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･ 時 愛新
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I で は
､ 小規模特 認校 に お け る 3 年半 の 協 働研 究の 基盤 を 築く プ ロ セ ス と

､ 学生 達の ｢ 学び｣ を 中心 に 報告 し

た
｡ 本稿で は

､
｢ 教育懇談会｣ ｢ す み が く｣ にお け る研究者や 参与観察者の 役割 に つ い て 報告す る｡

キ
ー

ワ
ー

ド ; ア ク シ ョ ン リサ ー チ
､ 感性､ 体験 ･ 活動､

s w o T 分析､ 小規模特 認校

1 . は じめ に

20 0 7 年 1 0 月 16 日 に
､
S 小学校 に おい て ｢ 教育懇談会｣

が開催され た｡ 教職員､
児童

､
保護者 ､

地域の 方 々
､ 教育

関係者の 方 々 が 一

同に 介 した場 に 私達も参加 し (教員 2

名､ 学部生 10 名､ 大学院生 5 名) ｢s 小学校の 教育｣ に つ

い て 語り合 っ た｡ 初めて S 小学校を訪れた
` `

新参者
' '

とも

い うべ き学生の 声をこ こで 紹介しよう (下線は根津に よる) ｡

･ 三 重大学教育学部
辛 * 三 重大学教育学研究科

･ * * 三 重大学教育学部 4 年

ま た ､ 次の 感想 は､ 実習 に 行 っ た 経験や ､ 自 らの 学校

体験と 比較 して 捉え て い る｡

ま た
､ 現職 の 大学院生 は次 の よ う に 自分 の 実践 と照 ら

し あわ せ て い る｡
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根津知 佳了- 森脇健夫 . 南田 修司 ･ 倉田 真由美 ･ 日 下堀If ･ .

小 郡覇和歌7 ･ ･ 時 愛新

たり､ 自分を 表現す る 場 や 機会が た く さん 与 え ら れ て

い る o 毎日 の 先生 方 の ご指導の 賜物 で あ る と思 う が
､

は っ き り した 声 で ､ 物怖 じ し な い で 堂 々 と発表 を し て

い た の が 印象的 だ っ た ｡

ま た ､ 異学年の 交流か 盛ん で ､ 整列す る と き も上 級

生が リ ー ダ ー シ ッ プを と っ て 並ば せ て い た の が新鮮だ っ

た o 上の 子が 下の 子の 面倒を み る と い う の が ､ 伝統 に

な っ て お り､ 下の 子は 上 の 子の 行動 を見て ､ 自然 に リ ー

ダ ー

シ ッ プ のこ取り方を覚え て い く の だ ろ う と思 っ たo

( T)

学生達が感 じて い る よ うに
､

S 小学校は小規模校で あり,

き め細やか な指導が可能で あ る こと を特徴 として い るo

教師と子 ども の 言語関係 の 緊密さ や表現 の 機会 の 多さ

を 単純 に 計算す る な ら ば､
3 0 人い れ ば ､

4 5 分間 で 1 人

当 た り1 .5 分 し か そ の 機会 が な い ｡ 対 し て
､

S 小学校 で

は
､ 単純 に 1 0 分 は

､
そ の 機会が 保証さ れ て い る こ と に

な るo そ こ で は､
1 人 1 人 の こ

- ズ に 応 じた 指導 が 可能

で あり､ 効果的､ 効率的な学習 が可能 と考 え ら れ るo 私

達 は､ こ の 保証 さ れ た 時間 . 空間を 3 年 に わ た り参与観

察 し て さ た が､ 記録 を重 ね る こ と に よ っ て
､ 課題も感じ

て き たo

具体的 に は
､ 大規模校 か ら異動 し た 先生 が､ 時間の 使

い 方や閲係性 な ど
､

こ れま で の 実践知 や 方法論が そ の ま

ま通用 し な い と い う不安 を耳 に し て き た ｡ ま た ､ 外部 と

の 関係性 の 少 な さ や 内部 で の 関係の 固定化に よ る遠慮 や

本質逃避 な ど も時折見 て き た
o

3 0 数名 の 児童 の う ち教

組 は ｢ き ょ う だ い｣ で あり
､ 家庭 で の 関係が 教室 に 持ち

込 ま れ
､

授業空 間が 選者 す る こ と を目 の 当た り に した こ

と も あ る o 教師 に と っ て ､
4 5 分間､ 数名 の 子 ど も た ち

と 関わり続 け る と い う こ と は
､

適度 な ｢ 突さ 放 し｣ が し

に く い と い う こ と に も な る ｡ そ れ は
､

あ る 意味で
､ 自律

的1j: 学習態度 の 育成を 阻む と い う課題 に つ な が る 場合も

あ るo

2 . 小規模特認校に お ける体験 ･ 活動の意味

Ⅰ で も触 れ た か ､
2 0 0 4 年度 か ら 2 00 5 年度 に か け て 三

重 大字c o E ( B)
i

に は ｢ S ′ト学校 の 活動を意味 づ け る｣

と い う 役割 が あ っ た ｡ 3 年前 か ら か か わ っ て い る 学生 に

も
､ 教育現場 に お け る

"

新参者
'

.

