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「ICT を活用した学習指導力」の育成を目指す取り組み（実践報告）  
 

市田敏之 1），加藤純一 1），駒田聡子 1），中條敦仁 1），高橋摩衣子 1），  
萩原浩司 1），上野祐一 1），澤友美 1），強力大和 2）  

 

1）皇學館大学教育学部  
2）伊勢市立修道小学校  

 

1 .は じ め に  

本 稿 は ，令 和 3 年 度 に 実 施 し た「 I CT 教

育 特 別 講 座 」の 実 践 を 報 告 す る も の で あ る ． 

周 知 の 通 り ，近 年 の 学 校 現 場 に お い て は ，

I CT 機 器 を 利 用 し た 教 育 活 動 が 急 速 に 拡

大 し て い る ．令 和 元 年 6 月 に は ，学 校 の 各

教 科 等 の 指 導 に お い て 情 報 通 信 技 術 の 活

用 等 を 推 進 す る こ と を 目 的 の 一 つ と す る

「 学 校 教 育 の 情 報 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 」

が 制 定 さ れ た ． ま た ， 同 年 12 月 に は 学 校

に お け る 1 人 1 台 端 末 の 整 備 等 を 図 る

「 G I G A ス ク ー ル 構 想 」 が 発 表 さ れ ， そ の

予 算 も 計 上 さ れ た ．こ の よ う に ，学 校 に お

け る I C T 機 器 を 活 用 し た 学 習 指 導 の 充 実

は ，学 校 現 場 に お い て 優 先 度 の 高 い 政 策 と

な っ て い る ．  

か か る 動 向 の 中 ， 教 職 課 程 に お い て も

「 I CT を 活 用 し た 学 習 指 導 力 」を 育 成 す る

こ と が 強 く 求 め ら れ る よ う に な り つ つ あ

る ．例 え ば ，教 職 課 程 科 目 で あ る「 各 教 科

の 指 導 法 」 や 「 教 育 方 法 及 び 技 術 」 で は ，

従 来 か ら も 教 授 内 容 に 情 報 機 器 及 び 教 材

の 活 用 を 含 め る こ と が 求 め ら れ て い た が ，

平 成 31 年 度 開 設 教 職 課 程 認 定 申 請 （ 再 課

程 認 定 ）に 際 し て ，教 職 課 程 コ ア カ リ キ ュ

ラ ム と の 対 応 を 通 じ て ，講 義 シ ラ バ ス へ の

反 映 が 厳 格 化 さ れ る こ と と な っ た ． ま た ，

令 和 3 年 に は ，教 育 職 員 免 許 法 施 行 規 則 が

改正さ れ ， 令 和 4 年 度以後の入学生に は

「 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 教 育 の 理 論 及

び 方 法 」 に係る 授業科 目 が必修 と な っ た ． 

と ころで ，本 講 座 に お い て受講 を募っ た

令 和 3 年 度卒業予 定 学生（ 平 成 30 年 度入

学生）は ，教 育 実 習 や 学 校ボランティア の

経験を 通 じ て ，学 校 現 場 に お け る I C T を 活

用 し た 学 習 指 導 に 接 す る 機 会 は あ っ た も

の の ，講 義 等 に お い て I C T を 活 用 し た 学 習

指 導 に つ い て 学 ぶ 機 会 は 多 く は な か っ た

と い え る ．ま た ，自身が児童生徒と し て就

学 し て い た 際 に も I CT を 活 用 し た 学 習 指

導 を 受 け た 経 験 が 十 分 で は な い 者 が 多 い

こ と が 想 定 さ れ る ．一 方 で ，教 職 に就く 際

に は I C T を 活 用 し た 学 習 指 導 を 実 施 す る

に あ た っ て の 最 低 限 の 知 識 や 技 能 が 求 め

ら れ る と と も に ，そ の 知識・技能は 学 校 現

場 に お け る 実 践 の 蓄 積 と と も に 高 度 化 し

続け て い る ．  

以上 の 関心か ら ，教 職希望の 学生を 対象

に 学 校 現 場 で 求 め ら れ る I CT を 活 用 し た

学 習 指 導 力 を 獲 得 さ せ る こ と を 目 的 と し

て「 I CT 教 育 特 別 講 座 」を企画・実 施 す る

に至っ た ．  

な お ，本 取 り 組 み を 実 施 す る に あ た っ て

は ，令 和 3 年 度 皇 學 館 大 学 学長裁量経費の

交付を得た ．  

 

2 .講 座 の 概 要  

本 講 座 は ，卒業後に 教 職 に就く こ と を 予

定 し て い る 4 年生を 対象に受講希望者 を

募っ た ．講 座 の案内 は 学 内掲示や manab a
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シ ステム を 通 じ て の 告 知 ，さ ら に は ，小 学

校 教 員 を 目 指 す 学生の勉強会で あ る「 つ ば

さ 」を 通 じ て趣旨や スケジュ ー ル を説明し ，

申 し込み を促し た ．  

表 1 は 令 和 3 年 度 I C T 教 育 特 別 講 座 の

日程 ，内 容 及 び受講者数を示し た も の で あ

る ．講 座 は全 8 回で 構 成 さ れ ，初回は「 I C T

を 活 用 し た 学 習 指 導 の 現 状 と 教 員 に 求 め

ら れ る資質・能力 」と 題 し ，伊 勢 市 教 育 研

究 所 情 報 教 育 担 当 主 事 に よ る 講 演 を 行 っ

た ．第 2 回以降は ，国語，算数，理科 ，社

会，家庭，体育 ，音楽の 各 教 科 に つ い て ，

2 ク ラ ス編成 で 講 座 を展開 し た ． な お ， 第

8 回講 座 に つ い て は ，新型コロナウイル ス

の 再 拡 大期と重な っ た た め ，対面形式で の

実 施 を見送り ，受講者がオンデマンド形式

で視聴す る体制 を 構築し た ．  

受 講 者 数 の 推 移 に つ い て は 表 に 示 す と

お り で あ っ た ．卒業論文の執筆と時期が重

複す る た め か ， 12 月 の受講者が少な い傾

向 が見ら れ た ．ま た ，オンデマンド形式で

実 施 し た た め で あ る か は 定 か で は な い が ，

1 月 は受講者数の増加 を み る こ と が できた ． 

（ 市 田 敏 之 ）  

3 .各 回 の 実 践 報 告  

( 1 )外部 講師に よ る 講演  

I CT 教 育 特 別 講 座 を担当す る に あ た り ，

事 前 に 皇 學 館 大 学 の 担 当 者 と 打 ち 合 わ せ

を 行 っ た ．そ の 際 ，演題 を「 I CT を 活 用 し

た 学 習 指 導 の 現 状 と 教 員 に 求 め ら れ る 資

質・能力 」と し ，伊 勢 市 に お け る I C T 教 育

の 実 践 事 例 や 学 校 現 場 に お い て 教 育 活 動

を展開 す る 際 に留意し て い る点， そ し て ，

新卒教 員 に 求 め る資質・能力 等 に つ い て 講

じ る こ と を依頼さ れ た ．そ こ で ，講演準備

あ た り ，打ち合わせ時の依頼内 容 を軸と し

て 内 容 を 構築し た が ，併せて ， I C T を 活 用

し た 学 習 指 導 が 求 め ら れ る 現 下 の 社 会 背

景や将来 の社会展望，そ し て そ れ を踏ま え

た 政 策 動 向 に つ い て も 言 及 す る こ と と し

た ．  

講演内 容 は概ね以下の 通 り で あ る ．  

最初に ，学 校 現 場 に お い て I CT 教 育 が 導

入さ れ る背景を 講 じ た ．具体的 に は ，令 和

元 年 末 に 発 表 さ れ た「 G I G A ス ク ー ル 構 想 」

を手が か り に ，近 い将来 に 実 現 す る こ と が

予 想 さ れ て い る S oc ie ty  5 . 0 と呼ば れ る社

会を前提と し て ，学 校 教 育 で は 予測不可能

回 実施月日 クラス 内容 受講者数

1 10月13日（水） ICTを活用した学習指導の現状と教員に求められる資質・能力 50

Aクラス 社会科におけるICTを活用した学習指導 13

Bクラス 国語科におけるICTを活用した学習指導 19

Aクラス 音楽科におけるICTを活用した学習指導 13

Bクラス 社会科におけるICTを活用した学習指導 20

Aクラス 国語科におけるICTを活用した学習指導 15

Bクラス 音楽科におけるICTを活用した学習指導 13

Aクラス 家庭科におけるICTを活用した学習指導 8

Bクラス 算数科におけるICTを活用した学習指導 12

Aクラス 算数科におけるICTを活用した学習指導 9

Bクラス 家庭科におけるICTを活用した学習指導 6

Aクラス 体育科におけるICTを活用した学習指導 4

Bクラス 理科におけるICTを活用した学習指導 4

Aクラス 理科におけるICTを活用した学習指導 20

Bクラス 体育科におけるICTを活用した学習指導 18

※第8回講座は新型コロナウイルス感染症拡大防止のためオンデマンド形式で実施。

8※ 1月19日（水）

表1　令和3年度ICT教育特別講座の日程、内容及び受講者数

6 12月8日（水）

7 12月22日（水）

4 11月24日（水）

5 12月1日（水）

2 10月27日（水）

3 11月10日（水）
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な 未 来 社 会 を 生 き 抜 く 力 を 児 童 生 徒 に 身

