け

る 余裕が な か っ た の か も しれ ま せ ん ｡ だ か ら自分 の 意

見を 補強す る N さ ん の 意見 だ け を 取 り 入 れ る こ と し

か で き な か っ た か も しれ ま せ ん o

T く ん を小幡さん は どの ように 見て お られま した か ?

全体 に 5 年J+ .
に な っ て 高 い 知的 な水準 ( 社会認識 の

水準) が 求め られ る 段階 に な っ て き た と思 い ま す o 抽

象的な 言葉､ あ る い は 高度 な情報か 教室 の 【川 こ飛 び交

う よ う に1j: っ て き ま し た o そ の 際 に
､

T m く ん の 存

在は 大事で す ね ｡

小幡 さ ん が T 皿 く ん を 人事 に し て い る こ と で
､

ク

ラ ス か 救わ れ て い る よ う な 気が しま す ｡

彼 の 具体的な 感堤的な 事物 に こ だ わ る 発 想. L ･ こ の 発

想は 今は 居場所 を与え ら れ る と い う 形 で 存在 して い ま

す が ､ も っ と 抽象的 な言柴 を具体 に 返 し た り､ 経験 と

の つ な が り の 中で 抽象的な 言葉や 情報を理解す る 際 に ､

表舞台 に 出て き て い い と 思 っ た り しま す o

分科会 で の 発言 に 多少補足を さ せ て い た だ き ま した ｡

ま た
､ 授業を 見 る の か 楽 しみ で す o

小幡 - 森脇 ( 20 0 7 0 6 1 4)

｢ で も｣ の 語 に つ い て の 早速 の 指摘 を あ りが とう ご

ざい ま す｡ ま た , 考え て い きま す｡ た だ
､ ｢ たぷ ん

-
I ･

の ･ - ･ の 情報と 同 じ レ ベ ル の で も - ･ の 内容 に な っ て

い る 場合が あ る｣ の 部分を も う 少 し教え て い た だ け る

と あ りが い で す｡

ま た
､

T 君 に つ い て は
､

な る ほ どと 思 い ま し た o 確

か に
､

せ い い っ ぱ い の と こ ろで と ま っ て い た 気が し ま

す D
そ こ で

､ 火曜 口 の T u さ ん に は
,

｢ 出て き た 話 を

聴 い て あ あ も考え ら れ る ､
こ う も考え ら れ る と い っ た

こ と を つ な げ て み て く だ さ い｣ と 話 した と こ ろ
､ 彼女

は
､

そ の よ う な こ と か で き て い ま した
｡ そ の 背景に は ､

今 の 原稿 二 章に も書 い て い る の で す が
､ 彼女 が Y さ

ん に 感銘を う け
､ 教え て い た だ い た こ と を よ り ど こ ろ

に 昨年 を 学習 に 取 り組 ん だ こ と に よ っ て
､ 今年大き く

育 っ た 子 の 一

人だ と 感じ て い た か ら で す
｡

そ う い っ た

教え て い た だ い た 人 に感鈷を受 け る と い っ た 要素が 弱

か っ た の か も しれ ま せ ん ｡ な お
､

堀 本さ ん ( 前担任)

に 話す と ､ 彼女 は 仲が い い か ら と言 っ た 瞬間 に
､

そ う

い え ば
､

二人は 学園前 の 同 じ マ ン シ ョ ン に す ん で い る

こ とか お も い あ た り ま し た c

お 母さ ん も､ 子 ども が完全 に 把握し き っ て い る と は

感 じて い な い の か
､

心 配 し て 資料検討時に 毎 日 来て い

ま し た ｡ と て も気 の い い ご両親で ､ 子 ども が そ の 分ふ

わ っ と し て い る こ と か あ る こ と を 感じ取 っ て い る の で

し ょ う
(I ,

そ こ か T 君の よ さ か も しれ ま せ ん
o

た だ
､

T

君 は
､

そ の よ う な と こ ろ が
､

き ん ち ょ う の た か ま り と

7
L

j: っ て ど も り が で る と こ ろ が あ る 子で すo そ の よ う な

牧歌的 な 要素 を も つ 子に 授業 の こ の 先を さ ぐる よ う な

措 けを し た の か もしれ ま せ ん
o

T 君を 今回取 り 上 げ た

背景 に は c

以 下 は
,

4 月 の 森脇 の コ メ ン ト に 対 して 小播 か早速､

修正 を行 っ た こ と で あ る o
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( 小幡 2 00 7 b)