で あ っ た 時期 が あ っ た

の で あ る ｡

私達は
,

田植え ･ プ ー ル 掃除 ･ 遠足 ･ 運動会 ･ 稲刈り ･

商店街集会 ･ 卒業式 な ど多く の 体験 ･ 活動 を共有 し て き

たD こ う い っ た 体験 が
､ 子 ど もた ち の 感性 を培 い

､ 人間

形成に 寄与す る こ と ば謹もが 確信 して い る もの の ｢ 豊 か

な体験 ･ 活動 と は 何 か｣ と い う命題 に 対 し て
､

お そ らく

明確 に 論究 し て い る 研究 ･ 報告 は少 な い の で は な い だ ろ

- 20

う かD

体験学習 の 問題点 に つ い て は 次 の よ う に 整理 で き る

( 森脇 2 00 7) o

① ｢ 豊 か な 体験｣ と よ く言わ れ る が 何か 豊か な の か 取 り

違 え が ある . 非日 常的な 体験､ ダ イ ナ ミ ッ ク な 体験が

｢ 豊 か さ｣ と さ れ て しま い
､ 子 ども た ち に と っ て の

｢ 豊 か さ｣ が 問題 に さ れ な い ｡

②評価 の 方法や 観点が 不明確で ､ や ら せ っ ば な し に な っ

て しま う ｡

@ 地域 の 協力が 得ら れ る こ と は と て も大事な の だ が
､ 学

校 の 主 体性が 失わ れ ､ イ ベ ン トや 行事を つ くり あ げ る

こ と に 目が 向 い て しま う｡

ま た ､ ｢ 体験学習｣ に つ い て 評価 が し に く い の は､ も

と もと ｢ 体験学習｣ の 目標の た て に くさ に 原因か あ る o

つ ま り ｢ 知識 ･ 技能獲得E] 標型授業｣ は
､ 追試や 再現が

可能 で あ る o

一

方で ｢ 体験 ･ 活動型 授業｣ は 偶然性に 左

右 さ れ
､ 検証可能と は い い が た い ｡ 時 に は

､ 目標か ら 逸

脱 し て しま う に もか か わ ら ず ､ 学ん だ こ と に 意味が あ る

場合が あ る ｡

こ の よ う に 考え る と ､ 体験 ･ 活動 に よ っ て は 目標を リ

セ ッ トし な けれ ば な ら な い 場合もあ る だ ろ う o 子 どもた

ち は ､ 体験 ･ 活動 に よ っ て ､ 教師が 目標と して 設定 した

以上 の こ と を 学ぶ か ら で あ る D こ の よ う な 場合に は ､ 子

ども の 行動 に 即 して 方法を 変え る 実践的な 知 か 求め ら れ

る｡ 換言 す る な ら
､

｢ 体験学習 の 指導 ･ 支援 ≠ 体験 ･ 活

動 の 成功｣ と な る o

そ こ で
､ 活動体験の 評価で 重要な の は ､ 結果の 評価と

な る｡ 目標 に 即 した 評価と 目標 に はな い が 達成さ れ た こ

と へ の 評価と して ､ 次の 2 点が 必要で あ る o

①多角的評価 ( 自己 評価､ 相互 評価
､

教師 ･ 他者か ら

の 評価)

壇) 多層的評価 ( 振り 返り へ の 評価､ 行為 へ の 評価､ 関

係性 の 変化 へ の 評価)

s 小 学校 で の
` ■

炭焼 き体験
' '

もさ ま ざま な角度 か ら ､

ま た 多層的 に 評価さ れ る ぺ き で あ る o 囲え ば
､ 子 ども同

士 の 学 び合 い
､ 子 ども が どの よ う に 地域の 方 々 と コ ミ ュ

【写 真1 . 地 域の 方々 と の 炭焼 さ体験】



小規模特認 校 に お け る ア ク シ ョ ン リ サ
ー

チ 的試 み 1Ⅰ

ニ ケ ー シ ョ ン を と っ て い く か
､ あ る い は 自分た ちの 直面

す る 問題 を ど の よ う に 解決 しよ う と した か ､ な どで あ る o

こ う した こ と は , 最初の 目標か ら ず れ る か も しれ な い o

しか し子 どもた ち の 学び を し っ か り 拾い 出 し て い く こ と

に よ っ て 体験 の 豊か な 意味をす くい と っ て い く こ と が で

き る の で あ るo

s 小学校 は 小規模特認 校の た め
､

7 名 の 児童か 学区外

か ら 通学 し て い る が
､

保護者 は ｢ 何 か｣ を 期待 して S

小 学校 を選択 し て い る こ と に な る o ｢ 何 か｣ を 明 ら か に

す る こ と か
､

S 小学校 と の 協働 の 目的で もあ る ｡

3 . 感 性

私達 は ､
S 小学校 に 対 し て

､ 次の よ う1j
'

