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本稿 で は
､ 関係論 的ア プ ロ

ー

チ に よ る体育授業 の ｢学 習過程 の 構成原 理 と して の 円環 モ デ ル｣ と い う考 え方に

基づ き な が ら､ 小学校 6 年生 の 跳 び箱運動 の 単元 を構成 し実践 する こ と に よ り､
そ れ を検証 する こ と を目的と し

た｡ そ の 結果､ 次 の 二 つ の こ とが 明ら か に な っ た｡

第 一

に単元構成 に お ける 内容構成 は､ 運動 の 一 般 的特性 と ｢運動 の 文化 的特性｣ を掛 け合 わせ る か たち で構成

す る こ とが 求 め られ る と い うこ と で あ る｡ 第 二 に単元構成 に お ける学習過程 は､ ｢ 円環 モ デ ル｣ に よ っ て 構 成 す

る こ とが 可能で あり
､

そ れ に位置づ けられ て い る 四 つ の 工 夫 は
､
｢ 周辺的 な活動｣ を構成す る 際 の 手が か り と な

り 得 る こ とが 確認で き た と い う こ とで あ る｡

キ ー ワ ー ド : 体育授業､ 関係論的 ア プ ロ
ー

チ
､ 単元構成､

円環 モ デ ル
､

跳 び箱運動

1 . 緒 言

関係論的 ア プ ロ
ー

チ に よる 体育授業と は
､
｢ 学 ぶ｣ と

い う こ と の 意味の 復権 と ｢ 学び 合う｣ 文化の 再創出 を至

上命題 と する 日本 の 学校教育に お い て ､ 自己 ( 学習者)

と地者 (人 ･ モ ノ ･ 自然 な ど) と の ｢ か か わ り 合 い｣ に

よ っ て ｢ 運動 の 世界｣ を生成 して い く こ と を 重視 し
､ 今

の 生 に と っ て 意味 が生 ま れ そ れ が もと に な っ て 連続 して

い く 学習 の こ と で あ る｡ そ れ は
､
｢ 主体 と し て の 学習者

で あ る子 ど も｣ と ｢ 正 し さ を 内在する客体と し て の 運動｣

の 二 項 に 分 け､ ｢ 運動 ( 客体)｣ を ｢ 子 ど も (主体)｣ の

認識対象物 と位置づ け､
そ れ を獲得 し て い く営 み の こ と

で は な い ｡ す な わ ち､ 体育授業 の 基盤 と な る ｢学習｣ 概

念 を
､ 行動主義か ら な る ｢ 連合｣ や認知主義 か ら な る

｢獲得｣ と と ら え る の で はな く､ 状況主義 に 基 づ く ｢ 参

加｣ を基本理 念と す る も の で あ る｡

1)

岡野 は
､

こ の 新 しい 体育授業 の 単元構成､ 及 び学習過

程の あ り方 にか か わ り､ 関係論的 な パ ー

ス ペ ク テ ィ ブか

ら､ ｢ 意味世界の 再構成 と して の 体育学習｣ と い う 体育

授業 を理 解する際の 新 しい 視点 を提示し て い る
2)

｡ それは､

｢ 学習過程 の 構成原理 と し て の 円環 モ デ ル｣ と い う考 え方

で ある｡
この 考え方 を提出する に あ た っ て

､ 岡野 は体育

授業を 支えて い る学習論と プ レ イ ( 遊 び) 論 を 関係論的

な視点 か ら解釈 し なお し､ ｢ 学 びと プ レ イ ( 遊 び) の 意疎

世界｣
3)
と い う考え と､ 状況論的学習論 に お け る ｢正統的

周辺的参加｣
4) を導入する こ と で そ の 打開 を試 み て い る｡

そ の 関係論的ア プ ロ
ー

チ に よる新 しい 体育授業の 単元

構成 の 手順 は､ 次 の 通 り に 整理 で き る｡

* 三 重大学
辛 * 津市立北立誠小学校

①単元構成 に お け る 内容構成 は､ ｢ 文化 の 中心的な 活

動｣ か ら構成 し､ 具体的に は ｢取 り上げよ う と する

運動 の 中心的な お もし ろ さ｣ を 明確 に す る｡

②単元構成 に お け る展開構成 は､ ｢ 周辺的 な活動｣ か

ら構成 し､ 具体的に は四 つ の 意味 (( ま じ わ り ･ ひ

たる) ( なぞり ･ なりき る) ( か た どり ･ こ こ ろみ る)

( か た り ･ ま か せ る)) を た ち あ げ る た め の 工 夫 を

′
一 ■

･
イ丁つ ｡

③①と ② を ふ ま え た学習過程 は､ 超越志向 と共感志向

の 二 軸が 交差 し､ ｢ 中心的な お も し ろ さ｣ を と り ま

く四 つ の 意味世界 を
一

回り す る こ とか ら な る ｢円環

モ デ ル｣ を 指標と する (図 1 参照) ｡

超越 志向

･

⊥†
､

一

.

~

.