メ イ ル で の 対話 を振 り返 る と
､

と く に 小 幡か 問題 を

子 ど も 1 人 1 人 の 生 活 や過去 , 現在の 文脈の 中で と ら

え よ う と して い る の が あ ら た め て わ か る｡ 森脇 の ピ ン

ポイ ン ト的 な指摘 に 対 し て ､ そ の 指摘 に 対す る 小幡の

応答が 多少迂遠 に 感 じ る の は ､ 指摘 を真聾 に 受 け と め

な が ら も小幡な り に さ ま ざま な 文脈を辿 り な が ら 問題

を 検討 して い るか ら だ ろ う と思 うo

こう した 問題 に かか わ っ て の 対す る 対話が
､

ア ク シ ョ

ンリサ
ー

チ に h
l

い て きわめ て 重要な の で は1j: い だ ろうかo

子 どもを育てる勘 所 ( 教師)

『批判的思考』 の 子 どもか ら 『受容的思 考』 と 『反省

的思 考』 をす る 子どもに 育て る 教師

小幡 肇

10 月 31 日 から 16 日 間､
フ ィ ン ラ ン ドと ス ウ ェ ーデ ン

の 教育視察 ( ･Ri 授 業 レ ベ ル で は
､ 本校 の ｢ 学習法｣ に

よ る壬受実の 方が
, 子 どもが 育 っ て い る こ と を改 め て 認 識

で き た) に 参加 した
L, 帰国 に よ っ て ホ ッ とす る の か と思

い きや､ な ぜか 両国で 過 ご した 日 々 が 懐かしく思 え る 日 々

を透 っ て い るc, そ して
､

あ くせ く と過 ごして きた
､

こ れま

で の 自分 に戻りた く ない と強く思 うよう に な っ た
｡ なぜ だ
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森脇 健夫 ･ 小幡 肇

ろう?

北欧に あ っ て ､ 日 本に ない もの ｡ そ れ は､ 魔女の 宅急

便の 背景に 出て くる よう な街並み (空間) を毎 日歩く楽

しみ｡ あるい は､ オペ ラや ミ ュ

ー ジカル 等の 文化 を楽 しむ

時間だ ろう ｡ ( ※ こ の よう な生 活が ｢ 人間ら しい｣ 生 活

な の だろう)