プ ロ セ ス を重

視す る こ と を提唱 し て さ た o

･丑感受す る ( 休内感覚､ 五 感 を適 し て 対象を感 じ る)

雷
､

感 じ た こ と を 共有す る ( 身体知 の 共有)

⑨宛先の あ る 言葉 も宛先 の な い 言葉 ( 内言) も重視 す

る

･す感 じ た こ と を言草 ･ 文字 (形式知) に す る

･$ l 言葉 どう し を連結す る

(61言葉 を体験 で 確か め る (内面化)

【写真 2
. 田植 え】

①か ら⑥の 過熱 こ ど の よう に 教師が か か わ る か は
､

発

達年齢 や活動 ･ 体験 の タ イ ミ ン グ に よ っ て 変わ る た め
､

参与観察を 通 して
, 子 ど もた ち の 暗黙知か ら 形式知 へ の

変換 の プ ロ セ ス を 重視 し た 記 録 を重ね て き た o そ こ で
､

｢ 感知 し た もの ( 暗黙知) を 形式知 に 変換 す る 力 ､
あ る

い は形式知 を 暗黙知 に 変換 す る 力 を感性｣ と規定 し
､

S

/ト学校 の 課題と して
､ 次の よう に 投げか けて き た

"

o

(
v
T l 体内感覚や五 感を 存分 に 発揮さ せ る よ う な体験活 動

が 文化を つ く り だ して きた 人間 の 営み へ と つ な げ られ

て い る か ?

管) 自然 ･ 地域 の 力を生 か しさ れ て い る か ?

(含 体内感覚､ 五感 か ら形式知 へ 変換力､ ま た 形式知の

自 己内 へ の 変換力 の 支援 に お い て , 少人数の メ リ ッ ト

を 生か しき れ て い る か ?

2 1

4
. すみがく

こ こ で
､

三重 大学 c o E ( B) が 考案 し た 感性 の フ レ ー

ム ワ
ー

ク を紹介 し よう ｡

こ れ ほ
､ 研究者 と現場 の 先生方が

､ 子 ども た ち の 発言

や 行動i ･ 共有す る た め の ツ ー ル で あ る
1iL

o 例 え ば ､ 炭焼

菖 や 田植 え な ど
､ 身体性 を伴 っ た 活動 を 共有 した 時に 大

事 に した い こ と は
､ 子 ども逮 が 五感 を通 して 感 じた こ と

を 表現 す る 瞬間で あ るo 図 1 の ｢ 内面的 - 暗黙的 - 共有

的｣ か ら ｢ 表出的 - 形式的 - 共有的｣ に 向か う 矢印 ( 点

線) が そ れ を表 して い る｡ と も す る と
､ 活動体験は ｢ 内

面的 - 暗黙的 - 個別的｣ な レ ベ ル で 終結 して しま う か
､

そ れ を無理 に 言語化 さ せ る こ と で ｢ 表出的 - 形式的 - 共

有的｣ 象限に 押 し込 め て し ま う こ と が あ る ( 実線) a

【国 1 , 感性の フ レ ー ム ワ ー

ク (C O E ( B) , 2 0 0 6)】

私達 は
､

こ の フ レ
ー ム ワ

ー ク と参与観察記録 を 照合 し

て
､ 何度か 子 ど も達 の 学 ぶ 姿を伝 え て 菖 たo そ れ らを通

して
､

一

人
一

人の 子 どもた ちが ｢ い ま ･ こ こ で｣ あ る い

は
､

｢ あ の と き ･ あ そ こ で｣ 何 を 感 じ
､

どん な 表情を し

て い た の か を語り あ う と い う場 と し て ､ 小規模校 は好環

境 で あ る こ と は共通認 識 と し て き て い るo

こ の よ う な摩緯 か ら ､
2 0 0 7 年度 に 産 ま れ た 体験 ･ 活

動 (授業) か ､ ｢ す み が く｣ で あ る｡ ｢ 大字 の 先生は , 感

性が 大事 っ て い わ は る け ど､ 感性が な い っ て どん な こ と

や 7 ｣ ｢ 感性 が な い 子 ども っ て どな い に な る ^ J や｣ ,
と い

う 現場の 先生方 の 発想が ｢ す み が く｣ の 原点 で あ る｡

｢ す み か く｣ は
､ 毎月 l 回最終金曜 日 の 5 限に 3 年生

以上 の 子 ど もた ち を対象 に 行わ れ て い る｡ そ れ ぞ れ の 先

生が ｢私 の 感性 と は0 0 で あ る｣ と い う もの を ｢ こ だわ

り｣ と して 投薬を展開す る と い う もの で あ るo そ の 名前

の 由来を子 ど も た ち に 問 い か け たと 引 こ
､

S 小学校 の 伝

統と な っ て い る ｢ 炭｣ が最初 に 挙げ られ ､
そ の 他に ｢ 隅 っ

こ｣ ｢ 住 む｣ ｢ 墨｣ な ど, 感性 ワ ー ドと 思 われ る 単語が い

く つ か 出さ れ た o しか し､ 未だ に そ の 真相 は明 らか に さ

れ て い な い o 子 ど も と先生方 と 大学と で ｢ す み か く｣ を



般沖知 任+ ･ 森脇俊夫 ･ 南田 修 司 ･

j> [tl ,

Lil
.