,

共感志向

図1 関係論的ア プ ロ ー チ に よ る体育授業 の 学習過程

( 円 環モ デ ル)

そ こ で 本稿 で は､ こ の 単元構成の 手順 に 基づ き なが ら

授業 を構想 し実践す る こ と に よ っ て ､ ｢ 学習過程 の 構成

原理 と して の 円環 モ デ ル｣ と い う 考え 方の 検証を 試み る

こ と が 目的で ある｡

2
. 単元の構成

2 . 1 ｢ 文化 の 中心 的な活動｣ の 構成

今回､ 試 み た授業 (実施年月 : 20 0 5 年 6 - 7 月) は
､
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岡野 昇 ･ 篠原

三 重県津市立北立誠小学校 6 学年 ( 男子 14 名 ､
女子 8

名) の 跳 び箱運動､ 全 6 時間 の 単元 で あ る o こ の 跳 び箱

運動 の 単元 を構成す る に あ た っ て
､ ｢ 文化 の 中心 的 な活

動｣ を ｢ 腕支持 で 跳 び乗 る ･ 跳 び越す こ と｣ と し た o

｢ 文化 の 中心的 な活動｣ と は
､ ｢ 取 り 上げ よ う と す る

運動 の * JL ､ 的 なお も し ろ さ｣ の こ と で あ り ､
こ れ を導 き

出す に あ た っ て
､ 今回 は 佐伯

5'

の 提示す る ｢ カ ル チ ュ ラ

ル ･ コ ン テ ク ス ト ( 文化的脈絡)｣ と い う 考 え に 示唆 を

受 け た ｡ こ の 考え は ､ ｢ 意味 あ る 運動 の 世界｣ を 学習 と

し て 構成 し よ う とす る 際､
運動 の 魅力を感知 す る た め の

視点 で あ り､ 運動 パ フ ォ
ー

マ ン ス の シ ン ボ リ ズ ム を解読

し よ う とす る もの で あ る ｡ こ の ｢ カ ル チ ュ ラ ル ･ コ ン テ

ク ス ト｣ の 視点 に 基 づ き､ 跳 び 箱運動 の 源流 を訊 ね て み

る
61 丁) e)

こ と に し たo

元来､ ｢ 跳 び 箱｣ と い う ｢ 器械｣ そ の も の は 体力 づ く

り を ね ら い と し た ス ウ ェ ー デ ン 体操 の も の で あ る ｡

一

方,

馬 と びや 乗馬術か ら巧技 と して 発展 し た の が ド イ ツ 体操

の バ
ッ ク や 跳馬 で あ り､ そ こ で は い ろ い ろ な跳 び方 を楽

し む自然fi 超勤 が 源流 に な っ て い るo ≠昆在 の 学校体育 に

位置 づ く 跳 び箱運動 は､ 前者 の ｢ 器械 を利用 し た 体力向

上 の 体操 と して の 器械体操｣ で は な く ､ 後者 の ｢ 器械上

で 運動 の 巧 み さ を争 う ス ポ
ー

ツ と し て の 器械運動｣ で あ

る ｡ ま た
,

こ の ｢ ス ポ
ー

ツ と し て の 跳 び箱運動｣ の ｢ 器

械 ･ 器具｣ と して 位置 づ く バ
ッ ク (4 本足 で 跳馬 を 小 さ

く し た よ う な器械) や 跳馬 の 開発は ､ ブ リ ュ
ー ゲ ル ( P .

B r u e g h e l
,

1 5 2 5 - 1 5 6 9) の 絵画 ｢子供 の 遊 び (1 5 6 0 年

作)｣ の 中の 一部 と して 措 か れ て い る ｢ 馬 と U
l

( ド イ ツ

語 で は､
ポ ッ ク と び ( 羊と び))｣ ( 図 2) が ヒ ン ト と な っ

て い る よ う で あ る o さ ら に
,

こ の 絵画 の 中に は ｢ 馬乗り

遊 び｣ を行 う子 どもの 姿も措 か れ て い る ( 図 5) o ド イ

ツ 体操 の 創始者､ ヤ - ン ( F
.J o h n

,
1 7 8 B - 1 8 5 2) が 国

民的 な体育運動展開 の 中核 を な す ｢ ツ ル ネ ン｣ を バ - ゼ

ン - イ デ で 本格的 に 始 め た の が 1 8 1 1 年 で あ る ｡ そ こ か

ら遡 る こ と 2 50 年以 上 も前 か ら
､ 子 ども た ち は 馬 ( 辛)