どう やら
､

そ れ らの ｢ ゆ っ たりとした空間と 時間｣ が
､

こ れまで の ｢ 子 どもを育 て る｣ 仕事に 携 わ っ て きた私自

身の 携わり方をも内省させる結果とな っ たようだ｡

最近､ 経験年数豊か な教師の 退職 を耳に する｡ なぜだ

ろう ? 私も同様の 年数 (30 年) とな り､ 少 し分かる気が

する｡

経験年数豊 かな教師を悩 ます 要因の
一

つ は
､ 授業中

や遊 び時間に お ける
､ 子 どもの ｢『批判的思考』 に よる

言動｣ 場面で はな いか と思える｡

｢『批判的思考』 に よる言動｣ は
､ 決 して ｢ 子 ども自

身が伸 びる｣ こと に つ なが らない と考え る多くの 教師 は､

どうす れば よい の か と悩み
､ 指導 に取 り組む｡ が

､ 子 ど

もの ｢『批判的思考』 に よる言動｣ はい っ こ うに 改善 し

て い かない ｡ かく言う 私も､
その

一

人で あ っ た｡

と こ ろが､ ｢ ゆ っ たりと した空間と時間｣ を過 ごしたこ

とに よ っ て ､ 帰国後､ ｢ 『批判的思考』 に よる言動｣ の

姿､
そ れも ｢ そ の 子 どもの 姿｣ と

､ 子 どもを ｢ ゆ っ たり

と見 つ め る｣ こ とがで きる ような 自分が 生ま れ つ つ あ る

( ※ これが 良い 事なの か
､

そ う で な い の か はま だ分か らな

い が) ｡ どう や ら
､ 自分に 不都合 と映る子 ども の 姿を も

｢受容で きる｣ 教師自身が必要 な こ とに 気 づ かさ れた｡

そ して
､

そ れを可能 とす るの が
､
｢ ゆ っ た りとした空間と

時間｣ と考える｡

｢『批判的思考』 に よる言動｣ をす る子 ども を､
い つ

まで も教師自身の 批判的な見方 ･ とらえ方 で 見て いて も

仕方がない ｡ 『批判的思考』 で はない もの を考えな けれ ば

ならない
｡ それ に 値す るもの が､ 『受容的思考』 で はな い

かと考える｡

例えば､ 生 活科の 学習 に取り組む子 どもの 姿 は､ 見て

いて ホ ッ とさせ られる｡ なぜ だろう ?

そ こに は
､ 自分の 持 っ て い る ｢ 力｣ を発揮 して

､ 自分

の思 い描い た ことに取り組む子 どもの 姿が あるだけで なく､

友だちの 様子や活動を ｢ 受容的に 見 つ め ､ かかわる｣ 子

どもの 姿があ るから で あ ろう ｡ 特 に ､ 幼稚園の 子 どもを

招い て 行 う活動 で は
､

1 ･ 2 年生 の 子 どもが幼稚園の 子

どもに 対 して ｢ 受容的｣ な姿 を創り出して い く｡
この と

き､ 子 どもは ｢『受容的思 考』 に よる言動｣ の 姿を見せ

る｡

各教科の 学習 も､ また 学級生活 も
､

この ような ｢『受

容的思 考』 に よる言動｣ の 姿 で も っ て
､ 営まれ て い くな

らば
､

どの 子 どもに も ｢ 伸びる姿｣ を見る こ とがで きる

だろう｡

で は､ どうす ればよい の か ?

例 えば
､ 学級生 活 に おい て

､ 友だ ちに 嫌な こ とをされ

た こ とや友 だちの 良くない 所 を指摘す る際に
､ ｢( 指摘 し

た 後に) だか ら
､ 皆も 『- と言 わない よう に しま し ょう｡

( - の よう な ことを しない よう に しまし ょ う｡)』 私 (僕)

だ っ たら
､ 『- と言わ ない ように します｡ ( - の ような こと

を しない ように します｡)』｣ と
､ 学級生 活 へ の 提案に 切り

替えて いくこ とで ある｡

ある い は
､ 画用紙に 印刷 した座席表 を配布して ､ 帰り

の 会の とき に
､

一

日
一

人 ､ ｢ 今 日 見かけた友 だ ちの 姿｣

を記 入 させる｡ そ して
､ 朝 の 会で 報告 させる｡ 取り組み

を行 っ て いく ｢ あたたか さの ある学級経営｣ を行う こ と

で ある｡

ま た､ ｢ お たずね｣ を単 な る授業活性化の 手法と とら

えるの で はなく､
｢ 『おたず ね』 が相手を知 り

､
理 解して

い こう とす る 『かか わり ( あ たたかさの ある つ ながり) 杏

育て る』 ことが で きると とらえ
､ 『おたず ね』 を活用 して

｢子 どもが つ ながる学習指導｣ を行 っ て いくこ とで ある｡

( ※ 拙著 ｢ そ こ が知 りた い 『子 どもが つ ながる』 学習指

導｣ 大阪書籍 をぜひ 参照 して い ただきたい ｡)