: 由 美 ,

Ll 下璃子
･ 小那覇和 歌-t

･ 時 愛 新

創 っ て い く と い う構想 で あ る o 子 ど もの 内面に 着目 し
､

表現 を共有 し
,

そ し て 再 び 内面 へ と､ 丁寧 に 戻 そ う とす

る 教師の 願 い こ そ か ､ ｢ す み がく｣ の 授業 の 根幹を な し

て い る と い え よ う｡

こ こ で
､

第 2 回 目の ｢ す み がく｣ に つ い て 事例 を報告

し
,

先述し た多角的評価と多層的評価 に つ い て 検討す る o

こ の E] 用 意 さ れ た の は
,

M 教諭 が 作成 し た 3 コ マ の

絵 で ある
L､■

o

【写真 3 . S さ ん の 1 コ マ 目】

M 教諭 こ そ が ｢ す み が く｣ の 名付 け親で あ るo ｢ な ぜ
､

4 コ マ の 絵を描く と い う 活動を選 ん だ の か｣ と い う 問い

に 対 して は､ ｢ 私自身 が 夢中 に な れ る し
､

1 人 で 活動す

る こ とを守 っ て あ げ ら れ る し､ あ とか ら作品と し て 見る

こ と が で き る か ら = ･｣ と述 べ て い る ｡

【写真 4
.
S さ ん の 2 コ マ 目】

4 年生 の S さ ん は
､

｢ 砂場｣ ｢ 穴｣ と い う M 教諭 が 投

げ か け た 情報 が触覚的な イ メ
ー

ジ に つ な が っ た よ う で ､

｢ 蛇｣ を 3 コ マ 目 に 措 い て い る ｡ こ こ で
､ 材 の 評価 に 視

点 を移す な ら ば
､

こ の 体験 ･ 活 動で まず 蚕要だ っ た の は
､

｢ 砂場｣ ｢ 穴｣ と い う 子ども に と っ て 身近な ア イ テ ム で あ っ

た ｡ そ れ は
､ 間接的で あ っ た が

､ 子ど も た ち の 五 感 を揺

さ ぶ っ た か ら で あ る
｡

M 先生 は
､ 例 と して ｢ お ば け｣ を提示 し た ｡ こ れ に

つ い て は ど う だ ろ う かD 子 ど も達 は ､ 目の 前 に ｢ 穴｣ を

想定し
､ 手 を動 か しな か ら イ メ

-

ジ を ,S ､ く ら ま せ て い る

か の よ う で あ ･

7 た o ｢ 砂場｣ と い う 場所 が 優位 に 働 い た
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と思 われ る 子 どもた ち は
､

カ ニ
､

蛇な どの 動物 を描 き ､

｢ 穴｣ と い う ア イ テ ム を意識 し た 子 ど もは
､
｢ 何か わ か ら

な い モ ノ か 出て く る｣ と い う 発想に な っ た よ う で あ る｡

特 に ､
M 教諭 の 例示 に影響 を 受 け た 子 ども逮 は

､
｢ 見た

こ と もな い 生 物｣ を 描くグ ル
ー

プ と ｢ 手 に 入 れ た い モ ノ｣

を措 く グル - プ に 分か れ た o

【写 真5 . S さん の 3 コ マ 呂】

川 田順造 は , 文化は 複数 の 感性の 相互作用か ら 生 ま れ

た と し
､

次 の 6 点を 挙げ て い る
1

D

甘体内感覚 ･ - 原初的感覚

･

'

% ' 喚 覚 ･ ･ ･ 原初的感覚 ( 記憶 の 喚起)

･S 一味 覚
･ ･ ･

共同体

④触 覚
･ -

共属感覚 ( 指先は 除く)