に 見立 て た人 を ｢跳 び越 し た り ､ 跳び乗 っ たりする こ と｣

を遊 ん で い た こ と に な るo

園 2 馬 と び遊び

充 ･ 山本 俊彦

図 3 馬乗 り遊 び

以 上 の こ と か ら ､ 現在の 跳 び 箱運 動 は ド イ ツ 体操 を源

流 と する ｢ ス ポ - ツ と して の 跳 び 箱運動｣ で あ り､
そ の

発展過程 は ､ 子 ども の ｢跳 び 乗り ･ 跳び 越 し遊 び｣ を原

点 に ､ 次第 に 競技性 の 色濃 い ｢ 跳び 箱を 使 っ た 支持跳 躍

運動 (跳 び越 す こ と)｣ に 変容 し て き て い る と 推察 さ れ

る｡ し た が っ て
､ 本単7 t: で は 跳 び 箱運動 の 原点と も い え

る ｢ 跳 び乗 る こ と｣ を 中心 に 単元 を 梢滅 し ､ L だ い に

｢ 跳 び越す こ と｣ へ と移 り変わ っ て い く よ う に , ｢ 文化 の

Lrj JL ､ 的な 所動｣ を 位置づ け る こ と と した o

2 .
2 ｢ 周辺 的な活動｣ の 構成

只体的な ｢ 周辺的な 活動｣ の 工 夫 は
､ 次 の 三点で あ る｡

第一に ､ ｢ 馬乗 り遊 び｣ を学習内容 と し て 導 入 L た 点

で あ るc こ れ は子 ど もた ち が抱 い て い る で あ ろ う ｢ 跳 び

越す こ と - 成功｣ ｢ 途中 で お尻が 着く こ と - 失敗｣ と い

う
､ 跳 び箱運動 に 対す る 概念 く ず し の た め で あ る o J

こ
ど

もた ち が 思 い き り 仲間の 背LL ] に 跳 び乗 り､ 数多く お尻 を

つ く 体験 が で き る よ う 試み た (
'

LI 真 1 参照) o

第 二 に
､ ｢ 跳 び乗 り､ 跳 び越 した く な る よ う な 楊｣ の

設定 で あ るo 今回 の 単元 の 中で 設定 し た 場 は
､

｢ ④ セ -

プ チ ィ
-

マ ッ ト を 立 て た場 ( 縦 o
.
6 m X 横 2 m X 高 さ

1
.
4 5 m ) ( 写真 2 参照)｣ ､ ｢ ⑧ ス テ ー ジ上 に マ ッ ト を 積 み

重 ね た場 (縦 o . 9 2 m X 蟻 1
. 7 2 m X 高さ 1

.
3 2 5 m ) ( 写貝 3

参照)｣ ､ ｢ ⑥ セ 1 プ チ ィ - マ ･

y ト を 積 み 重 ね た場 ( 縦 2

m x 横 1
,
4 5 m X 高 さ 1

.
2 m ) ( 写真 4 参照)｣ ､

｢ ⑳ マ ッ ト

を積 み 重 ね た場 ( 縦 1
.
2 m X 桟 1

.
5 4 m X 高 さ l . 2 3 m )

( 写真 5 参照)｣ ､ ｢ ⑤跳び 箱 6 段 の 場 ( 縦 o . 8 m X 鶴 o . 3 6

- o
.
6 9 m X 高さ 0

.
8 m )｣ ､ ｢ ㊦跳 び 箱 7 段 の 場 ( 縦 o . 8 m

x 偵 o
.
3 6 - 0

.
7 3 m X 高さ 0

.
9 m )｣ ､ ｢ ⑤跳 び 箱 8 段 の 場

(縦 o
.
8 皿 × 構 o . 3 6 - 0

.
8 血 × 高さ 1 m ) ( 写真 6 参照)｣ ､

｢ ㊥大跳び 箱 8 段の 場 ( 縦 1 m X 横 o
.
4 1 - 0

.
8 7 m X 高 さ

1 . 2 5 m )｣ の 8 通 り で あ るo
い ず れ の 場 も 7

･

ど も の ｢ 跳

び乗 り た い
､ 跳 び越 した い｣ と い う 挑戦意欲 をく す ぐ る

ため に
､ 文部科学省規格 の 跳 び箱 (例 えば 6 L安の 場合 は､

縦 o . 8 皿 × 桟 o . 3 6 - 0 . 6 9 皿 × 高さ 0 . 8 m ) よ り は る か に

高く , 長 い 場 を設定する と 同時 に ､ 安心 して 思 い 切り跳

び乗 っ た り､ 跳 び越 した り で き る よ う に マ ッ ト や セ ー フ

ー 7 8 -



関係論的 ア プ ロ
ー

チ に よ る 休背授業の 試 み

テ ィ ー マ ッ ト を用 い た や わ ら か な場 の 工 夫も試 み た｡

第 三 に､ 授業者を 三人体制と した点で ある. 授業者I は

第 二 筆者 ( 篠原) で 主 に授業全体 の 進行を っ と め
, 授業

者 Ⅱ は当該学級担任 ( 出口 明教諭) で 主 に 個 々 の 子ど も

に 対する支凄 に つ と め
, 授業者Ⅲ は 三 重大学大学院生

( 森島和博氏) で 学習状況 に 応じた跳び乗 り方 や 跳 び越 し

方を提示す る ｢ プ レイリ
ー ダ ー

｣ と して の 役割 に つ とめ た o

3
. 授業の 概要

実際 の 授業 の 概要 は
､ 次 の 通 り で あ る｡

第 l 時 は
､
｢ 腕支持で 跳び乗 っ たり

､ 友達 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 の も

と, 馬 の 長さ へ 挑戦する 二 つ の 活動を行 っ た｡

一

つ は
､ 個

人に よ る馬乗り遊 びで
､ 腕支持で どこま で 遠く へ 跳 び 乗れ

るかを競 い合 っ たo もう 一

つ は
､

チ ー ム 対抗 に よ る 馬乗り

競争で , 8 人全員が 凝支持で 跳 び乗 る こ と を競 い 合 っ た
o

授業者 Ⅰ ･ II は ､ 馬乗り遊び の 紹介 を行 うと同時に
､ 実際

に 子どもた ちとと もに馬乗り遊びの 活動を行 っ た ｡

第 2 時 は
､ ｢ 腕支持で 跳 び乗 る こ と を チ ー ム で 思 い き

り競 い 合 お う｣ と い う テ
ー

マ の もと ､ 馬 の 長さ へ 挑戦す

る 所動 と して チ - ム 対抗 に よ る馬乗 り 競争 を 行 っ た ( 守

真 l) ｡ 男女別 に よ る 8 人 1 チ ー ム を 3 チ
ー ム つ く り ､

そ れ ぞれ 対抗戦 を 行 っ た o 第 1 時と 同様 に
､ 授業者I ･

Ⅱ は
､

そ れ ぞ れ 男子チ ー ム に 加 わ り､ 子 ども た ち と と も

に 活動 を 行 っ た o 対抗戦形式 をと っ た た め
､ 各 チ

- ム ご

と で 跳 び乗 る 順番 や場所 を 決め たり､ 崩さ れ な い よ う な

踏 ん 蛋 りj T

'