に つ け させる こ と が必要と さ れ ，そ の為の

手段の 一 つ と し て I CT の 活 用 が位置づけ

ら れ て い る と い う こ と を伝え た ．  

次に ，受講生が ，新年 度 に 教 職 に就い た

最 初 期 に 確 認 す べ き こ と を 列 挙 す る こ と

で ，I CT を 活 用 し た 学 習 指 導 を 行 う に あ た

っ て の条件や 制約を 認識し ，自身の 教 育 活

動 と し て「何が できる の か 」と「何が でき

な い の か 」を考慮す る必要性が あ る こ と を

示し た ．具体的 に は児童生徒用 の 端 末 の種

類や アプリ ，フィルタリング設 定 等 は自治

体に よ っ て異な る こ と ，教 員 用 端 末 の 整 備

状 況 や 映 像 出 力 方 法 も 一 様 で は な い こ と

を 例示し ，現在，受講生が 学 び ，使用 し て

い る 機 器 やソフトウェア ，教 授 方 法 が唯一

の も の で は な い こ と い う 認 識 で 備 え て お

く こ と が必要で あ る こ と を示し た ． ま た ，

ネットワー ク運用 の ル ー ル に つ い て も ，ネ

ットワー ク（ 特 に ク ラウド）を 利 用 し た 学

習 活 動 や 成 績 管 理 に は 利 便 や 効 果 高 い 一

方 で ，個人 情 報漏え い の リ ス ク も 想 定 さ れ

る た め ，学 校 現 場 で は そ の ル ー ル 化 に苦慮

す る 現 実 を紹介し た ．  

さ ら に ，伊 勢 市 に お け る I CT 機 器 を 用 い

た 学 習 活 動 の 現状を示し た ．も と よ り ，他

の 市町と 同様に 伊 勢 市 に お い て も ，学 校 現

場 に お け る I C T 機 器 の 利 用 は 学 校 や 教 員

に よ っ て多様で あ り ，一 部 で は ，児童生徒

を 指 導 す る に あ た っ て 極 め て 高 度 な 実 践

も展開 さ れ て い る ．し か し な が ら ，本 講 座

で は ，受講者の 学 校 現 場 に お け る経験や見

聞が多く は な い こ と を 想 定 し ，スタートア

ップ段階の 教 員 に 対 す る 研 修・研 究支援の

際 に 提 供 す る 内 容 を ア レ ン ジ し て 講 じ る

こ と と し た ．具体的 に は ，タブレットの カ

メラ 機能（写真・動画・音声）を 利 用 し た

学 習 指 導 実 践 の紹介で あ る ． 伊 勢 市 で は ，

I CT 機 器 の 活 用 の 第 一歩と し て ，カメラ 機

能 を 用 い た 学 習 指 導 を 行 う こ と を 促 し て

い る ．す る と ，例 え ば 小 学 校 に お い て は児

童 自 ら が 校 内 の 気 に な る 場 所 を 撮 影 し た

り ，中 学 校 で は生徒が 進んで 部 活 動紹介を

行 う に あ た っ て の 動 画 や ス ラ イ ド を 作 成

し た り す る 等 ，教 員 の役割が「 I C T 機 器 の

使い 方 を 教 え る こ と 」で は な く「 I C T 機 器

を 用 い る た め の枠組 み を準備 す る こ と 」で

あ る と の 気 づ き が 共 有 さ れ る こ と と な っ

た こ と 等 を紹介し た ．  

こ の他に も ，学 習支援ソフト（ロイロノ

ート・ス ク ー ル ）を 利 用 し た ，考え を ま と

め て 発 信 す る 活 動 や そ れ ら を 共 有 し 比 較

す る 活 動 ，あ る い は ，共同編集す る 学 習 活

動 に つ い て紹介し た ．一連の 活 動 を紹介す

る に あ た っ て は ，ロイロノート・ス ク ー ル

の 各 機能の説明に終始す る の で は な く ，教

員 は こ れ ら の 活 動 を 通 じ て 児 童 生 徒 に い

か な る 技 能 を 身 に つ け さ せ る の か を 意 識

す る こ と が重要で あ る こ と を 強調し た ．つ

ま り ，学 習 活 動 に お い て は ，児童生徒（ あ

る い は 教 員 ）が I C T 機 器 を使い こ な す こ と

が重要と い うわけ で は な く ，I CT 機 器 の 利

用 を 通 じ て ，自分の考え を ま と め ，他者に

わ か り や す く 伝 え る こ と が で き る よ う に

な る こ と が重要と な る ．なぜな ら ，自分の

考え を ま と め ，伝え る と い う 行為は ，学ん

だ こ と を 本 当 に 理 解 で き て い な け れ ば 困

難な こ と で あ り ，そ の意味で は 学 習 の 本質

を 達 成 し て い る か 否 か を 判 別 で き る も の

と考え ら れ る た め で あ る ，と の見解を提示

し た ．  

最後に ，ま と め と し て ，I CT を 活 用 し た

学 習 指 導 を 行 う に あ た り 大 切 に し て ほ し

い こ と を 5 つ に ま と め て示し た ． そ れ が ，

情 報モラ ル 指 導 の徹底，「 まずは や っ て み

る 」と い う 教 員 の姿勢 ，児童生徒が未来 の
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社会を切り拓く 力 を 育む指 導 ，校務の効率

化 ，そ し て ，現在の社会的背景を鑑み ，児

童生徒の 学 び を止め な い た め に「 備 え て お

く 」こ と で あ る ．こ れ ら は ，いずれ も ，現

在 そ し て 将 来 の 学 校 に お い て 展 開 す べ き

事柄で あ り ，新年 度 か ら 教 職 に就く受講生

に は 是 非 と も 心 に 留 め て い た だ き た い こ

と で あ る旨を伝え ， 講演を締め た ．  

（ 強 力 大 和 ）  

 

( 2 )国語科  

 G I G A ス ク ー ル 構 想 に よ り 1 人 1 台 端 末

の環境が 推奨さ れ ，現在はほぼそ の環境が

整 っ た と い っ て よ い状況と な っ た ．結果，

徐 々 に で は あ る が 実 践 事 例 が 提 示 さ れ つ

つ あ る ．  

 し か し 実 践事例 を俯瞰す る と ，算数や理

科 ，社会で は 活 用 のイメージが つ か め て い

る よ う で ，多く の事例 が 報 告 さ れ て い る も

の の ，国語科 に お い て は乏し く ，現 場 教 員

か ら も ，国語科 でどの よ う に 活 用 す れ ば よ

い かわか ら な い と い う声も聞か れ る ．  

 こ の こ と を踏ま え ，本 取 り 組 み に お け る

国語科 で は ，I CT 機 器 の紹介や使い 方 を論

じ る前に ，国語科 教 育 の 現状，めざすべき

こ と ，課 題 を把握す る こ と が重要と い う観

点か ら ，以下の 3 点に つ い て確認 す る こ と

か ら始め た ．  

①国語科 は『学 習 指 導要領（ 平 成 29 年

告示 ）』 に お い て 要と さ れ る 教 科 で あ

る こ と  

② 学 校 生 活 に お け る 言 語 活 動 す べ て に

お け る基幹と な る 科 目 で あ る こ と  

③ 児 童 が 今 後 生 き て い く 上 で 必 須 と な

る「論理的思考」「プログラミング的思

考」「 想像的思考」を 活字を 通 し て身に

つ け る 科 目 で あ る こ と  

 I CT 活 用 は ，機械をどう使う か に終始す

る傾向 に あ る が ，や は り 教 科 指 導 と い う点

か ら ，国語科 に お い て は ， 3 つ の 研 究 （素

材 研 究・教 材 研 究・指 導 法 研 究 ）を お こ な

い ，そ の 先 に ，児童が思考す る た め のツー

ル （考え の可視化 ，考え の集約と 発 表 等 ）

で あ る こ と を 意 識 す べ き で あ る こ と を 認

識すべきで あ る ．  

 国 語 科 教 育 の め ざ す べ き 方 向 性 を 確 認

し た 上 で ，以下のテーマを持っ て ，受講生

と 意 見 交 流 を し な が ら ， 国 語 科 に お け る

I CT 機 器 や そ の 機 能 の 活 用 の 可 能 性 に つ

い て見識を深め た ．  

テーマ ( 1 ) I C T 機 器 活 用 に お け る忘れ て

は い け な い基 本 的 な 考え 方 と

は  

テーマ ( 2 )具体的 な 活 用 方 法 の提案と そ

の 方 法 の有効性の検討  

テーマ ( 3 )国語科 に お け る 活 用 のポイン

ト（ 活 用 場面の検討）  

テーマ ( 4 )教 育支援シ ステム 「ロイロノ

ート・ス ク ー ル 」の使い 方 と使

え る 場面  

 テーマ ( 1 )に つ い て は ，「どう使う か で は

な く ，教具と し て使う こ と で何が できる よ

う に な る の か ，何を考え る こ と が できる の

か 」を常に意識す る こ と が重要で あ る こ と ，

テー マ ( 2 )で は ， 学 び姿 の 理 想 と し て掲 げ

ら れ た「主体的・対話的 で深い 学 び 」と I C T

機 器 活 用 の 関連を考え な が ら ，常に ，「 こ の

活 用 で ，こども の○○は 育 つ の で あろう か 」

と自問自答し な が ら ，活 用 方 法 を考え る こ

と が必要で あ り こ と ， を確認 し た ．  

 テ ー マ ( 3 )で は ， 国語 科 教 育 で 展 開 さ れ

る 授業に お け る効果的 な 活 用 場面と し て ，

「①課 題提示と 授業の 目 的・目標の明確化 」

「 ② 目 標 達 成 に 対 す る 評 価 方 法 の 提 示 」

「③情 報 の収集・整理」「④思考過程 の客観

視と 知識活 用 の可能性を探る 」「⑤考え た
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こ と の 発 表（文字・音声・動画など）」「⑥

プレゼンテー ション方 法 の検討・考案」「⑦

情 報共有」「⑧交流（ コメント機能・チャッ

ト機能など）」「⑨ま と め や振り返り と蓄積

（ 学 び の継続性）」「⑩蓄積さ れ た も の を も

と に 学 び の深化 を 図 る 」 の 10 の 場面を提

示し た ． 特 に国語科 に お い て は ，④・⑤・

⑨の 活 用 が効果的 で あ る こ と を伝え た ．  

 受 講 生 が 本 取 り 組 み 対 し て 最 も 興 味 を

持っ た の が ， テー マ ( 4 )教 育 支援 シ ステ ム

「ロイロノート・ス ク ー ル 」を使っ て国語

科 で の 活 用 の可能性を探る 活 動 で あ っ た ．

受講生は ，入学後通常講 義 に お い て I CT 機

器 を 活 用 し た こ と はほとんどな い ．こ の状

況に お い て ，お そ ら く ，双方 向 に瞬時に や

り と り できる ，気軽に検索や そ のデータを

活 用 できる ，録音や録画の 機能も気軽に 活

用 できる 等 ，本 シ ステム の簡便さ と期待さ

れ る効果の 高 さ を感じ ，今後の 小 学 校 教 育

に有効に働く こ と を確信 し た の で あろう ．

実 際タブレットを手に し ，さ まざま な 機能

や 活 用 方 法 を試し て み た こ と に よ り ，新た

な 授 業 方 法 の 構 築 に 対 す る 可 能 性 を 大 い

に感じ た よ う で ，新た な使い 方 の提案を し

て い る受講生も散見さ れ た ．そ の 上 ，デメ

リットに つ い て も議論し て お り ，本 取 り 組

み が興味付け と し て ，ま た I CT 活 用 の入り

口と し て有効に働い た と い え る ．  

 最終的 に ，ロイロノート・ス ク ー ル の国

語科 特有の 活 用 方 法 と し て ，録音・録画機

能に着目 す る こ と と な っ た ．「朗読・音読」

の姿を「録音・録画」す る こ と で ，自身の

姿を客観的評価す る こ が でき，第三者評価

に よ る も の の み な らず，自己評価の可能性

ま で言及 できた こ と は 大きな 成果で あ る ． 

 今後は ，ロイロノート・ス ク ー ル の よ う

な 学 習 支 援 シ ス テ ム の 国 語 科 特 有 の 活 用

に つ い て考え る こ と が ，本 取 り 組 み に お け

る国語科 の 目 的 と な る ．  

（ 中 條 敦 仁 ）  

 

( 3 )算数科  

 本 講 座 の 算数科 に お け る I C T を 活 用 し

た 学 習 指 導 に つ い て は「 I C T×算数  G I G A

ス ク ー ル に 対 応 し た 1 人 1 台 端 末 の 授業

づく り  小 学 校（明治図書）」を も と に 行 っ

た ．  

① G I G A ス ク ー ル 構 想×算数授業  

小 学 校 算数科 に お い て は ，「具体的 な体

験を伴う 学 習 を 通 じ て ，児童に 算数の論理

を理解させる こ と 」 が 大切に さ れ て お り ，

教師の丁寧な 指 導 の も と で I C T を 活 用 す

る 場 面 を 適 切 に 選 択 す る こ と が 求 め ら れ

て い る ．こ の よ う な社会的背景を も と に受

講生に  

「 大 切 な こ と は デ ジ タ ル  o r  ア ナ ロ

グ？」  

「 I CT を 活 用 し た 実 践  o r  こ れ ま で の

実 践？」  

と い う こ と を 最 初 の 発 問 と し て 投 げ か け

こ の こ と を 今 回 の テ ー マ と し て 講 座 を 進

め て い っ た ．  

② 算 数 科 の 特 質 に 応 じ た タ ブ レ ッ ト の 活

用 場面  

次に ，算数科 の 授業のどの よ う な 場面で

I CT 機 器 が 利 用 し や す い か に つ い て 「 算

数・数学 科 の 指 導 に お け る I CT の 活 用 に つ

い て 」（ YouTube：文部 科 学省）を見な が ら

考察し ，以下に ま と め た ．  

●観察や操作活 動 などを 通 し て ， 図形を

構 成 す る 要 素 に 着 目 し て 図 形 の 性 質 に

つ い て理解し ，図形に つ い て の感覚を豊

か に す る 場面【参考】G eo  G ebra（ジオ

ジェブラ ）  

●プログラミングと し て の 利 用【参考】

Scrat ch（ ス ク ラッチ）  
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●身の回り の事象や 特徴を 表 やグラフに