⑤聴 覚
L ･ ･

音声認 識に か か わ る が 受動的情動的

(釘視 覚 -
･

言語行為と の か か わ り が 大き い

こ の 活動 の 場合､ L1 に 焦点が 当て ら れ る こ と か ら
､ 前

述 し た よ う に ､ そ の 解釈や 評価を 多角的 ･ 多層的に T ｢寧

に 行 う こ と に よ り ､ 教育活動 と し て の 目的と の 整合性を

検討す る こ と が で き る の で あ る D

【写 真 6 . S さん の 4 コ マ 目】

ほ ぼ 全員が
,

3 コ マ 目に 措か れ た モ ノ と の 関係性 を 表

す 感情表現 を 4 コ マ 日に 措 い て い た こ と が特徴で あ っ た.,

多 く の 子 ども 達 が
､
｢ 砂場｣ と い う 枠 ( 時間 ･ 空 間) を

超え た 未来を措い て い る 中で
､

S さん だ けが ｢ 泣い て い る｣

姿 を表現 し
､

蛇 た ちが あ た か も ｢ 何 で 泣 い て い る の ? ｣

と い う表情 を し て い る 絵を描 い た o
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こ れ ら の 作品ほ
､ 後日 廊下 に 展示 さ れ た か

､ 私達 は こ

のr F 品の 解釈 に つ い て
､ 前期の 検討会 で 取 り上 げ た ｡

【写 真 7 . 平 成 19 年度前簸検討会】

そ こ で
､

S さ ん と
. L

き ょ う だ い
"

の 問題 や ､ 思春期を

迎 え た 女子 の 関係性 の 問題か 検討 さ れ た
｡ ｢ 何 か し ら 不

安 を か か え て い る の で は な い か｣ と い う 解釈に 対 して
､

現 場 の 光!t
'

. 方か ら は ､ ｢ 確 か に そ の
一

端 は 4 コ マ の 絵 に

表れ て い る｣ と し
､

口 常 の 様子や
､ 教職員 の S さ ん と

き ょ う だ い へ の 関わ り に つ い て の 説明か あ っ た｡ そ の 際

に 重要な役割 を果 た し た の が
, 学生 の 残し た 5 年間の 記

録 で あ っ た ｡

私達 は
､

S 小学校 の 子 ども た ち の 生 活 の わ ず か な 部分

し か 共有 し て い な い が
､ ｢ だ か ら こ そ 見え て く る モ ノ が

あ る こ と｣ ､
そ れ を共有 ･ 共感 す る た め の 信頼関係 を 築

く こ と 自体 に 意味 が あ っ た こ と を確信 し て い る o

5
.

S W O T 分析

最後 に
､ 教育懇談会 で 実施さ れ た ｢ S W O T 分析｣ を

取 り上 げ るo ｢ S W O T 分析｣ と は
､ 内部的環境 の 強 み と

弱み
､ 外部的環境 の 強み と弱 み を意識す る こ と に よ り､

｢ 特色 あ る学校 づ く り｣ や ｢ 問題 の 解決策｣ を 検討す る

方法で ある
■､

｡

学校 に 支I 1 仇 r= 也 (

LL ^I ●Jr

苧l垂( = 及 冒 的【こ1■ く

tB 合- B ib

S W O T 分 析 を 話 月 し ±=

特 色 づ く LJ と 句鹿 p j央

･ S ＼V O l■～) 紡 L f = 埼 黒 か ち .

i ) t tp
r

t d n 虫 ■ / - ▼ ql l I

上 = ･ ヽ ■ l■ l壬■
L

t J l t~
L た ｢ 特 色 あ る TZ- 肋 ｣ I J

こ
可

敬L こ( = る .

･

白坂 の 外 ! 田内 喋 ク〉n 石 打⊃V

L
r
.
lL･

-

E
l■tI て

`

l ■ ん F r t 】

す る
r
閉止A3 iZ

L

方 神 ｣ し 睡

I ) で き ろ

_

【図 2 . S W O T 分 析】
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1 0 月 に 実施さ れ た 教育懇談会は ､ 初め て の 試 みで あ っ

た の で ､
4 つ の 要因 を言語化 して も らう 作業を 重視し た

( 各 グ ル ー プ の 意 見 は ､ 巻末 に 掲載 さ れ て い る 表を 参照

の こ と) c l

【写真 8
.