を話 し合 う な ど の 姿 が 見ら れ た o

写真 1

第3 時は
､
｢ 腕支持 で セ ー フ テ ィ

ー

マ ッ ト に 跳 び 乗 る

こ と を チ ー ム で 思 い き り競 い 合お う｣ と い う テ
ー

マ の も

と
､ 高さ (1

.
4 5 m ) へ 挑戦する活動 と し て

,
｢ ④ セ ー

フ

テ ィ
ー

マ ッ ト を立 て た 場｣ に 跳 U
-乗 る こ と を 競 い 合 っ た

( 写真 2) o 男女別 に よ る 4 人 l チ ー ム を 6 チ - ム つ く り､

そ れ ぞ れ 対抗戦形式 で 活動 を行 っ た ｡ 授莞者Ⅰ ･ Ⅱ は 第

2 時同様､ そ れ ぞ れ 男子 チ
ー ム にbTZ わ り､ 子 ど もた ち と

と も に 活動を 行 っ た
｡

こ こ で もま た
､ 自然 に 作戦 や 跳 び

乗り 方を 考え る 姿が 見ら れ た ｡ なお
､ 跳 び乗 り方 は セ -

プ チ ィ
ー

マ ッ ト の 高さ が 1 . 4 5 m あ っ た こ と か ら ､ 大部
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写真 2