表 す 場面【参考】Exce l，Numbers など

の 表 計 算ソフト  

③算数科 の 一斉授業で生きる I CT の 特性  

そ の 次 に ② で 考 察 し た こ と を 踏 ま え な

が ら ，何の た め に 算数科 の 授業で I C T を 活

用 す る の か に つ い て考察し た ．  

「 G I G A ス ク ー ル 構 想 」 が い よ い よ 現 実

化 し て い く 中 で ， 1 人 1 台 端 末 が必須と な

っ てきて お り ，新し い 算数の 授業づく り を

子 ど も と 一 緒 に 楽 し む 姿 勢 が 求 め ら れ て

い る ．し か し ，ただ単に I C T を 用 い る こ と

が 算 数 科 の 授 業 づ く り の 目 的 で は な い と

い う こ と に 関 し て も合わせて確認 し た ．あ

く ま で も ，算数科 の 目標を達成 す る た め の

手段で あ り ，学 習 道具の 一 つ と し て考え る

こ と ，ま た 目標を効果的 に達成 す る た め に

I CT を 利 用 す る と い う 捉 え 方 も 大 切 で あ

る ．さ ら に I CT 固有の 特性を 知 り ，そ れ を

算 数 科 の 授 業 づ く り に 適 切 に 生 か す こ と

が望ま れ て い る ．I CT の 特性を 算数の 授業

に 生 か す 意 義 と し て 以 下 の こ と が 挙 げ ら

れ る ．  

●視覚化 （見せる ，消す ）  

●焦点化 （ アップなど）  

●理想 化・仮想 化（視点や視野 を 制御す

る ）  

●く り返し （ リピート）  

●加工（形を変え る ，色を変え る ）  

●再 現性（ 再生す る ）  

●共有化 （写す ， 映 す ， 映 す ， と ば す ） 

●試行錯誤の 容易さ（書き込む，色を塗

る ，消す ）  

●フィードバック・確認（重ねて ，続け

て 再生し て比較す る ）  

④授業実 践 例「６年生  データの 活 用・デ

ータの調べ方 」  

授業目標：アプリ 等 を 活 用 し て 15 秒あ て

ゲー ム の勝敗を決め よ う  

使用 し た I C T ツー ル：iP ad，ストップウォ

ッチ，Numbers（ 表 計 算 アプリ ） 

ゲー ム の概要  

子ども（今回は受講生）を２人１組 のペ

ア に し て iP ad の ストップウォッチの 機能

を 利 用 し ，時計 や画面を見ずに ，1 5 秒ぴっ

た りだと思う と ころで ストップを押し ，ど

れだけ 15 秒に 近 いタイム が出せる か を競

うゲー ム ．そ の ときのタイム を記録し ，そ

の後学級を２つ に分け ，そ れぞれ の 子ども

たちのタイム を黒板に掲示し て いき，「ど

ちら のグル ープが よ り 15 秒に 近 か っ た と

い え る か 」 に つ い て考察す る ．  

＜授業展開 例＞  

( i )２人１組 で 15 秒あ てゲー ム を以下の よ

う に し て 行 う ．  

● iPad の ス ト ッ プ ウ ォ ッ チ 機 能 を 使 っ

て ，感覚だけ で 15 秒に 近 い と ころで ス

トップさせるゲー ム を 行 う  

●２人１組 に な り ， お互い の記録を と り

な が ら交互に３回測定 す る  

●記録は３回の うち， 一番よ い記録を自

分の記録と す る  

●記録は 小数第二位ま で記録す る  

●記録はチー ムごと に色分け し た画用紙

に書き，黒板に貼る  

まず「個人 と し て比べる とどう な る か？」

に つ い て考え ，そ の次に「集団と し て の比

べ方 」 に つ い て以下の問に つ い て考え る ． 

「 窓 側 の 席 の チ ー ム と 廊 下 側 の 席 の チ ー

ム で はどちら が 1 5 秒に 近 いだろう か？」  

( i i )展開１  

集団と し て比べる 際 に ，「 平均」を 求 め て

考え る受講生がほとんどで あ っ た ．そ の た

め ，次の よ う な 場合を考え た ．  

● A くん＆ B さんペア：  

A くん  1 4 . 1 秒   B さん  14 . 5 秒  
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平均  ⇒  14 . 3 秒  

● C くん＆ D さんペア：  

C くん  4 . 2 秒     D さん  25 . 8 秒  

平均  ⇒  15 . 0 秒  

そ う す る と ，平均だけ考え る の で はダメだ

と い う こ と に気付い た ．そ こ で次の展開２

を 行 っ た ．  

( i i i )展開２  

数 直 線 上 に 先 ほ ど の デ ー タ を 並 べ て い

く こ と で ち ら ば り に 目 を 向 け る さ せ る こ

と が できた ．そ う す る こ と に よ り ，平均だ

け で は判断す る こ と が できず， 15 秒か ら

「離れ て い る 」と か「遠い 」と い う よ う な

考 え 方 が 必 要 で あ る こ と に 気 付 か せ る こ

と が できた ．  

( i v )ま と め  

数 直 線 上 に 表 す こ と で 平 均 で は 見 え て

こ な か っ た デ ー タ の ち ら ば り の 様 子 を 見

る こ と が できた ．  

以上 よ り ，今回の ま と め し て「 I C T を使

う こ と の便利 さ 」と「 実 際 に黒板上 で自由

に 並 べ 替 え る こ と が で き る 紙 を 使 う こ と

の よ さ 」が あ る こ と を 知 り ，大切な こ と は

そ れ ぞ れ の 教 材 が も つ よ さ を 生 か し て い

く こ と で あ る と結論づけ て 講 座 を終え た ． 

⑤最後に  

今回は I C T の良さだけ で な く ，今ま で の

よ う な 黒 板 を 使 っ た 授 業 の 良 さ と を 組 み

合わせた 内 容 に な る よ う に心が け た ．どう

し て も 学生は I CT と聞く と すべて の 授業

や 内 容 に つ い て I C T を 用 い よ う と し て し

ま う が ，そ う で は な く い か に効果的 に I C T

を 活 用 す る の か と い う 点 に 注 目 さ せ る よ

う に す る こ と が 大切で は な い か と考え る ． 

（ 上 野 祐 一 ）  

 

( 4 )理科  

①講 座 の意図 及 び 目 的  

小 学 校 に お い て 微 小 な 物 質 を 観 察 す る

際 ，虫眼鏡や 実体顕微鏡，通常の顕微鏡が

用 い ら れ る 1．顕微鏡は 小 中 学 校 の理科 教

育 に お い て ，重要な役割を果た す 実験器具

で あ る が ，児童生徒が 1 人 1 台使用 できる

よ う 整 備 さ れ た 学 校 は少な い ．実 際 に観察

させる 場合，児童生徒が試料を探しピント

を合わせる た め に時間を要し ，さ ら に 教師

が 確 認 す る こ と で よ り 時 間 が か か る な ど

問題点が多い た め ，顕微鏡観察を 行わずに

写真や 動画を 用 い る 場合も あ る 2．  

近 年 1 人 1 台 を 目標と し た 学 習 端 末 の

導入が始ま っ て い る こ と か ら ，タブレット

端 末 に ア ダ プ タ ー を 取 り 付 け る こ と で 端

末 が簡易顕微鏡に な る製品が多数開 発 ，市

販さ れ て い る ．そ れ ら は「モバイル顕微鏡」

ま た は「 スマホ顕微鏡」，「タブレット顕微

鏡」と呼ば れ ，教 育 現 場 に お い て 活 用 さ れ

て い る ．本 講 義 で はタブレット端 末 のフロ

ン ト カ メ ラ に 取 り 付 け る モ バ イ ル 顕 微 鏡

「ミエル 1mm」 を使用 し た ．  

本 学 で顕微鏡を扱う 科 目 は 2 年次の「児

童理科 」の み で あ る た め ，受講生の顕微鏡

使用経験は少な い ．そ こ で ，受講生一 人ひ

と り が iPad とミエル 1mm を 用 い て簡易

に生物の微小 な 構造を観察す る と共に ，教

育支援アプリ「ロイロノート・ス ク ー ル (以

下，ロイロノート )」で観察記録を共有し ，

探究 を深め る こ と を 目 的 と し た ．  

②講 座 内 容  

チ ョ ウ 目 昆 虫 で あ る ア ワ ヨ ト ウ の 幼 虫

と そ れ に 寄 生 す る 寄 生 蜂 カ リ ヤ サ ム ラ イ

コ マ ユ バ チ 成 虫 を 用 い て 以 下 の 通 り 実 施

し た ．  

a . ア ワ ヨ ト ウ 幼 虫 の 解 剖 実 験 と ヒ ト と 昆

虫に共通 す る 器官の観察  

ヒ ト と 昆 虫 を 比 較 す る と 体 の 大 き さ や

形は 大きく異な る が ，共通 す る点が多く存
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在す る ． アワヨトウ幼虫を水麻酔し た後，

解 剖 板 上 で 正 中 線 に 沿 っ て ハ サ ミ で 解 剖

し ，ヒトと共通 す る昆虫の 器官と し て食道 ，

精巣，心臓に相当す る背脈管，肝臓に相当

す る脂肪体などを観察し た ．  

b .被寄生アワヨトウ幼虫と寄生蜂の観察  

カ リ ヤ サ ム ラ イ コ マ ユ バ チ は ア ワ ヨ ト

ウ 幼 虫 に 寄 生 す る 内 部 捕 食 多 寄 生 蜂 で あ

る ．寄生後 9 日目 の被寄生アワヨトウ幼虫

を解剖し ，寄生蜂の幼虫が アワヨトウ幼虫

の 体 内 に 大 量 に 存 在 す る こ と や 寄 生 蜂 の

幼 虫 は ア ワ ヨ ト ウ 幼 虫 の 脂 肪 体 を 摂 食 し

た こ と を観察し た ． ま た ，ミエル 1mm を

用 い て体長 3mm 程 度 の寄生蜂成虫の外部

形態を観察し た ．  

c .観察記録結果の 発 表  

ロ イ ロ ノ ー ト の カ ー ド 機 能 を 用 い て

iPad で撮影し た写真に気付い た点を入力

す る など，観察記録を ま と め た後，受講生

同士で 発 表・意見交流を 行 っ た ．  

③講 義 を終え て  

生きた昆虫を扱い 実験す る経験に 加 え ，

写真撮影に よ る観察記録，i Pad の カメラ 機

能とミエル 1mm を 用 い たモバイル顕微鏡

に よ る観察を 通 じ て ，試料を詳細に確認 す

る こ と が できた ．顕微鏡を使用 す る 際 ，児

童 生 徒 に と っ て 試 料 の ピ ン ト を 合 わ せ る

こ と は難し い点で あ る が ，ミエル 1mm を

用 い た こ と に よ り 試 料 の ピ ン ト 合 わ せ が

容易と な っ た ．ま た観察記録は写真と し て

残す こ と で ，繰り返し結果を見直す こ と や

比較が可能と な り ，気付い た点や疑問点な

どを詳し く ま と め る こ と が できる ．観察記

録 結 果 の 発 表 の 際 は ロ イ ロ ノ ー ト の 画 面

の 共 有 機 能 に よ っ て 発 表 者 の 観 察 記 録 を

各自の iPad で確認 す る こ と が可能と な り

視覚的 に 情 報 を得や す く な る など，受講生

は I CT 活 用 の 利点を体験し た ．  

教 員 の I C T 活 用 指 導 力チェック リ スト 3

の「 B 授業に I C T を 活 用 し て 指 導 す る能

力 」で は ，学 習 内 容 を 的確に ま と め させる

こ と ，児童生徒の互い の意見・考え 方・作

品 な ど を 共 有 さ せ る こ と な ど が 挙 げ ら れ

て い る ．今後は観察実験結果の ま と め 方 ，

児 童 生 徒 同 士 の 探 究 を 深 め る 活 動 方 法 の

検討が 課 題 で あ る と考え る ．  

（ 澤 友 美 ）  

 