グ ル ー プ に よ る S W O T 分 析】

こ こ で
､ 毎週 こ の S 小学校 で 参与観察を して い る 草

生が
､

座布団 に 座 りな が ら 何を 感 じた の かを紹介す る o

印象的 だ っ た の は
､ 人数が 少 な い の で

､

一

人
一

人に

丁寧 に か か わる こ と がで き る 反面､ 子 ども に 必要以上

に か か わ っ て し まう と い う 側面 も あ る､ と い う意見が

出 た と き に
,

H 先生 が ､ 自分 の 実践 で も そ れ は 反省

す べ さ 点 で
､

見え て しま う の で どう し て も手 を だ し て

しま う と い う こ と もあ り
､

そ れ は 改善 し て い く べ さ点

で ある ､ と い う こ と をお っ し ゃ っ た こ と だ っ た ｡ S 小

学校か ､ 家庭 に ､ 地域 に ､ オ ー プ ン に な っ て い る と感

じた o そ れ は
､ 子 ど もの た め に ､ ど の よ う に す る こ と

が 一

番 い い の か と い う こ とを
､ 先生方か 連携 し て Er 々

試行錯誤され て い る こ とか ら､ 閉故的な部分か!j: く な っ

た よ う に 思 う o ま た
､

そ こ か ら､ 保護者 の 方 が 自分 の

子 ども の 育て 方 に つ い て 考え る こ と等を語 る と い う こ

と に 広が っ て い っ た ｡ そ れ を ､ 様 々 な 立 場 の 人か 共有

で 重 た と い う こ とか ら､ こ れ か ら 同 じ と こ ろ に 向か っ

て い く こ と が で 去 る よう に 感 じた D 私た ち も､
あ の 填

で ､ 地域や 保護者の 方に ､ 継続的に 観察 して 子 ど も達

に 対し て 思 う こ と を 伝え る こ と が で き ､ 私た ちの 活動

が
､

地域 や 保護者 の 方 々 に も受け 入 れ て も らえ た よ う

に 感 じ る｡ ( 倉 田)

こ れ ま で
､ 参与観察 の 記 録を ま と めて 学期 ご と に 提出

して も ､ 先Lt
'

. 方 の 要求と ず れ て い る こ とが 多か っ た が
,

本稿Ⅰ で 触れ た/ト規模佼の 良 い 点と 思わ れ か ちな 特徴 に

つ い て ､ 現場 の 先生の 生 の 声を 聞く こ とが で き た こ と は

大き な
一

歩で あ っ た と い え よ う ｡

5
,

6 年 牛 の 発表 を 通 し て ､ 見慣 れ た 風景 を 感 じ る

こ と で
､ 学校 に 対 す る 新 た な 愛 が 生 ま れ る｡

5
,
6 年



根 津知 作了･ ･ 劉 畠催 夫 ･ 南田 修司 ･ 倉FFr 真由美 ･ 口 下f孟子 ･ /ト那 覇 和歌+ ･ 時 愛新

生は こ の 学校に い る時間が長 く て
, 普段見慣れ た 場所､

風景に 対し て
､

懐か し い 思い を 持 っ て い る こ とを 感 じ

た ｡

s w o T 分析 に つ い て
､ 最初 グ ル ー

プ に 分 けて
,

請

し 合う と き､ 多く の 地域 の 人や 保護者の 方が と て も戸

惑 っ た o そ れ ぞ れ 意見を 出 した 後に
､ お 互 い に 共有す

る 部分が多 い こ と も強く感 じた o 最後の 各 グル
ー プ の

発表か ら こ の 点も 感じ た ｡ せ っ か く そ れ ぞ れ 出 した 意

見 を共有す る こ と が で き た か ら､ ま た 別の 機会で
､

そ 1

れ に つ い て 深く検討 し て
, 普段気づ い て な い 問題を解

決で き た ら と思 うo ( 時)

【写 真 9 . 模造 紙 にか か れ た S 小学校の 特徴】

子 ども た ち の 発表 に 対 して と S W O T 分析 の 両方 に 関

わ る 感想で ある か ､ 新参者 と異 な る の は､ 子 ど も た ち や

参加者の 言動 に ､ 自ら の 気づ き を投影 し て い る点 で あ る G

そ れ は
､ 毎週

､
s 小学校 と い う 空間 に 身を 置 い て い る も

の だ か ら こ そ 感 じ る も の と い え よう ｡

そ れ は
､

表面的 な こ とで は な い o 学生 の 身体 に は､
3

年間通 っ た と い う
一

字 び や空 間の 履歴
' 1

が 残 っ て い る

こ と を学生 白身が 感 じ て い る の で は な か ろう か ｡

三 重県下 に は 小額模特認 校 か 4 校 あ るo 特認 校 の 看板

を掲 げ る S 小学校 の 課題 に 焦点 を 当て た 3 年間で あ っ

た が ､ 選択 し て 学区外か ら通 う 保護者 の 悩 み を引 き 出す

こ とか で さ た こ と ( 網掛 け部分) が収穫 だ っ た と い え る

だ ろ う｡

S /ト学校 の 地域 の 方､ 保護者 の 方と 話をす る の は初

めて の 経験 だ っ た ｡
S 小学校の メ

r
) ッ ト ､

デ メ リ ッ トを

考 えて い っ た が ､ 先生方 と保護者の 方､ 地域の 方が 会言古

をする よう に 意 見 を出して い っ た 様子が 印象的だ っ た o

■

言わなければい けない か ら
-

で ほ なく
､ 言い た い か ら言うo

そ して
､

そ の 場の メ ン バ ー が そ うそ う
､

と相づ ちを打 つ と

い う 自然な話 し合 い だ っ た ｡ 学生か ら の 意見も同 じよ う

に 受け入 れて い た だ けた よ う に思 う｡

最後 a) ほ う､
で M ち ゃ .ん の お 母さ ん が ｢自分 は特認

で 来 て る｡ - 地域め 人は 特認の ^ の こ-とをどう思hv て ,ち

か却不変な ときかあるJ とすここ七 不卦プセ韓弓始め た｡

時間か な く
､

そ れ 以上話 は 進ま なか っ た が
､ き っ と 一

番聞き た か っ た け ど今ま で 聞 け なか っ た こ と だ っ た ん

環境か そ こ に は あ っ た のだ と 思う o そ れ を言 い 出せ た

だ ろ う D 話 の 内容 は
､

こ れ か ら S 小学校 が 考 え て い

く べ き問題7
L

j: の だ と思う か
､

こ の E] ､ 保護者 . 先Li
'

.