分 の 子 ど もが 跳 び つ い て よ じ登 る と い う も の で あ っ た ｡

第 4 時 は､ ｢ 腕支持で セ ー フ テ ィ
ー マ

ッ トや マ
ッ ト に思 い

きり跳 び乗ろう｣ と いう テーマ の もと,
二 つ の場 (｢ ⑧ス テ

ー

ジ上に マ ッ トを槙み重ねた 場 ( 写夷 S)｣ ｢ ⑥ セ - フ テ ィ
ー

マ ッ トを積み 重ね た場 ( 写員4)｣) を設定 し
､ 高さ ( 1 . 3 2 5

m
､

1
.
2 m ) へ の 挑戦する活動 を 行 っ た ｡ 授業 の 前半は ロ

イ タ
ー

板を使用しない で 活動を行 っ て い たが
､ 助走からマ ッ

ト へ の 跳び乗り の タ イ ミ ン グが っ かめ ない 子どもが 見 らオ1 た

ため､ それぞ れ の 場 に ロ イ タ
-

坂 を設置 した ( 以下 ､ 第 6

暗まで ロ イ タ
ー

板と踏み切 り板 を 設置 した) o ま た ､ 授業

者Ⅲ は 本時からの 登場で
､ 子 どもの 跳び乗 り方 と は異 な る

跳び乗り 方 ( 例えば
､ 台上前転乗り, 前方倒立回転跳 び

乗り､ 側方倒立回転跳び 乗り) を意図的 に 交え なが ら､

子どもとともに 活動 に取 り組ん だo

写真3 写真 4

箪 5 時 は
, ｢ い ろ い ろ な方向か ら凝支持で セ ー フ テ ィ ー

マ ッ ト や マ ッ ト に 思 い きり 跳 び要 ろ う｣ の テ
ー

マ の もと､

二 つ の 場 (｢ ⑤ マ ッ ト を頓 み 重 ね た 場 (写真 5)｣ ｢ ⑥セ -

フ テ ィ
ー

マ ッ トを 積み 重ね た場｣) を 設定 し
､ 長 さ (1 . 2

m
､ 2 m ) や 高さ ( 1 . 2 3 m ､ I

.
2 m ) へ の 挑戦す る 活動 を

行 っ た ｡ 授業 の 中盤で 腕支持 に よ る 跳 び乗 り方を 紹介す

る 時間を と り ､ 紹介さ れ た 跳び 乗 り方や も っ と や っ て み

た い 跳 び 乗り 方に 挑戦す る 時間を 後半に 設定 したo

前時 の 場 の 高さ よ り 低い 場 で あ っ た こ と や ､ 引き続 き

ロ イ タ
ー

板 や踏 み 切り坂 を設置 した こ と か ら
､

マ ッ ト を

跳 び越え て しま う + ど もが現 れ た ( 開脚跳 び 5 名､
か か

え込 み 跳 び 3 名､ 台上前転 7 名､ 側方倒立拭転跳び 1 名,

側転跳 び 1 名) ｡ そ の 中に は
､ 授業者Ⅲ が 繰 り 出す跳 び

乗り 方や 跳 び越 し方 に 誘発さ れ
､

そ れ を真似 す る 子 ど も

も 含ま れ て い る o



岡野 昇
･ 篠原

写真 5

第6 時 は
､
｢ 腕支持で 跳 び箱を 思 い き り跳 び越 そ う｣

と い う テ ー マ の も と ､ ｢ ②跳 び 箱 6 段 の 場 ､ ㊦跳 び箱 7

段 の 場､ ⑥跳 び箱 8 段 の 場 ( 写真 6 参照) ､ ㊥大跳 び箱 8

段 の 場｣ を設定 し
､ 長 さ ( 0

.
8 m

- 1 皿 ) や 高 さ (0 . 8 皿

- 1
.
2 5 m ) に 挑戦 す る活動 を行 っ たo 子 ど もの 挑戦欲求

が 高か っ た こ と か ら ､ 授業者 Ⅰ ･ Ⅱ ･ Ⅲ は ､ そ れ ぞ れ の

子ど も が挑戦 し て い る 跳 び越 し方 に 対する 技術的な指導

を 行 っ た D 1 9 名 の 子 ど も た ち が 腕支持跳 び 越 し ( 開脚

跳 び 17 名､ かか え込 み 跳 び 1 名､ 台上前転 1 名 ､ 頑 は

ね 跳 び 5 名､ 胤方倒立LE)1 転跳 び 1 名) を成功さ せ たo

.
/

･
J

-

-

写 真 6

4 . 学習過程 の実廃

字習過程の 実際は ､ 開 4 の 通 り に 整理 で き るo な お
､

下記文中の 鍵括弧内 は ､ 毎時間終了後 に 子 どもが 記蝕す

る 学習カ
ー

ド か ら引用 し た も の で あ る ｡

第 1 ･ 2 時 に お け る 馬乗り 遊 び ･ 競争 で は ､ 子 ど もた

ち は ( か た り ･ ま か せ る) 意味世界に あ っ た と み る こ と

が で さ よ うo そ れ は
､
｢ 高く 遠く へ 跳 び乗 っ た｣ ｢ 相手 に

体重を か け て ド ス ン と乗 る｣ ｢ 助走 を つ け て 思 い っ き り

乗 っ て お も り を し た｣ ｢ 下 の 土台 の 人を く ずす よ う に 事

を 着く と き に 思 い っ き り下 に 体重を か け た｣ ｢ 踏 み 切 っ

た 後､
重心 を相手に 向け た｣ と い っ た自分 の 身を 友達 に

( 働き か け て い っ た り) ､ くま か せ て い っ た り) , ( ゆ だ

ね て いく) こ と に 意識 が 向い て い た か らで あ るo

第 3 時で は ､ そ の 対象 が 友達か ら セ
ー

フ テ ィ
ー

マ ッ ト

に 変わ っ た こ と で ､ さ ら に 身を 放と う と する姿 が み られ

る な ど
､

セ ー フ テ ィ
ー

マ ッ ト と の 一体感 ( ( 溶 け 込 み)

充 ･ 山本 俊彦

体顔) を得 よ う と して い た o ｢ よ L , の ぽ っ た｣ ｢ ひ た す ら

l二に の ぽ っ た｣ ｢ 1 LF'】落 ち そ う に な っ た と き は が ん ば っ

て よ じの ぽ っ た｣ ｢ 跳 ぶ と き に マ ッ ト を け り な が ら 乗る

よ う にJL ､ が け た｣ と い っ た 記述か ら も､
マ ッ ト の 高さ と

格闘 しな が ら も
､

( ま じ わ り ･

ひ た る) 意味 が そ こ に は

た ち現 れ て い る と み る こ と が で き よ う o

第4 1 5 時 で は､ 授業者Ⅲ と 子 ど ら の 間 に 即興 の 徒弟

関係 が つ く ら れ た と み る こ と が で き よ う ｡ そ れ は , 明 ら

か に 授業者 Ⅲ が 繰 り広げ る行為に
､ 子 ども た ち が触発さ

れ て ､ そ の 行為を ( なぞ ろ う) と して い た か らで ある ｡

ま た ､ ｢ K 児 ( 前方倒立回転跳 び乗 り が で き た 友達) が

す ご い 回転 を し た｣ ｢ ま ね し よ う と 思 っ て も で き な か っ

たD く や L - ｣ ｢ ア ド バ
イ ス を受 け て 1 回転 に 挑戦 し たo

何回も挑戦 して い た ら, 浮く よ う に な っ て き た ｡｣ ｢ 跳 び

乗 っ た と き
､

す ご い と い わ れ た の が よ か っ た で す｣ か ら

も う か が え る よ う に
､ 即興の 徒弟関係 は子 ど も たち どう

しの 間 に も 広が っ て い っ た ｡
こ の こ と か ら新 し い 跳 び乗

り方 を す る 人 の よ う に ( なり た い) と い う 意味 も た ち あ

げ て い た と み る こ と が で き よ う o

そ して , 第 6 時で は
､
｢ 跳 び 箱恐怖症 だ け ど､

6 段 や 7

段 が跳 べ て よ か っ た｣ ｢ 何度もや っ て も 失敗 が 続 い た け

ど
,
友達 の を 観察 して

､ 実際 にま た 何回か や っ た ら ち ょ っ

と は跳 べ た の で う れ しか っ た で す｣ ｢ 今ま で で 跳 べ [i か っ

た 8 段 が跳 べ て よ か っ た｣ と い っ た よ う に
､ 自分 な り の

跳 び越 し方で くこ こ ろ み よ う) と す る 姿が み ら れ た ｡

以 上 の こ と か ら
, 本甲. 元 の 学習過程 は ､ ( か た り ･ ま

かせ る) - ( ま しわり ･ ひ た る) - ( なぞ り ･ な り き る)