( 5 )社会科  

 筆者が担当し て い る 大 学 の 講 義「児童社

会」に お け る模擬授業や ，「 つ ば さ 」の 活 動

に お け る 模 擬 授 業 練 習 に 参 加 し て い る 学

生の様子 か ら ，学生の社会科 授業に お け る

I CT 活 用 に 対 す る理解は ，「資料や写真を

電 子 黒 板 に 写 す と 児 童 に と っ て わ か り や

す く な る 」，「問題解決に必要なデータを検

索し て調べさせれ ば児童の理解が深ま る 」

と い っ た ，児童へ の 教 材提示や ，調べ学 習

の手立 て と い っ た も の が多か っ た ．  

 『小 学 校 学 習 指 導要領（ 平 成 29 年 告示）

解説  社会編』に お い て は ， I CT の 活 用 を

踏ま え て深い 学 び を 実 現 す る た め に ，社会

的事象等 の 特色や意味，理論などを 含 め た

社 会 の 中 で 汎 用 的 に 使 う こ と の で き る 概

念 等 に 関 わ る 知 識 を 獲 得 す る よ う に 学 習

を 設 計 す る こ と が 求 め ら れ て い る ．  

I CT を 活 用 し た 学 習 指 導 は ，児童に社会

的事象を視覚的 に提示し た り ，そ の意味を

調べさせた り す る こ とだけ で は な く ， I C T

を 活 用 す る こ と に よ っ て ，社会の 中 で汎用

的 に 使 う こ と の で き る 概 念 等 に 関 わ る 知

識を児童が獲得す る こ と が重要で あ る ．こ

の 重 要 性 に 気 付 か せ る こ と を 本 講 座 の 目

標と し た ．  

 社 会 で 汎 用 的 に 使 う こ と の で き る 概 念

等 に 関わる 知識と は ，児童の問題解決が 実
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際 の 社 会 の 中 に お け る 問 題 解 決 と 同 様 の

も の に な る こ と で獲得す る こ と が できる ．

つ ま り ， 実 際 の 社 会 の 中 で 行 わ れ て い る

I CT の 活 用 と 同 じ よ う な 方 法 で児童も I C T

を 活 用 す る こ と で 獲 得 す る こ と が で き る

知識を 指 す ．実 際 の社会に お け る I C T の 活

用 方 法 を 社 会 科 の 授 業 に 取 り 入 れ る こ と

が 重 要 で あ る と い う こ と に 受 講 生 た ち が

気付け る よ う な 活 動 を 本 講 座 で は企画し ，

実 施 し た ．  

【活 動①】情 報検索  

 情 報 検 索 の 例 と し て 歴 史 学 習 に お け る

「蒙古襲来 」を 取 り 上げ，「蒙古襲来時の 元

軍，日本軍の兵士の数」を調べさせた ．蒙

古襲来時の双方 の兵士数は ，小 学 校 の 教 科

書に は記述が無く ，中 学 校・高 等 学 校 の 教

科書に は 元軍側の み記述が あ る ．戦い の基

本 情 報 と も い え る兵士数を検索させた が ，

受講生たちの 反 応 は「様々な数字が出てき

て ，は っきりわか ら な い 」と い う も のだっ

た ．事実 ，日本軍側の兵士数は諸説あ り は

っきり し て い な い ．こ の 活 動 に お い て ，I C T

を 活 用 し て 情 報 を 検 索 す れ ば 事 実 が 確 定

す る と 安 易 に 考 え る こ と は で き な と い う

こ と に気付く こ と が できた ．  

【活 動②】プレゼンテー ション  

 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 例 と し て 防 災 学

習 に お け る「 学 校 の避難経路」を 取 り 上げ，

「自分の考え た避難経路」 を 発 表 させた ．

iPad の カメラ 機能を使っ て 構 内 の避難誘

導灯，非常口，消火器 ，消火栓などの避難

を支援す る も の ，階段，自動ドア ，エレベ

ー タ ー な ど 避 難 す る 時 に 注 意 す べ き 場 所

などを写真に撮り ，そ の写真に「走る な！

注意！」，「避難時は右側通 行！」などの言

葉 を 組 み 合 わ せ て プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 用

のテキ ストを作成 させた ．作成後は ，相互

に 発 表 させ，資料を i Pad 上 で共有す る 方

法 などに つ い て も体験させた ．こ の 活 動 に

お い て ，他者に意見を伝え る 際 に ， I CT 機

器 を 使 っ て 写 真 や テ キ ス ト を 用 い て プ レ

ゼ ン テ ー シ ョ ン す る こ と の 効 果 に つ い て

気付く こ と が できた ．  

【活 動③】シンキングツー ル  

 シ ン キ ン グ ツ ー ル の 例 と し て 法 教 育 に

お け る「模擬裁判」を 取 り 上げ「裁判員体

験」を 行 っ た ．模擬裁判の事例 と し て NH K  

f or  Schoo l に あ る「昔話法廷」の「『ア リ と

キ リギリ ス』裁判」 を 用 い た ．受講生は ，

「有罪か ，無罪か 」に つ い て シンキングツ

ー ル を使っ て意見を交流し合っ た ．シンキ

ングツー ル を使っ て交流す る こ と で ，自分

の意見がどんな根拠に基づい て い る の か ，

友だちの意見とどの 程 度違う の か ，誰の意

見と 近 い の か ，と い っ た こ と を視覚的 に伝

え た り ，確認 し た り す る こ と が できた ．ま

た ，自分の主張を形作る 際 に ，友だちの意

見を iPad で送っ て も ら い ，iPad 上 で簡単

に 意 見 を 組 み 入 れ る こ と が で き る こ と に

も気付く こ と が できた ．こ の 活 動 に お い て ，

I CT の シ ン キ ン グ ツ ー ル を 活 用 す る こ と

で ，根拠を持っ て自分の意見を伝え る ，自

分の意見を 整理す る ，合意形成 の た め に他

者の意見を 取 り入れ る ，と い っ た こ と が視

覚 的 に 分 か り や す く な る こ と に 気 付 く こ

と が できた ．  

以上 ，受講生が体験し た 3 つ の 活 動 は ，

社 会 人 が 実 際 に 社 会 の 中 で 問 題 に 出 会 っ

た ときに 行 う I CT 活 用 そ の も の で あ る と

い え る ．学 校 や企業で何ら か の問題解決を

図 る 際 に ，情 報検索だけ で答え を出す こ と

は できな い ．プレゼンテー ションは自身の

考 え を 伝 え る た め に 日 常 的 に 使 用 さ れ て

い る し ，シンキングツー ル を使っ て合意形

成 を 図 る こ と も日常的 に 行われ て い る ．本

項の始め に述べた ，社会で汎用 的 に使う こ
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と の で き る 概 念 等 に 関 わ る 知 識 の 獲 得 と

は ，こ の よ う な 実 際 の社会の 中 で 行われ て

い る思考や 活 動 を ，児童が 実 際 に体験す る

こ と で獲得さ れ る の で あ る ．本 講 座 の 活 動

に よ っ て ，受講生が そ の 一 端 に触れ る こ と

が できた と考え る ．  

（ 萩 原 浩 司 ）  

 