生 活科の 学習過程 で は､ ｢ 作る ･ 試す ･ 作り直す ･ 遊

ぶ｣ とい う ような学習過程 がよくある｡ これ は
､ 問題 発

見 ･ 解決学習 の 過 程 で ある｡ そ して ､ 生活科 の 学習活

動に おい て ､ ｢ 受容的に 見 つ め
､

か かわる｣ 子 どもが い る

から こそ ､ こ の ような学習過程を通 して 『反省的思考』

を育て る ことが可能 となる｡

こ の こ とは､ 子 どもと過 ごす 教師 に も置き換 えて 考 え

る必要 がある ｡ ｢ 受容的に 見つ め
､

かかわ る｣ 教師で あ

る｡

実は
､

現在､ 担任 して い る学級 (2 ･ 3 ･ 4 年と続 けて

担任) が 5 年生に な っ たとき､ 教師は子 どもの 話は し っ

かり聴 こう として い るが､ 友だ ちの 話をし っ かりと聴 こう

とす る子 どもがい ない とい う状況 ( 手遊 びやメ モ 回 しな

ど) とな っ た｡

そ の ような 状況 を見抜 き､ 指摘 した森脇健夫氏 ( 三

重大学教育学部教授､ 週 に
一

度は授業 を参観 しに 来 ら

れ て い た) との メ
ー ル で の 交信 を通 して

､
改善策を考え

た｡

それ は､ 子 どもた ちに そ れまで
､

｢ 子 どもの 話｣ を
一

言

一

句板書 して い た こ とをや め よう と思う (背中を 向けて

しまう こ との 弊害) と
､ 投げか けた ことだ っ た｡ する と

､

子 どもた ちは学習作文を 書く際 に必要 だから続 けて 欲 し

い と言 っ た｡ そ こ で
､ 自分の 話の 内容が 発表者に 確認さ

れ たら､ 先生 が板書す る位置を 示すか ら
､

そ こ に 書くと

いう シ ス テ ム に 切り替えた｡ ま た
､ 友だちの 話をメ モ する

欄 と
､ 聴 い た瞬間に どの よう な ことを思 っ たか ( へ え

､

そ う い うこ とか
､

ち ょ っ と違う なあ等) をメ モ す る欄を設

けた ワ
ー ク シ

ー

トに 取り組む よう に 切り替えた｡
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授業研究と して の ｢ ア ク シ ョ ン リ サ ー チ｣ の 試 み

こ の よう な取り組 みに よ っ て ､ 再 び授業 に集中す る 子

どもが戻 っ て き た｡ どうや ら､ 教師に 不都合 と映る子 ど

もの 姿を､ 教師自身の 問題点として とらえ
､ 解決策を考

え て 取り組んで みる こ とが功を奏 した よう で ある｡ そ の よ

う な 『反省的思考』 を教師自身も大切に して
､

子 どもに

問題発見 ･ 解決学習過程を通 して 『反省的思考』 を育

て るこ とを今後も取り組んで い きたい｡

しか し､
そ の ような 気持 ちに たて るの は､ や は り､ 子

どもも､ 教師も
､
｢ ゆ っ た りと した空間と時間｣ に 身を

置くこ とか ら始まるの だろう｡

これ まで の
､ 森脇氏 との アク シ ョ ンリサ ー チ ( 授業公

開とメ ー ル で の 交信) は
､

き っ と森脇氏の 言葉を ｢受容｣

的に 読 み取 っ て いくこ と に よ っ て
､
｢ ゆ っ たり とした空間

と時間｣ に 身を置くこ とを可能 とし
､

そ こか ら 『批判的

思考』 で 子 どもを見 て い た教師か ら 『受容的思考』 と

『反省的思考』 で 子 どもを見 る教師に 育て て くれたの だ

と
､ 感謝 して い る｡
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