- くか た ど り ･ こ こ ろ みる) と い う順序 で 意味世界 を ゆ

る や か に 円環 し て い た と 推察 さ れ る｡

共感志 向

園 4 本単元 の 学習過 程

5 . 捜業実践 を振り返 る

5 . 1 子 どもの ｢ 振り 返 り カ
ー ド｣ か ら

本単元終了後､ 子 ども た ち は 全6 時間 の 学習の 振 り返
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関係論的 ア プ ロ
ー

チ に よる 体育授業の 試み

り を (｢ 振 り返 り カ
ー

ド｣ へ の 記述) 二 つ の 観点か ら行 っ

た｡

一

つ は ､ 全 6 時間の 中 で 最 も印象 に 残 っ た時限 の 場

面を
一

つ 選択 し
､

そ の 理 由 を記述する と い う もの で あ る

(｢ ベ ス ト イ チ オ シ 場面｣) ｡ もう
一

つ は､ ｢ 跳 び乗 る ･ 跳

び 越すか らの 気 づ き｣ と 題 し､ 全 6 時間を 通 して 感 じ た

こ と を 自由に 記述する と い う もの で あ る｡

表 1 は､ ｢ ベ ス トイ チ オ シ 場面｣ を K J 法 に よ っ て 分

類 し浮き彫 り に さ れ た観点別 に ､ 選択時限 ごと に 人数 を

割 り振 っ た もの で あ る｡

ま た､ 表 2 は
､
｢ 跳び 乗る ･ 跳 び越す か ら の 気 づ き｣

を 同じく K J 法 に よ っ て 分類 し浮き彫り に さ れ た観点と

記述人数 を整理 し た もの で ある ｡

5
.
1

.
1 ｢ ペ ス トイ チ オ シ場面｣ か ら

｢ ベ ス トイ チ オ シ 場面｣ の 中で 最 も 多か っ た 時限が､

最終時の 第 6 時 で 1 1 名 (5 2 .
4 % ) で あ り､ 次 い で

､ 第 4

時 と第 5 時 の そ れ ぞ れ 3 名 (14
.
3 % ) ず っ で あ っ た｡

ま た
､

理 由の 記述 を カ テ ゴ リ ー

化 し た と こ ろ､ 二 つ に

大別さ れ た｡

一

つ は ､ ｢ 今ま で 乗 れ な い と思 っ て い たセ
ー

フ テ ィ
ー

マ ッ ト に 手伝 っ て も ら っ た け ど乗れ たか ら｣ ｢8

段 を は じ めて 跳 び越せ たか ら｣ ｢ 跳 び越す こ と が で き な

か っ たの が くや しか っ たか ら｣ と い っ た跳 び箱 な ど の 高

さ な ど へ 挑戦す る ｢克服｣ に 関する も の が 1 5 名 (71
.
4

% ) で あ っ た ｡ もう
一

つ は､ ｢
一

発で み ん な を くずれ さ せ

たか ら｣ ｢8 段 と か高 い の は跳 ん だ こ と が 前 か ら あ っ た

け ど
､ 腕支持回転跳び が で き た の は は じめ て だ っ た か ら

う れ しか っ た｣ と い っ た 跳び 乗り 方や跳 び 越 し方 に 挑戦

表 1 ベ ス トイ チオ シ 場面

第 1 時 第 2 時 第 3 時 第 4 時 第 5 時 第 6 時

克 服 o 名 0 名 2 名 3 名 0 名 1 0 名

達 成 0 名 2 名 o 名 0 名 3 名 1 名

す る ｢達成｣ に 関す る も の が 6 名 (28 . 6 % ) で あ っ た｡

こ の よ う に
､

す べ て の 子 ど もが 最も印象 に 残 っ て い る

場面 と して ｢ 挑戦す る こ と｣ を選択 し て い る こ と か ら
､

本単元 で は子 ど も の 挑戦意欲 を引 き 出す こ と に 成功 し た

と 考え る こ と が で き よう ｡ ま た､ ｢ 挑戦す る こ と｣ の 分

類か ら､ 挑戦欲求 に 基づ く克服型 に 特 に 魅力 を感 じて お

り ､ そ の 対象 は ｢跳 び越す こ と｣ へ 向 け られ て い たと と

らえ る こ と が で き る｡

た だ し こ の 結果 か ら､ 高学年 の 跳 び 箱運動 を 安易 に

｢跳 び越す こ と｣ を 中心 と し た克服型 で 単元 を 構成す る

こ と に は賛成 しか ね る｡ な ぜ な ら､ 確 か に本調査結果か

ら は､ 第6 時の 克服 に 子 どもた ち の 意識 は集中 して い る

が
､ 先述 し た ｢学習過程 の 実際｣ で もみ ら れ た通 り､ そ

こ に 至 る ま で の 馬乗 り遊 び ･ 競争 や ｢跳 び乗 る こ と｣ の

活動 が有意味 に 働 い た と考 え る か ら で あ る｡