( 6 )家庭科  

家 庭 科 の 学 習 方 法 は 学 習 指 導 要 領 で 示

さ れ る よ う に ，実 践 的・体験的 に 学ぶ手法

を 取 り ，児童が 実験や被服実 習 ，調理実 習

などを 行 う た め ， 座 学 で iP ad などを 用 い

て 学ぶ実 践 例 は そ の割合が少な い 4． ま た

受 講 生 の 事 後 評 価 の 意 見 に も あ る が 家 庭

科 と I CT 教 育 の つ な が り が見えず，加 え て

「家庭科 は専科 の 先生が や る 」と い うイメ

ー ジ が 強 い た め か 今 回 の 参 加 者 数 は 少 な

く家庭科 の I C T 教 育 を 学ぶと い う 学生の

意欲は 高 く な い様子 が う か が え た ．参加者

数 が 他 教 科 と 比 較 し て 少 な い こ と は あ ら

か じ め 予 測 し て い た が ， 受 講 生 に は ま ず

I CT を使っ て ，「家庭科 は楽し い 」 と い う

イメージを持たせら れ る こ と ，さ ら に児童

家庭で 学生の家庭生活 に 関わる 技 術 力 ，何

か に 疑 問 を 感 じ て 自 分 で 解 決 し よ う と す

る 課 題 解 決 力 が 低 下 し て い る こ と を 感 じ

て い た の で ，自身が 教師役を務め 小 学 校家

庭科 で 習 う 内 容 に つ い て の「 なぜか と い う

科 学 的根拠」と「 再 現性を 高 め る コツ」を

解説し た 動画を撮り ，家庭科 で の I C T 活 用

の 可 能 性 に つ い て 理 解 し て も ら う こ と こ

の 2 点を 目 的 と し た ．内 容 は ，①「家庭科

に お け る I C T 活 用 」 と い う資料を作成 し ，

家庭科 の 授業で具体的 に I CT がどの よ う

に使え ，そ の結果児童の 学ぶ意欲と 授業効

果を 高 め ら れ る か に つ い て ，1)児童の 学ぶ

意欲， 関心 を 高 め る た め の クイズ  2 )主 体

的 に 学ぶ教師の師範動画を見て挑戦，マッ

ピング等  3 )知識 ・技能の 定着  学 び の 前

後 の 比 較 を 映 像 に 撮 る  繰 り 返 し 家 庭 で

も 動 画 を 活 用 す る こ と で 挑 戦 し て 結 果 を

映像で残せる  こ と などに つ い て解説を し

た ．②①の 内 容 の具現 化 し た 内 容だが ，食

に 関 す る ○ ×ク イ ズ を 作 成 し て 映 像 で 見

せ，そ れ を 実 際 に受講生が回答す る こ と を

通 じ 「家庭科 を 学ぶこ と は楽し そ うだな 」

と い う 学 習 意 欲 向 上 を 実 体 験 さ せ ゲ ー ト

ウ ェ イ と し て の 映 像 活 用 に つ い て 学 ば せ

た ． ③ 1)包 丁 の扱 い と 野菜 の切 り 方  2 )だ

し の 取 り 方 と み そ 汁  3 )米 の 炊 き 方  4 )果

物の切り 方（飾り切り ）の作業映像４本 を

自 分 が 解 説 を 加 え な が ら 撮 っ て そ れ を 各

自に iPad を渡し 各々視聴させた ．③に つ

い て は ，実 習 授業中縫い 方 ，ミシンの使い

方 ，下ごし ら え 等わか ら な い こ と が あ る と

教師が都度呼ば れ ，一 人 に付きっきり と な

り 授 業 全 体 を 見 渡 せ な い と い う 課 題 解 決

の た め に非常に有効だと考え て い る ．教 科

書 会 社 が 出 し て い る 映 像 資 料 も す で に あ

る が ，目 の前の児童目線で は無い こ と ，科

学 的根拠が欠如し て い て「 なんと な く観て

し ま う 」と い う 課 題 を感じ た た め ，メリハ

リ を つ け ，なぜか と い う根拠を具体的 に 教

授 し な が ら作成 を し て 授業で 用 い た ．こ れ

ら の 授 業 展 開 の 結 果 ， 授 業 後 ア ン ケ ー ト

で  ・家庭科 で I C T を使う と い う 発 想自体

が な か っ た の で 実 習 を 円 滑 に 進 め る た め

のツー ル と し て素晴ら し い と思っ た  ・○

×クイズなどを 用 い る こ と で ，受講生自身

も楽し め た た め ，日常生活 と絡め な が ら 教

材 研 究 を 行 い ，導入場面か ら 子ども たちを

引きつ け ら れ る よ う に し た い  ・動画を見

る こ と で く り 返 し 学 習 で き る 点 が い い と

思っ た  ・教 科書を見て（文字を み て ）作業

す る よ り も ，作業内 容 が具体的 で視覚的 に
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わか り や す い  ・動画を見る と い う と 一 方

的 な感じ に な っ て い た が ，実 際 の 授業で 行

う ときは ，み る ，話す のメリハリ を す れ ば

良い か 等 ，自分が 授業を 行 う ときの こ と を

考え な が ら 講 義 を受け る こ と が できた  ・

な ぜ そ う な る の か と い う 根 拠 を 伝 え る こ

と の 大切さ を感じ た  ・家で の様子 を I C T

で と る こ と に よ っ て ，be f ore と af t er が明

確に な っ て ，「自分事」と捉え や す く な る と

感じ た  等 の肯定 的意見を得る こ と が でき

家庭科 の I CT 特 別 講 座 の当初の 目 的 は達

成 できた と考え る ．今後は ，改善点と し て

動 画 の ポ イ ン ト に イ ラ ス ト や 文 字 を 入 れ

る 方 が良い と い う 指摘を受け た の で ，こ の

点 を 踏 ま え た 動 画 教 材 を 作 成 し て 家 庭 科

で の I C T 教 材 の可能性に つ い て 教 科 教 育

の 中 で伝え て いきた い と考え る ．  

（ 駒 田 聡 子 ）  

 

( 7 )体育 科  

①は じ め に  

体育 科 に お い て ，特 に運動領域の 指 導 に

お い て I C T が 活 用 さ れ る 場面に は ，次の よ

う な も の が あ る ．  

a .タ ブ レ ッ ト を 用 い て の 動 画 撮 影 に よ

る確認 ，省察  

b .デ ジ タ ル テ レ ビ を 用 い て の 課 題 解 決

の た め の視聴  

c .タ イ ム シ フ ト 再 生 ソ フ ト を 用 い て の

リ ア ル タ イ ム に 近 い 形 で の 運 動 動 作

の確認  

 教 場 の 関 係 で 使 用 で き る 機 器 が 限 定 さ

れ る た め ，他教 科 の よ う な バ リエー ション

の あ る使用 方 法 を見出す こ と は難し い ．し

た が っ て ，当面の 課 題 は 上述の よ う な「確

認・省察・視聴」を よ り深め て い く た め の ，

機 材 の 特性に 応 じ た「 機 器 の扱い 方 」が論

じ ら れ て い く と考え て い る ．  

 今回の 講 座 で は ，時間と時期，機 材 の 関

係か ら前述の a に つ い て受講生と 取 り 組

んで み た ．運動領域は「 器械運動 」の「マ

ット運動 」で あ る ．そ こ で ，筆者が 設 定 し

た 課 題 は以下の 通 り で あ る ．  

1 )画 角 に よ る 被 写 体 と 撮 影 位 置 の 関 係

に つ い て  

2 )課 題 解 決 を 促 す た め の 撮 影 位 置 の 検

討  

②機種に よ る画角の差  

 学 校 で 一 般 的 に 使 わ れ て い る タ ブ レ ッ

ト（ 本 講 義 で は iP ad  Air 第 4 世代を使用 ）

は画角が狭い ．従 っ て ，動きの あ る被写体

を静止し て撮影す る 場合は ，対象者と距離

を 置 く か ， 対 象 者 が 撮 影 体 に 向 か わ せ る

（ あ る い は離れ させる ）必要が あ る ．一 方

で ，大 学生などが普段使用 し て い る スマー

トフォンの 場合，画角は広く（ つ ま り広角

で撮影が可能）被写体の 近 く で撮影す る こ

と が できる ．  

 小 学 校 の 体 育 館 に マ ッ ト を 敷 い て 運 動

課 題 に 取 り 組む状況を念頭に ，適切な撮影

位置を検討させた と ころ，マットの横方 向

か ら の撮影は ，他の 活 動班のマットと の距

離が 5M 以上 な い と全景を収め る こ と は難

し く な る こ と ，縦方 向 か ら の撮影は難な く

できる こ と ，斜め 方 向 か ら の撮影は ，隣接

す る 班 と 調 整 が 必 要 と な る 場 合 が あ る こ

と な ど が 受 講 生 の 発 言 か ら 確 認 す る こ と

が できた ．  

③課 題 の解決に 向 け た撮影位置の検討  

 筆者が連続し て前転を 2 回行 い ，受講生

は そ れぞれ が そ の演技 を撮影，演技 の 成果

を 映像で確認 し た後に ，よ り よ い演技 を す

る た め の 課 題 を見つ け出す ，と い っ た作業

を 行わせた ．作業後の話し合い の 中 で ，前

後の 方 向 で な け れ ば ，横方 向 か ら で な け れ

ば 見 つ け ら れ な い 課 題 が あ る と の 指 摘 か
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ら ，撮影を 行 う の で あ れ ば ，隣接す る他班

の マ ッ ト の 位 置 関 係 を 含 め た 体 育 館 で の

マ ッ ト の 敷 き 方 に 工 夫 が い る こ と が 確 認

さ れ た ．一 方 で ，上 部 か ら の撮影を試み た

受講生が い な い こ と を 指摘，再 度 上 部 か ら

の撮影を 実 施 し ，そ こ か ら の 課 題 の抽出を

試み た ．  

 球技 などの 場合，体育 館 2 階か ら コ ート

全体を画角に収め た撮影を す る こ と で ，空

き ス ペ ー ス や ボ ー ル を 持 た な い 者 の 動 き

の確認 などを 行 う こ と が できる ．で は ，マ

ット運動 の よ う な 器械運動系の 場合，どの

よ う な 方 法 で 撮 影 す る こ と が 可 能 と な る

の か ．今回は倉庫に あ る 用具や 機 材 で工夫

し て撮影させた と ころ，受講生は跳び箱，

バ レ ー ボ ー ル の 審 判 台 な ど を 用 い て 撮 影

を 行 な っ て い た ．  

 上 部 か ら の 映像の分析で は ，前後左右で

は 分 か り 難 い 着 手 の 位 置 や 蹴 り 上 げ 動 作

などが 一 目 で確認 できる こ と ，起点と終着

点の位置関係（斜め 進 行 ，蛇行 等 ）が は っ

きり とわか る こ と が確認 さ れ た ．  

④ま と め  

 機 材 の 画 角 と そ の 機 材 の 特 性 を 生 か し

た撮影位置関係を 応 用 し ，他の運動領域に

お い て も運動 特性に 応 じ た「撮影のポイン

ト」を ま と め る こ と が可能と なろう ．次の

課 題 と し て は ，こ の コロナ禍の時代，撮影

し た 映 像 を ど の よ う な 方 法 で 視 聴 さ せ る

かだと考え て い る ．  

（ 加 藤 純 一 ）  

 

( 8 )音楽科  

 音 楽 科 は 元 来 視 聴 覚 資 料 を 多 用 す る 教

科 で あ る ． 機 器 の 発達に よ り ， P C などを

用 い て 多 様 な 音 楽 や 映 像 を ス ム ー ズ に 再

生す る こ と が できる よ う に な っ た ．こ の よ

う な 機 器 の 用 い 方 に つ い て は 既 に 学 生 も

熟知 し て お り ，模擬授業を 行 う 際 に 動画配

信サイトの 動画を 活 用 し た り ，CD か ら P C

に 取 り 込 ん だ 音 源 を 再 生 す る こ と で ス ム

ーズな頭出し を可能に し た り ，と い っ た工

夫を し て い る の を見か け る ． 一 方 で ， I C T

機 器 に し か できな い こ と も あ る ．今回の 講

座 で は ，従 来 の 機 器 の置き換え に とどま ら

な い ， P C やタブレットで し か 成 し得な い

授 業 の あ り 方 に つ い て ヒ ン ト を 提 示 す る

こ と が重要で あ る と考え た ．  

 ま た ，音楽の 授業で 活 用可能な アプリケ

ー ションは多用 な も の が存在す る ．し か し

な が ら ，現 場 で は必ずし も有料の アプリケ

ー シ ョ ン を 購 入 す る 予 算 が 取 れ る と は 限

ら な い で あろう ．複雑な アプリケー ション

を 手 に し た 場 合 に は そ の ア プ リ ケ ー シ ョ

ン を 使 い こ な す こ と に 授 業 の 重 き が 置 か

れ て し ま い ，音楽科 の 学 習 目標が な い が し

ろ に さ れ る こ と が あ る と い う 問 題 点 も 指

摘さ れ て い る ．よ っ て ，本 講 座 で は次の二

点に注意し て 内 容 を準備 し た ．  

・無料，も し く は 一般的 な アプリケー ショ

ンを 用 い る こ と ．  

・活 動 を 通 し てどの よ う な 学 習 目標の達成

を 目 指 し て い る の か を ，必要に 応 じ て 教

科書と の 関連も示し な が ら ，受講生にわ

か り や す く示す こ と ．  

 講 座 内 容 は以下の 通 り で あ る ．  

①ス ク リ ーンへ の歌詞の投影  

パ ワ ー ポ イ ン ト を 使 っ て ス ク リ ー ン へ

歌詞を投影す る こ と に よ っ て ，歌唱時の 学

習 者 の 姿 勢 が ど の よ う に 変 化 す る か を 検

証し た ．  

②グル ープで の鑑賞活 動  

従 来 の音楽の 授業で の鑑賞は ，教室の ス

ピ ー カ ー か ら 出 る 音 を 一 斉 に 聞 く 活 動 で

あ っ た が ，タブレット端 末 などの 活 用 に よ

り ，個別 に鑑賞し た り ，グル ープで鑑賞し
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た り と い う作業が可能に な っ た ．そ れ に よ