･

地 域 の 方 ･ 学牛 と共 に 語り合え た と い う 事実 か ら 3 年

間 の 活動 の 重み を感 じ た ｡ ( 日 下)

森脇先生 の 講演を踏ま え て ､ グル ー プに 分かれ て ワ ー

ク と して S W O T 分析を用 い た作業 を行な っ た の だ が
､

そ の 前 に 講演会で の 感想が い く つ か 出さ ゎ た ｡ 大半 の

方か ｢ 少人数教育 - き め細や か で 学力向上 に つ なが る

教育｣ と い う 認識 を 持 っ て い た よ う で あ り ､ さ ら に

｢ 体験 す る 授業｣ の 意味に つ い て も必 ず し も メ lトソ ト

だ け で は な い こ と が 意外 と の 発言 も あ っ た ｡ S W O T

分析 に よ っ て S 小学校 を 客観的か つ 内側 ･ 外側 の 両

面か ら 捉え な お し を図 り､ 新た な発 見や そ こ に あ る 改

善点 な ど に つ い て 意見を 交 し合え る 場 を設定す る こ と

は 学校づ く り へ の 取 り組み を 進め て い く 中 で と て も 重

要 な機会で ある と 感 じた o 他者 の 意見 に 耳を傾 け､ 意

見 をく み か わ す 中で ､ 多く の 方 が ｢ な る ほ ど !｣ と う

な ず き あ っ て い た こ と が 印象と して 強く 残 っ て い る ｡

象た + 普段iま話 せ
:
な い 本音を藩る場面ち見られ たo 小

- 2 4 -
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鯵 よう な場ギか ら こ そこの 本音 で あ者こ､ 撃鍍 ･v

地域 ･こ保達者とい う三 者 の

傑護者の 想
.
ち:)ミの 共有串展帝さ弛でも)̂ t = こ と,がi

i

S 小 に

浅 い 方向性を与 え 春の で 襟養 い かe,

懇談会 の 場 に お い て
､ 数人の 保護者 に ｢ い つ も 私の

+ ども を 見て く れ て あ り が と うo 大学生 が 来 る こ と を

子 ども た ちは 楽し み に して い る よ う で
､

い つ も家に 帰 っ

て か ら話を し て く れ る ん で す よ｣ と 話し か け ら れ た
｡

運動会 へ 参加 し た 暗も 同 じ こ と を 言わ れ た ｡ 保護者の

私 た ち へ 対す る 認識､
さ ら に

､ 言 わ ば内部 の 懇談会に

払 た ち の 参加 を 快く 受 け 入 れ て く れ る S 小側o 私 は

今年 か ら 活動 へ 参加 し て い る か､
3 年間か け て 積 み 上

げ て き た 関係性 を 大き く 実感 す る こ と と な っ た D

(
.
小 那覇)

6 . まとめ

私達 の 活動 は ､ ｢ 個｣ の 存在を 丁寧 に 記 述す る こ と か

ら始 ま っ た ｡ そ こ に は ､ 子 どもだ けで は な く, 先生 方や

私達自身 も含ま れ る o S 小学校 と い う空 間に 身を 投 じな

が ら
､

そ の 文化 や 先生 方 の ラ イ フ ヒ ス ト リ
ー

､ 地域の 歴

史を考え た 時期も あ っ た ｡ 子 どもた ちか 成長す る よ う に ､

学校 も年度 ごと に体制 が 変 り つ つ も成長し ､ 私達も成長

を続 けて い るD よ り成熟 した 協働関係で 有り 続 ける た め

に
､ 最後 に ｢ 教育懇談会｣ で 提出さ れ た S W O T 分析の

マ トリ ッ ク ス を提示す る こ と で
, ま と め に か え た い o

主主

i 学長裁量経費 (20 0 4 - 2 0 0 8 年度) 感性 シ ス テ ム の 構

造化 と そ れ を基盤に した ア ク シ ョ ン リ サ ー チ的ア プ ロ ー

チ の 可能性

- ｢ 感 じ る 力｣ を 培 う 教育 モ デ ル の 開発 に む け て -

根津知佳子代表

il 椎塚久雄 : 感性 を シ ス テ ム と し て と ら え る o 企業診

断､ 同友社 9 月号 p p . 3 3 - 4 3 ( 2 0 0 4)

iil 根津知佳子 ･ 森脇健夫他 : 子 どもた ち の
"