5 . 1 . 2 ｢ 跳び乗 る ･ 跳び越すか らの 気づ き｣ か ら

｢跳 び乗 る ･ 跳 び越すか ら の 気づ き｣ を K J 法 に よ っ

て 分類 し浮 き彫 り に さ れ た観点 は､ ｢ 興味｣ ｢ 態度｣ ｢ 技

術的思考｣ の 三 点 で あり ､ そ の う ち ｢技術的思考｣ へ の

気 づ き が 最 も多く 51 . 4 % を 占め て い る｡

浮き彫 り に さ れ た三 っ の 観点 の それ ぞ れ の 構成要素に

注目 して み る と ､ 第
一

点目の ｢ 興味｣ は ｢ 新奇性 ､ 意外

性､
JL ､ 地 よ さ

､ 興味､ 反復性､ 克服性｣ と い っ た 意味か

ら､ 第 二 点目の ｢態度｣ は ｢ 協力､ 勇気､ 挑戦､ 執念｣

と い っ た意味 か ら成り立 っ て い る こ とが 明らか に され た｡

そ し て
､ 第三 点目 の ｢技術的思考｣ は ｢ 戦術的思考､ 踏

ん 張 り､ 助走､ 踏 み切 り､ 第 1 空中局面､ 着手｣ と い っ

た 視点か ら構成さ れ て い る こ とが 明 ら か に さ れ た｡

以上の こ と を 踏ま え て 言え る こ と ば､ ｢ 運動技術 を 教

え る か ら子 ども は運動技術を 獲得す る｣ と い う こ とで は

な く､ ｢ 文化 の 中心的 な活動 で あ る 取り上げ よ う と す る

運動 の お も し ろ さ を 明確 に し､ 周辺的な 活動を 工夫する

か ら こ そ､ 子 ど も は 自ずと運動技術を 身に つ けよ う と す

る｣ と い う こ と で ある｡ 事実､ 本単元に お い て 運動技術

の 獲得 を単元 の 中心 に 位置 づ け な か っ た の に ､ ｢ 技術的

思考｣ に 関す る気 づ きが全体の 約半数を占め る結果と な っ

て い る｡ ま た､ そ の 内容 に つ い て も､ ｢ 跳 び 乗 る こ と｣

に 関す る気 づ き は､ ｢ 跳 び乗 る｣ た め に 肝心 な 助走 か ら

両足踏み 切 り局面 に 集中 し的 を得 て い る｡ さ ら に ｢ 跳 び

越す こ と｣ に 関す る気づ き に つ い て も､ ｢ 跳 び越す｣ こ

と を 決定 づ ける 着手 の 局面 を あ げて い る子 ど もが 多 い こ

と か ら､ 技術的 ポイ ン ト を押さ え た気 づきと な っ て い る｡

表 2 跳び乗 る ･ 跳び越すか ら の 気 づき

馬乗 り競争 跳 び乗 る こ と 跳 び越 す こ と

興 味

新奇性( 1) 意 外性 . 心 地 よ 意外性( 2) ､
心地

さ( 1) ､ 興 味( 1) よ さ . 反復性( 1) ､

反復性( 1) ､ 克服

性(2 )

態度
協力(3) 勇気 . 挑戦(1) 勇気 . 挑戦(2) ､

執念( 1) 勇気( 1) ､ 執念( 1)

技 術 的

戦術即席拷( 2)､ 踏 み 切 り(2) ､ 着手( 6) ､ 助走( 1) ､

踏ん 張 り(2) ､ 踏 み切 り . 着手 助 走 . 踏 み 切 り

思考 助走( 2) (1) ､ 第 1 空 中

局面(1)

( 1) ､ 踏み切り( 1)

( ) は記述人数

5 . 2 ｢ 文化 の 中心 的な活動｣ の 構成 に つ い て

近年 の 跳 び箱運動の
一

般的 な授業 と して
､ 運動 の 機能

的特性 か ら見た 運動の 類型 に よ る挑戦欲求 に 基 づ く 達成

壁 (新 しい 跳び 方な ど へ 挑戦 して 楽 しむ) と克服型 (跳

び箱 の 高さ な ど へ 挑戦 して 楽 しむ) を 組み 合わ せ た 学習

過程 で 展開さ れ る もの が あ げ られ る
9)

｡

今 回の 取 り組 み は､

一

見そ れ と 類似 して い る よう に み
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え るが ､ 子 どもの 挑戟意欲 を既 に あ る もの と と らえ て い

な い 点が 異な る ｡ どう し た ら子 ど もの 挑戦意欲 を掻 き立

て る こ と が で き る か ､ と い っ た点 に 主眼 を置き､ ｢ 跳 び

箱運動｣ と は何か ､ と い う ｢ 跳 び箱運動文化の 中心的 な

活動｣ を ｢ カ ル チ ェ ラ ル ･ コ ン テ ク ス ト｣ の 視点か ら導

き出 した 点が 特徴的で あ る｡
こ の こ と は､ 従来 の 運動 の

一

般的特性か らの み ､ 単元の 内容構成が さ れ が ち で あ っ

た跳 び箱運動の 授業 に 対 し
､ 運動文化 (運動遊 び文化)