り ，どの 部分をどの よ う に聞く か も 学 習者

が決定 す る こ と が でき，聞く 活 動 が よ り能

動 的 に な る ．今回は ，イヤホンスプリッタ

ー を 用 い たグル ープで の鑑賞を体験し ，一

斉 で の 鑑 賞 と 活 動 が ど の よ う に 違 う の か

を考察し た ．  

③ネット上 の コンテンツに 関わる著作権  

音 楽 コ ン テ ン ツ に 関 す る 著 作 権 や 著 作

隣接権の基本 的 知識を 学 び ，ネット上 の コ

ン テ ン ツ を 教 材 と し て 使 用 す る 際 に 気 を

付け るべき事項に つ い て 学んだ．  

④デジタル 教 科書や無料 w eb アプリケー

ションを 活 用 し た音楽づく り  

教 科書に載っ て い る 活 動 を ，デジタル 教

科書や w eb アプリケー ションを使う こ と

に よ っ て 応 用 す る 方 法 に つ い て体験し た ．

手軽に 活 用 できる 方 法 と し て ，ブラウザ上

で 動 く無料の w eb アプリケー ションを紹

介し た ．  

⑤音楽アプリケー ションの紹介  

音 楽 の 授 業 で 活 用 可 能 な ア プ リ ケ ー シ

ョンを い く つ か紹介し た ．  

 受講生は ，み な ，積極的 に 講 座 に参加 し

て お り ，グル ープ毎に協力 し合い な が ら作

業を 行 う姿を見る こ と が できた ．グル ープ

毎の鑑賞活 動 や ，タブレットを囲んで のグ

ル ープで の音楽づく り など，音楽の新し い

体験の 方 法 を提示し た こ と に 対 し ，受講生

同 士 で 意 見 を 交 換 し 合 う こ と に よ っ て 趣

旨に沿っ た 学 び が できた と感じ ら れ た ．  

 今後取 り入れ た い と考え た こ と は ，次の

二点で あ る ．  

 一点目 は ，コ ードネー ム と 和音の 機能と

の 対 応 に つ い て で あ る ．今回の 授業の準備

の た め に 幾 つ か の ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 調

査し た と ころ，伴奏の作成 の 際 はどれ も コ

ードネー ム の 表記を 用 い て い た ．一 方 で 小

学 校 学 習 指 導要領で は ，学ぶべき和音は そ

の 機能に よ っ て「Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅴ 7」と記載

さ れ て い る ．教 科 教 育 法 の 講 義 で は コ ード

ネ ー ム と 和 音 の 機 能 そ れ ぞ れ に つ い て 解

説し て い た が ，両者の 対 応 ま で は扱わな か

っ た ．両者の 関係に つ い て理解し ，和音の

機 能 と コ ー ド ネ ー ム と の 間 で の 置 き 換 え

が できる よ う に な れ ば ，和音の 機能に基づ

い た 記 載 が さ れ て い る 小 学 校 の 教 科 書 に

沿っ た 学 習 の 中 で も ，コ ードネー ム で 表記

さ れ る ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 活 用 で き る よ

う に な るだろう ．  

二点目 は ，音楽アプリケー ションで 一般

的 に 用 い ら れ て い る ピ ア ノ ロ ー ル の 読 み

方 で あ る ．ピアノロー ル で は ，画面の 上下

方 向 で音の 高 さ を示し ，そ のガイドライン

と し て 画 面 の 左 端 に ピ ア ノ の 鍵 盤 が 垂 直

に 表示さ れ る ．そ し て ，画面の水平 方 向 で

時間軸を示す ． C hrome Mus i c  La b の よ う

な無料 w eb アプリケー ションや ，教 育 用ボ

ー カロイド，教 育出版社のデジタル 教 科書

な ど で も こ の ピ ア ノ ロ ー ル が 用 い ら れ て

お り ，使い こ な す こ と が できれ ば 授業で 用

い る 音 楽 ア プ リ ケ ー シ ョ ン の 選 択 肢 が 広

が る ．ま た ， そ こ か ら 発展し て P C に よ る

音 楽 制 作 を 行 お う と し た 際 に も 土 台 と な

る 知識と な る ．  

特 定 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン の 操 作 方 法 を

習 得 す る こ と が 中 心 に な る こ と は 小 学 校

の音楽科 教 育 に そぐわな い と の考え か ら ，

今 回 は 複 雑 な ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 扱 う こ

と は 行わな か っ た ．受講生の 中 に ，も し P C

を 用 い た 高 度 な 創 作 活 動 を 期 待 し て い た

者が い た と し た ら ，物足り な い 内 容だっ た

か も し れ な い ．し か し な が ら ，コ ードネー

ム の 活 用 やピアノロー ル の読み 方 など，小

学 校 の 授業で 活 用可能で ，か つ P C を 用 い

た 本 格 的 な 音 楽 制 作 に つ な が る 知 識 も あ
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る た め ，今後取 り入れ て いきた い ．  

（ 高 橋 摩 衣 子 ）  

 

4 .お わ り に  

以上 が ，令 和 3 年 度 に 実 施 し た「 I CT 教

育 特 別 講 座 」 の 実 施 内 容 で あ る ．最後に ，

若 干 の 考 察 と 今 後 の 展 望 を 記 す こ と で ま

と め に代え る ．  

まず，講 座担当教 員 が感じ る こ と が でき

た受講生の様子 で あ る が ，多く が I C T 機 器

を 活 用 し た 学 習 指 導 に つ い て 高 い 関 心 を

有す る と 同時に ，翌春に 教 職 に就く 際 の自

身 の 知 識 や 技 能 に は 不 安 を 有 し て い る と

い う こ と で あ る ．学 校 現 場 で 急 速 に I CT 教

育 が 導入・発展す る な か で ，今回の受講 対

象学 年 の 学生に は ，大 学 の正規 科 目 に お い

て I CT 機 器 の使用 法 や I CT 機 器 を 活 用 し

た 学 習 指 導 に つ い て 十 分 な 学 び を 提 供 し

てきた と は言い難い 現 実 が あ る ．こ の よ う

な過渡的状況の 中 で ，受講生は 学 び の 機会

や 情 報 の提供を希求 し て お り ，こ れ に 応 え

る こ と は 教 員 養 成 校 と し て の 役 割 の 一 つ

で あ る と確認 す る こ と が できる ．  

次に ，受講生が 求 め る I C T 教 育 指 導 の 内

実 に つ い て で あ る ．こ の 度 の 講 座 で は ，外

部 講師が将来 の社会を見据え て の I CT 教

育 で あ る こ と を 強調す る 場面や ，各回の担

当教 員 か ら I C T 機 器 の使用 法 の み な らず

教 育 目 標 の 達 成 を 見 据 え た う え で 効 果 的

に I CT 機 器 の使用 を位置づけ る必要が あ

る こ と 等 を 指摘す る 場面が あ っ た ．し か し

な が ら ，受講生の 関心は ，総じ て I C T 機 器

や ア プ リ ケ ー シ ョ ン の 使 用 法 に 向 く 傾 向

を感じ る こ と が できた ．  

最後に ，今後の展望に つ い て で あ る が ，

学 校 現 場 に お い て I CT 機 器 を 活 用 し た 学

習 指 導 が引き続き展開 さ れ ，発展や 高 度 化

が見込ま れ る 現状に お い て ，養成段階に お

い て は 学 生 に 対 し て こ れ に 対 応 し た 学 修

を提供し て い く こ と が 強 く 求 め ら れ る ．こ

の よ う な 中 ，教 職 課 程 科 目 を担当す る 教 員

に は 学 校 現 場 の 現 状 や 最 新 の 知 見 を 得 る

こ と を 通 じ て ，学生に 対 し て 教 職 に就い た

際 に 求 め ら れ る 必 要 最 小 限 な 知 識 と 技 能

を 教 授 す る こ と が 求 め ら れ る ．ま た ，学生

の よ り 深 い 学 び を 支 援 す る こ と が 教 員 養

成 校 に 求 め ら れ る役割で あ る と す れ ば ，養

成 校 と し て は ，タブレット端 末 や電子黒板

と い っ た ハ ー ド ウ エ ア の 充 実 を 通 じ た 学

修環境の 整 備 と 同時に ，学 校 現 場 で採用 さ

れ るデジタル 教 科書やデジタル 教 材 ，学 習

支 援 シ ス テ ム 等 と 同 様 の 環 境 を 構 築 す る

と い っ たソフトウエア の 整 備・充 実 を 行 う

こ と も必要と な る で あろう ．  

（ 市 田 敏 之 ）  
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3 文部 科 学省（ 2 017b）「 教 員 の I CT 活 用

指 導 力チェック リ スト」 2 017 年 .  

( ht tps : / / www. mext . go . jp / a_menu/ s hoto u /

zyou hou/ deta i l / 1416 800 . htm)（参照日

2022 年 8 月 2 7 日）  

4  成瀬勇樹他「家庭科 に お け る 情 報 科 に 対

応 し た 授業の検討」『日本家庭科 教 育 学会

研 究 大会要旨集』 2017 年 .  
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中大連携の数学 

―トイレットペーパーの巻き数を調べよう― 

 

上野 祐一 1) 

1)皇學館大学教育学部 

 

 
1．はじめに  

平成 29 年告示の中学校新学習指導要領において，平成

20年度改訂の学習指導要領の課題について 

⚫ 数学の学習に対し肯定的な回答をする生徒の割合

が低下する傾向にあること 

⚫ 数学的な表現を用いた理由の説明 

が挙げられている[1]．また，数学の学習に対して「数

学的な見方・考え方」を働かせることにより，知識及び

技能を習得したり，習得した知識及び技能を活用して探

究したりすることがやがて生きて働く知識となると書

かれている．今，必要とされている資質・能力の育成の

ためには学習過程の果たす役割が極めて重要であり，数

学的活動の一層の充実が求められている． 

 そのような中で，今回は日常生活や社会の事象に関わ

る過程として，身近にあるトイレットペーパーを用いる

ことにより，生徒自らが数学的に問題を発見し，そして

自主的・主体的に問題解決を行うことをねらいとした。 

本稿では，2022 年 7 月に津市立橋北中学校 2 年生約

180名に行った「単元についての発展的数学授業実践」，

8 月に皇學館中学校 3 年生 30 名に行った「数学研究」

の授業をもとに考察を行う． 

 

2．授業の概要 

本授業の主たる目的は「トイレットペーパーの巻き数」

を調べることである．普段使用しているトイレットペ

ーパーだが，その巻き数について考えたことのある生

徒はいないであろう．これを今まで学んできた算数や

数学の知識を使って計算で求めることを目的とし，実

際にトイレットペーパーの巻き数を数えてみること

により，理論的な値と実際の値について比べ，誤差が

あればそれについても考察を行う． 

 

 行った授業の概要は以下の通りである． 

① 以下の問題を制限時間を 3 分として生徒に解いて

もらった． 

 

(1) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 

(2) 1 + 2 + 3 + ⋯ + 28 + 29 + 30 = 

(3) 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 + 23 

+26 + 29 = 

(4) 3 + 8 + 13 + ⋯ + 88 + 93 + 98 = 

 

制限時間内に解けた生徒は各クラス 1人程度で，ほ

とんどの生徒は(1)，(2)の問題を解くので精一杯で

あった． 

 

② 次に，①で扱った問題をもとに当時小学生だった天

才数学者 Gaussが行った方法について紹介した． 

例として，1から 100までの和を求める方法につい

て述べる．具体的には以下の和を工夫して求める． 

𝑆 =  1 +  2 +  3 + ⋯ +  98 + 99 + 100  (1) 