感性
''

を

可視化 す る ､ 『感性哲学 5』 東信望 p p . 1 0 8 - 19 9

( 2 0 0 6)

根津知佳子 : 学びの 空間を変え る こ とに よ っ て 掬い 集 め

25

支援的 に

働く 場合

【因 3
,

マ トリ ッ ク ス】

s 小
`

芋校 の

強 み

s 小 学校 の

弱 み

阻 害的 に

働く 場合

下 校時 の 安

全惟

統 合
･

配合

の 危機

大規模校や

地域外 で の

コ ミ ュ ニ ケ

問題 解決帯

られ る コ ト ･ モ ノ : 感性哲学 第 7 号 東信堂 ( 200 7)

根津知性子 ･ 森脇健夫他 : 子 どもた ち の 感性と 力を可

視 化 す る 試み 1 ･ 皿
､

三 重大学教育学部附属実践総合

セ ン タ ー

紀要.
三 重大学教育学部附属実践総合セ ン タ ー

､

第2 7 号､ p p , 2 l - 2 8 ( 2 0 0 7 )

i v 2 0 0 7 年 6 月 29 日 ( 金) に 図書室に 於 い て M 先生 が



根津知佳子 ･ 森 脇健夫 ･ 南 田 修司 ･ 倉 田真 由美 ･ 日下穏子 ･ 小那覇和歌子 ･ 時 愛新

行 っ た｡

v 2 0 0 7 年 9 月 2 9 日 第 6 回 目本質的心 理 学会 シ ン ポ

ジ ウ ム 資料 (於 : 奈良女子大学)

vi 教育懇談会､ 森脇健夫 パ ワ
ー ポ イ ン ト資料 よ り

A グル ー プ B グル - プ c グ ル ー プ D グ ル ー プ

S た て の つ な が り

個性､
イ キ イ キ

､ 協力

異学年 と の つ な が り た て の つ なが りが し つ か 授業 中､ 先生 の 目が よく

強み 上級生 を 見なか ら 育つ り して い る 届く

(内吾【環 境) 家族的 で あ る 2 年生 か ら リ
ー

ダ
ー

シ ツ 子 ど も同 上 の 仲が 良 い

お互 い に 受 け 人れ る こ と プ 先生 とも仲良く

少 人数 な の で い き と ど い か で き る

全校が 体験 で き る

3 4 名 の 児 童 を 全 職 員 で 発表 で き る よう に な る

て い る

よく働く､ 気が付く

体験活動

達成感

ミ シ ン . パ ソ コ ン な ど 1

人 1台使 え る○

物 を大切 にす る

見守 つ て い る

一

人
一

人 に 役割が あ り
､

責任感が 育 つ

経験が 豊富

天然 . 炭焼 き
. 蛋

個性を 大切 に 指導

教具設備が 整 つ て い る

T 自信

W もま れ る事 が少 な い

教師 と児童 の 関係

ソ フ ト . キ ッ クな ど､
チ - 遠慮が な い 行事 (運動会 . 草取り)

弱 み

(内部環境)

ム 対抗が で き な い

競争心 (甘 え る . の ん び

り して い る)

f- ど も と先生 と の 距離

修学旅行や 社会見学 さ び

競争心 か な い

相手 に 言葉を 使 つ て 説明

な どの 人数が 不足す る

年の 差が も つ 落差 に よる

先生 と思 わ な い

先生 に 頼 る

なれ あ い に な り か ち

主 体性

自分 を表現 で き る 児童

に

人間関係

中学 ヘ の 不安

す る

係の 仕事な どで 休み 時間

指導が し づ らい ( こ ども

の 中 で も)

私か
､ 私が

､
と 前に出る

( 先輩 . 後輩) - 甘え

し い ( 保護 者の 負担)

環境 に 合わ せ られ な い こ

ともあ るの で は

が な い ぐ らい 忙 し い

少人数 で の 友達の つ な が

り

先生 との 距離か 近す ぎる

0

支援的

(外部環境)

自然が い つ ぱ い

地域の み ん な で 子 どもの

自然が あ ふ れ て い る 豊 か な 自然

地域か 協力的

親も協力的

地域の 老人 と保護者の 協 どの 子の こ とも親や 近所

支援 (卒業 して も)

保護者の 支援 に よ り活動

で き る

自分の 子以外 に も

力

学校が 地域の 拠点

が よく 知 つ て い る

T

阻害的

(外部環境)

交通安全面が 心 配

サ ル

下校の 時､ 人数が 少な い

権利を 主 張 した 際 に 批判

され に く い

外部か ら入 り に く い 雰囲

気

統合 . 廃校 (困惑) 下校時の 安全性

中学生 に な る と 人数の 多

さ に 圧 倒さ れ る

外 の 会議 で 緊張
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