の 文化的状況や 文化的脈絡 を踏 ま え る
､

い わ ば ｢ 運動 の

文化的特性｣ と い う 視点 を組み 込ん だ点が 特筆す べ き こ

と で あ る｡

す なわ ち､ 関係論的 ア プ ロ
ー

チ に よ る体育授業 の 単元

構成 に お け る内容構成 は､ 運動 の
一

般的特性 と ｢運動 の

文化的特性｣ を掛 け合わ せ るか た ち で 構成す る こ と が求

め られ る こ と に な ろ う｡

5
.
3 ｢ 周辺 的な活動｣ の 構成

本単元 に お い て
､ ｢ 周辺的な 活動｣ の 工 夫 と し て 取 り

組ん だ こ と は三 点 で あ っ た｡ 第
一

に ｢ 馬乗 り遊 び｣ を学

習内容 と して 導入 し た点､ 第 二 に ｢ 跳 び乗 り､ 跳 び越 し

たく な る よう な場｣ の 設定､ 第三 に 授業者 を三 人体制 と

し た点 で あ る｡

既 に み て き た とお り､ ｢ 馬乗り 遊び｣ を 学習内容 と し

て 導入す る こ と で ､ ｢ 新奇性 ･ 協力｣ と い う 意味 と ｢戦

術的思考 ･ 助走 ･ 踏ん 張り｣ と い う視点 が浮 か び上 が っ

た｡ こ れ は
､ 従来の 跳 び箱運動 の 授業 に あ まり み ら れ な

い 傾向 で あ る｡ そ の 点 に お い て
､
｢ 跳 び 箱運動 - 跳 び越

す こ と｣ ｢ お尻 を っ く こ と - 失敗｣ と い う 概念 は
､ 崩す

こ とが で きた もの と思わ れ る｡ ま た､ 既成 の 文部省規格

の 跳 び箱 より は るか に 長く､ 高く､ や わ ら か な場 の 提示

は
､ 子 ど もの 好奇心 をくすぐり､ 安心 し て 挑戦す る こ と

が で き る意欲を 引 き出す こ とが で き た よう に考え られ る｡

さ ら に ､ 授業者 を三 人体制 と し
､

そ の 内
一

人 を子 ど もと

と もに 活動す る ｢ プ レ イ リ ー ダ ー

｣ と し て の 役回 り を す

る授業者 を位置 づ け た と こ ろ､ 子 ど もの ダイ ナ ミ ッ ク で

し なや か な跳 び乗り や 跳 び越 し を導 き出す こ とが で き た｡

こ れ らの 工 夫 は基本的 に
､ ｢ 円環 モ デ ル｣ に 位 置 づ け

られ て い る四 つ の 工 夫 に し たが っ て い る ｡ 第 1 ･ 2 時 の

馬乗り遊 び ･ 競争 は ｢ ル ー ル ( 遊 び方)｣ の 工 夫 に 属 し

て い る し､ 第 3 時か らの ｢ 跳 び乗 っ た り､ 跳 び越 し た り

する 場｣ は誰もが 参加 しや す い ｢場｣ の 工 夫 に 属 し て い

る｡ ま た､ 第 4 時の 中盤か ら設置 し た ロ イ タ ー

板 や踏 み

切り板 は ｢ モ ノ｣ の 工 夫 と して 位置 づ き
､
｢ 跳 び 乗 る こ

と｣ か ら ｢ 跳 び越す こ と｣ へ の き っ か け と な っ た｡ さ ら

に は､ 同 じく 第 4 時か ら登場さ せ た 授業者Ⅲ は ｢技術｣

の 工 夫の 仕掛 け人 で あ り､ 子 ど もの 挑戦意欲を 一

段 と高

め た｡

すな わ ち､ 関係論的ア プ ロ
ー

チ に よる 体育授業の 単元

充 ･ 山本 俊彦

構成 に お け る学習過程 は
､
｢ 円環 モ デ ル｣ に よ っ て 構成

す る こ と が 可能 で あ り､ それ に 位置 づ け られ て い る四 つ

の 工 夫 は､ ｢ 周辺的な活動｣ を構成す る 際 の 手 が か り と

な り得 る こ と が 確認 で き た｡

6
. 結 語

本稿 で は､ 関係論的 ア プ ロ
ー

チ に よ る体育授業 の ｢学

習過程 の 構成原理 と し て の 円環 モ デ ル｣ と い う考 え方 に

基づ き な が ら､ 小学校 6 年生 の 跳 び箱運動 の 単元 を構成

し実践す る こ と に より､ それ を検証する こ とが目的で あ っ

た｡ そ の 結果､
二 つ の こ と が 明ら か に さ れ た｡

第
一

に 単元構成 に お け る 内容構成 は､ 運動 の
一

般的特

性 と ｢運動 の 文化的特性｣ を掛 け合 わ せ る か た ち で 構成

する こ と が求 め ら れ る と い う こ と で あ る｡ 第 二 は単元構

成 に お け る学習過程 は
､ ｢ 円環 モ デ ル｣ に よ っ て 構成す

る こ と が可能 で あ り､
そ れ に 位置づ け ら れ て い る 四 つ の

工 夫 は､ ｢ 周辺的 な活動｣ を構成す る 際 の 手 が か り と な

り得 る こ と が確認 で きた と い う こ と で あ る｡

今後 の 当面 の 課題 は､ 他 の 運動領域 に お ける実践 を踏

ま え た ｢学習過程 の 構成原理 と し て の 円環 モ デ ル｣ の 検

証 で あ る｡
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