              𝑆 = 100 + 99 + 98 + ⋯ + 3 + 2 + 1   (2) 

  (1)＋(2)より 

2𝑆 =  101 +  101 +  101 + ⋯ +  101 + 101 + 101 

2𝑆 =  101 × 100 

𝑆 =  
101 × 100

2
= 5050 

この結果より，1～100までの和𝑆 は 

𝑆 =
(1 + 100) × 100

2
 

で求めることができる．この結果を一般化す 

ると次のように表すことができる．これは高 

等学校数学Ｂの数列で学習する公式である． 
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 Fact 初項 𝑎，末項 𝑙，項数 𝑛 である等差数列の和 

𝑆 は 

𝑆 =
(𝑎 + 𝑙) × 𝑛

2
 

 

 この結果と，今までに学習してきた中でこの公式に似

たものがないかを振り返らせた．そして，次の台形の

公式を確認した． 

 

Fact 台形の面積 𝑆 は 

𝑆 =
｛（上底）＋（下底）｝ × （高さ）

2
 

で表すことができる． 

 

③ ②の公式をもとにして，再度①の問題を解いた． 

(1) 
(1+10)×10

2
= 11 × 5 = 55 

(2) 
(1+30)×30

2
= 31 × 15 = 465 

(3) 
(2+29)×10

2
= 31 × 5 = 155 

なお(4)の問題については，項数 𝑛 を求める際に，

少し手間がかかるため省略した．ただし，項数 𝑛 

さえ求めることができれば(4)の和を計算すること

ができることを確認し，一般的には高等学校の数学

Ｂ「数列」分野で学習することを補足として付け加

えた． 

 

④ ここからが本題の「トイレットペーパーと数学」で

ある．今回の目標は「トイレットペーパーの回転数

（何回巻いてあるか）を求めよう」である．まずは

以下の手順に従い，予想を立てた． 

1. まず直観的に何回巻いてあるかの予想を立て，

隣り同士交流を行った．予想１ 

2. トイレットペーパーの基本情報とそのデータ

を測った． 

以下の図は，トイレットペーパーを側面から

見たものである． 

 

 

 

この大円の直径を外径の長さ，小円の直径を

内径の長さという．そして，実際にトイレッ

トペーパーを用いて外径の長さ，内径の長さ

を測り，それをもとに何回巻いてあるかの予

想の２回目を立て，隣り同士で再度交流を行

った． 

予想２ 

3. 予想２の後，実際にトイレットペーパーを 50

回巻いた．そして，巻き終わった後，もとの

トイレットペーパーと 50 回巻いた後のトイ

レットペーパーを見比べて，最後の予想を行

った． 

予想３ 

 

⑤ まず理論的な方法により巻き数を求めていった．具

体的には以下の問１～問３を与えた． 

 

問１ トイレットペーパーを下図のように切った

ときの切り口はどうなるか． 

 

 

 

 

 

 

問２ 問１の切り口を参考にして，トイレ 

ットペーパーの外径の長さを 2𝑅，内径の長さを 

2𝑟，トイレットペーパーのロールの長さを 50m，回

転数を 𝑥 として，関係式を作れ． 

 

問３ 実際のデータ（外径の長さ，内径の長さ）を

代入して，回転数 𝑥 を求めよ． 

 

⑥ 次の実際にトイレットペーパーの巻き数を数えて，

⑤において計算で求めた数と比べた． 

 

⑦ ⑤と⑥のデータが異なる場合は，なぜうまくいかな

かったのかを考えさせた． 
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3．考察 

Ⅱ．⑥の問１において，トイレットペーパーの切り口

について考えた．実際，切り口は次のように台形なる． 

 

 

        

 

 

また，トイレットペーパーの外径の長さを 2𝑅，内径の

長さを 2𝑟 としていたので，切り口の台形の上底の長さ

は 2𝜋𝑟，下底の長さ 2𝜋𝑅 となり以下の関係式が成り立

つ． 

(2𝜋𝑟 + 2𝜋𝑅) × 𝑥

2
= 5000 

ここで，①～③で行った等差数列の和の公式を用いると

ころがポイントである．これを変形し，𝑥 について解く

と 

𝑥 =
5000

𝜋(𝑟 + 𝑅)
 

となる．この式がトイレットペーパーの巻き数 𝑥 を求

める公式である． 

 なお今回扱ったトイレットペーパーで実際の巻き数を

数えてみると 221回となった． 

一方，理論上計算で求めてみると各データを 

𝑟 = 1.95，𝑅 = 5.25，𝜋 = 3.14  

として計算すると 

𝑥 =
5000

3.14 × (1.95 + 5.25)
=

5000

22.608
= 221.16 ⋯ 

となり，約 221回であることが分かる． 

 

4．生徒の感想より 

ここでは，7月の行った津市立橋北中学校 2年生約 180

名からいただいた感想の中から（原文のまま）いくつか

紹介をする． 

⚫ 規則正しく数が増えるときは反対に数をかいて足

していくとすべて同じ数になって計算が楽になる

ことをはじめて知りました. すごく、へー！そう

なんや！と思って面白かったです．トイレットペ

ーパーの巻き数が計算でだいたい(でもほとんど

あってた)でてくるのにはめっちゃビックリしま

した． 

⚫ いちいち一個ずつ足してかなくても同じ数ずつ増

える数の和は（最初の数）×（個数）で求めること

ができて，トイレットペーパーの問題も今まで習

ったことを使えば簡単に早く解けるということを

知ってすごく面白いなと思いました． 

⚫ 正直トイレットペーパーが何回巻かれているなん

て気に留めたこともなかったです．ですが，今ま

で習ってきたことから簡単に求めることができる

ことを知りました．なので日常生活で疑問に思っ

たことはメモ帳かいつでも書ける紙などに書き，

自由研究などの機会に調べていきたいと思いまし

た. 

⚫ 自分の感覚と答えが全く違ってびっくりしました．

だけど，自分の予想や感覚があるからこそ結果と

違う面白さや驚きなどのいろんな感情が得られる

と思うし，改めて数学の面白さに気付くことがで

きたんじゃないかなと思います． 

⚫ 確かに，数学は日常生活に深く関わって，例えば，

食べ物を食べるという行為だけでもどうそれを分

ければちょうどよくなるか など，当たり前に数

学を使っている．そして，今回のトイレットペー

パーの問題で，単純な計算をするだけでなく，小

学校で習ったことも応用して考えられることを知

った．トイレットペーパーを切った形を私は想像

できなかったので，もっと立体的に判断したい． 

⚫ トイレットペーパーを切って開いた図形を考える

のではなく，実際にやってみることが大切なんだ

なと気づいた．１つの公式でいろいろなことを求

めることができるんだなと思った．数学の中で天

才な人が 1 から 100 までの計算がすぐにできた話

を聞いて，どのような解き方をしたのかがわかり，

面白いなと思った． 

⚫ はじめにトイレットペーパーが何回まかれている

か感覚で予想するとき 50 回だと思っていたけど

全然違くて 220 回まかれていて驚いた．実際にト

イレットペーパーを切ったものを出したり、何回

まいてあるか最後まで数えたりして，実際にやっ
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てみることは自分の知識になるし大切なんだなと

思った． 

⚫ 自分は数学は難しいしあまり興味がなかったです

が，今回の上野先生の授業は自分たちがいつも使

っているトイレットペーパーで考えたりしていて

とても面白かったです．トイレットペーパーが何

回まかれているのかなんて計算では求められない

と思っていたけど，計算で求められると分かって

とても興味がわきました．とても楽しかったです．

ありがとうございました． 

⚫ 普段トイレットペーパーの芯から紙が何枚まかれ

ているのか考えもしなかったけど，今までならっ

たことを使えばこんなこともできるんだと数学の

世界がもっと広がりました．皇學館大学の先生の

言っていた「感覚」が僕も大切だなと思いました．

その感覚からどうだろうと考えることで自分自信

がもっと数学の世界に入っていけると思ったから

です．改めて数学はすごい楽しいと思いました． 

⚫ 身近なものでも数学を工夫して疑問のものを求め

る事ができるのがすごいと思いました．トイレッ

トペーパーを家でも巻いてみてと言われて，して

みたいけどお母さんに巻きすぎといわれるのでい

つか機会があればしたいです．時間が限られてる

中で自分の意見を言うこともできたし，間違うの

は悪いことじゃないって言っていて安心しました．

数学を勉強して将来必要あるか？って思っていた

けど身近で必ず使えると分かったのでたくさん勉

強しようと思いました． 

 

5．まとめと今後の課題 

今回の授業を行うにあたり最初に生徒たちに次の 3

つの約束事をしてから授業を行った． 

⚫ 正解を探すのでなく，自分の思うように答えるこ

と 

⚫ 周りと比較しないこと 

⚫ 自分の意見をきちんと伝えること 

算数・数学という教科の性質上，どうしても生徒たちは

そのプロセスよりも答えが合っているかどうかを気に

する．また教師側が質問をすると，その「正解」を探し，

「正解」が分かる場合は答えるが，自信がないときや「正

解」が分からないときは答えないといった生徒も多くい

る．そのような中でいかに生徒たちに学ぶ楽しさを伝え

ていくかが大切であると考えた．①～③では，答えに至

るプロセスの大切さ，知恵を出し工夫することの大切さ

を確認した．また，最終的に（巻き数を求める）公式を

作っていくにあたり，既習の公式（今回であれば台形の

面積の求め方）とつなげていくことにも心掛けた． 

 次に④～⑦の活動であるが，まずは生徒たちの「感覚」

を大切にしようと考えた．Ⅳの中の生徒の感想にもある

ように，トイレットペーパーの巻き数なんて初めて数え

たため，巻き数を聞かれても誰も分かるはずはない．し

かし，トイレットペーパーを見て，だいたいどれくらい

だろうか？と予想することは誰にでもできるはずであ

る．大事なことは自分の考えを持つことであり，自分の

「感覚」を大切にしていくことである．交流をしていく

中で，最初の予想１では 5000回や 10000回などと答え

ていた生徒もいたが，予想２，３と進んでいく中でより

現実の値に近づいていった．自分の中での「イメージ」

がより具体的なものになっていた結果だと思われる．こ

のようにして，様々な活動を通して数学的な感覚の養成

していくことがこれからもより一層必要だと感じた．  

 また後半は実際に外径の長さや内径の長さを測り，数

値計算により巻き数 𝑥 を求めることを行った．ここで

はポイントが 2つあげられる．  

1 つ目はトイレットペーパーの切り口を求めること

である（⑤の問１）．中学生に限らず，子どもの空間認

識能力は低い．そのため立体の切断のような数学的な問

題に苦手意識をもつ生徒も多い．今回は，切り口を予想

し，実際に切って広げてみることにより切り口が台形に

なっていることを生徒と一緒になって確認した．台形に

なっていることが分かると，生徒の表情をとても満足し

ているように見えた．空間認識能力を付けていくために

は，まず予想させること，そして実際にやってみること

が大切である．また，立体を切断する際，様々な角度か

ら切っているのもいいのではないかなと考える． 

2 つ目は数値の誤差の問題である．巻き数  𝑥 は外径

の長さや内径の長さの測り方によっては 3～4 回変わっ

てくる．また，円周率𝜋 についても今回は 𝜋 = 3.14 と
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近似をして計算を行ったが，この値を 𝜋 = 3 や 𝜋 = 3.1，

𝜋 = 3.141 などと近似することで，実際の巻き数 𝑥 の値

は変わってくる．このように，近似の仕方一つとっても

近似の仕方によってデータがどのくらい変わってくる

のかを調べてみるのも興味深い問題である． 
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高大連携の数学Ⅱ 

―常微分方程式の解法を通して― 

 

上野 祐一 1） ・ 西野 晋弥 2）  ・ 林 浩司 3） 

 
１）皇學館大学教育学部 2）皇學館大学教育学部（学部生） 

3）皇學館高等学校 

 
1．はじめに  

微分方程式は微分積分学とほぼ同じくらいの長い歴

史を持つものである．当初は主に物理学に関する問

題，例えば有名なものとして万有引力の働く二つの天

体の運動に関するケプラー（Kepler）問題などを解く

ために使われたと言われているが，今日では他の自然

科学 (化学, 生物学等), 工学, 医学, 農学はもちろん，

経済学など社会科学の分野にも広く応用されている．  

 そのような状況の中において，実際に微分方程式を

学ぶのは大学に入ってからというのが今の現状であ

る．今までの学習指導要領の変遷を見てみると，以前

は学習指導要領の範囲に入っていることもあったが，

現在は発展的内容として扱われる程度である．冒頭で

述べたように，微分方程式を学ぶ意義は深い．ただ単

に解を求めるような計算から始まり，理論的なもの，

応用的なものも含めれば社会の様々なところに使われ

ていることが分かる．また，高等学校の数学で学ぶ微

分積分とも関連が深く，微分方程式を学ぶことにより

さらに微分積分学の奥深さについても気付くことがで

きる． 

本稿では，2022 年 5 月に皇學館高等学校理系 3 年

生 10 名に行った数学Ⅲ「積分法とその応用 発展 

微分方程式」の授業をもとにして，授業実践を通して

の考察について述べる．なお，実際の授業は上野と指

導学生である教育学部 4 年生の西野晋弥が行い，皇學

館高等学校数学科教諭林浩司の指導するクラスで行っ

たものである． 

 今回扱う微分方程式は主に 1 階の（線型）常微分方

程式であり，その中で解ける形のものを扱う．1 階の

常微分方程式の具体的な形として以下のようなものが

存在する[3]． 

⚫ 直接積分形 

⚫ 変数分離形 

⚫ 同次形 

これらの中で直接積分形と変数分離形の解法について

授業の中で紹介した．これらの基本的な形の解法を身

に付けることにより，微分方程式の図形・自然現象・

物理への応用（単振動や人口増加の方程式（ロジステ

ィック方程式）等）についても考察することが可能で

ある．これらの応用については，西野の卒業論文に執

筆予定である． 

 

2．授業の実際 

今回は，数学Ⅲの微分法，微分法の応用，そして積分法

とその応用を学習後の発展的な内容として「微分方程式」

についての授業を行った．前半は上野が行い，後半を西

野が担当した．具体的な内容としては以下のとおりであ

る． 

① はじめに 

まず最初に，大学数学の初年度に学習するマク

ローリン展開（Maclaurin expansion）について簡

単に触れた．マクローリン展開とは，三角関数や

指数関数の多項式近似のことである．高等学校の

数学で扱うことはなく教科書には載っていないが，

知っていると様々な分野で見通しを良くしてくれ

るものである．マクローリン展開が応用できる場

面として以下のようなものが考えられる． 

⚫ 無限級数 

⚫ 不等式の評価 

⚫ 極限 

⚫ 関数の無限級数展開 

等に適用されている．マクローリン展開とは以下のこと

をいう． 
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Theorem.2.1（マクローリンの定理） 

無限回微分可能な関数 𝑓(𝑥) に対して， 

𝑓(𝑥) = 𝑓(0) + 𝑓′(0)𝑥 +
𝑓′′(0)

2!
𝑥2 +

𝑓′′′(0)

3!
𝑥3 + ⋯

+ ⋯ +
𝑓(𝑛)(0)

𝑛!
𝑥𝑛 + ⋯ 

    = ∑
𝑓(𝑛)(0)

𝑛!
∞
𝑛=0 𝑥𝑛 

を関数 𝑓(𝑥) のマクローリン展開という． 

 

このマクローリン展開（一般の場合にはテイラー

（Taylor）展開とよぶ）によっていろいろな関数

を多項式で近似することができる．すなわち，一

見よく分からない関数でも今まで学習した既知の

関数で近似することができるという性質である．

例として以下のものを扱った． 

 

Example.2.1（𝐬𝐢𝐧 𝒙 のマクローリン展開） 

sin 𝑥 = 𝑥 −
𝑥3

3!
+

𝑥5

5!
− ⋯ 

 

これを用いることにより次が分かる． 

cos 𝑥 = 1 −
𝑥2

2!
+

𝑥4

4!
− ⋯ 

さらには，次のオイラーの公式 

𝑒𝑖𝑥 = cos 𝑥 + 𝑖 sin 𝑥 

と上のsin 𝑥，cos 𝑥 のマクローリン展開を用いるこ

とにより， 

𝑒𝑥 = 1 + 𝑥 +
𝑥2

2!
+

𝑥3

3!
+

𝑥4

4!
+ ⋯ 

が成り立つことも容易に計算できる．この式はよ

く大学入試の問題に取り上げられることも合わせ

て確認した． 

同様にして， 

 

Example.2.2（無限等比級数） 

1

1 − 𝑥
= 1 + 𝑥 + 𝑥2 + ⋯ 

ただし，|𝑥| < 1 とする． 

 

より，以下を得る． 

− log(1 − 𝑥) = 𝑥 +
1

2
𝑥2 +

1

3
𝑥3 + ⋯ 

これらは一見すると何の関係性もなさそう 

に見えるが，Ex.2.1の両辺を 𝑥 で微分した 

り，Ex.2.2の両辺を 𝑥 で積分するとそれぞ 

れ cos 𝑥 や log 𝑥 のマクローリン展開が得ら 

れることを意味している． 

高等学校に入学後，数学Ⅰの授業におい 

て式の展開と因数分解を学習する．その際 

に展開と因数分解は互いに逆の演算である 

ことを学ぶ．これと同様に，数学Ⅱや数学 

Ⅲで微分や積分を学習するが，それぞれ微 

分や積分の計算はできるが，なかなか微分 

と積分が逆演算であるということを利用し 

て数式を捉えたり，扱ったりする機会はそ 

れほど多くない．そのため，ここでは次の 

定理を最後に紹介した． 

 

Theorem.2.2（微分積分学の基本定理） 

関数に対する微分と積分は互いの逆操作で 

ある 

 

なお，この微分積分学の基本定理は 1変数 

関数に対するものであるが，多変数関数に 

対しては，ストークスの定理が存在するこ 

とにも注意しておきたい． 

 

② 微分方程式とは 

ここからは，西野が行った授業について振り返

る．まず，微分方程式とは何かについて説明を行

った．今回の授業で扱った微分方程式の問題とそ

の表記の方法については次の通りである．今回は

「’（プライム）」を用いずに，下記の表記で微分

を表すことにする． 
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Exercise 

1. 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑎 

2. 
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 = −𝑔 

3. 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑘𝑦 

4. 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 2𝑥𝑦 

 

このように未知関数の導関数を含んだ方程式を微

分方程式（differential equation）という．特に

1 変数関数の微分方程式を常微分方程式という．

また，各方程式を満たす関数のことをその微分方

程式の解（未知関数）といい，その解を求めること

を微分方程式を解くという． 

では，実際に微分方程式の解法についてみてい

く． 

 

1. 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑎 について 

両辺を 𝑡 で積分することにより 

𝑥 = 𝑎𝑡 + 𝐶（ただし，𝐶 は積分定数） 

   を得る． 

 

2. 
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 = −𝑔 について 

1.と同様にして，両辺を 𝑡 で微分すると 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= −𝑔𝑡 

再度，両辺を 𝑡 で微分することにより 

𝑦 = −
1

2
𝑔𝑡2 + 𝐶（ただし，𝐶 は積分定数） 

を得る． 

これらが微分方程式の解である． 

これらは単純に積分すればよいため簡単である． 

 

③ 微分方程式の解き方 

次に一般的な微分方程式について考察した．考

えるべき微分方程式は次のような形の微分方程式

である． 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑘𝑦 

ただし，𝑦  は 𝑥 の関数であり，𝑘 は定数であ 

る．一見すると問題 1.や問題 2.と同じように見え

るが，右辺に 𝑥 の関数 𝑦 が入っているため，両辺

を 𝑥 で積分するだけでは上手くいかない．そのた

めに以下のように変数変換を行う． 

 一般に， 

𝑓(𝑦)
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑔(𝑥) 

の形に変形できる微分方程式の解は， 

𝑦 = 𝑔(𝑥) とおき，置換積分を行う 

ことにより，次の等式に帰着させて求めることが

できる． 

∫ 𝑓(𝑦)𝑑𝑦 = ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥 

これを用いて 3.4.の問題を解く． 

 

3.
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑘𝑦 について 

(i) 𝑦 = 0 は方程式を満たすので解である． 

(ii) 𝑦 ≠ 0 のとき 

両辺を 𝑦 で割ると 

1

𝑦

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑘 

    両辺を 𝑥 で積分すると 

∫
1

𝑦

𝑑𝑦

𝑑𝑥
𝑑𝑥 = ∫ 𝑘 𝑑𝑥 

  左辺に先ほどの置換積分を行うと 

∫
1

𝑦
𝑑𝑦 = ∫ 𝑘 𝑑𝑥 

  ゆえに 

log|𝑦| = 𝑘𝑥 + 𝐶（ただし，𝐶 は積分定数） 

|𝑦| = 𝑒𝐶𝑒𝑘𝑥 

𝑦 = ±𝑒𝐶𝑒𝑘𝑥 = 𝐴𝑒𝑘𝑥（𝐴 = ±𝑒𝐶 とおいた） 

  (i)(ⅱ)より，求める解は 

𝑦 = ±𝐴𝑒𝑘𝑥（ただし，𝐴 は任意の定数） 

 

 4. 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 2𝑥𝑦 について 

 基本的には，3.と同様に行う． 

(i) 𝑦 = 0 は方程式を満たすので解である． 

(ii) 𝑦 ≠ 0 のとき 

  両辺を 𝑦 で割ると 
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1

𝑦

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 2𝑥 

両辺を 𝑥 で積分すると 

∫
1

𝑦

𝑑𝑦

𝑑𝑥
𝑑𝑥 = ∫ 2𝑥 𝑑𝑥 

  左辺に先ほどの置換積分を行うと 

∫
1

𝑦
𝑑𝑦 = ∫ 2𝑥 𝑑𝑥 

  ゆえに 

log|𝑦| = 𝑥2 + 𝐶（ただし，𝐶 は積分定数） 

|𝑦| = 𝑒𝐶𝑒𝑥2
 

𝑦 = ±𝑒𝐶𝑒𝑥2
= 𝐴𝑒𝑥2

（𝐴 = ±𝑒𝐶 とおいた） 

  (i)(ⅱ)より，求める解は 

𝑦 = ±𝐴𝑒𝑥2
（ただし，𝐴 は任意の定数） 

 

④ 微分方程式の活用例 

最後に微分方程式の活用例として，物理との関

係についての話を行った． 

高等学校の物理で習う鉛直投げ上げの公式とは

以下のものである． 

 

1. 速度 𝑣 :𝑣 = 𝑣0 − 𝑔𝑡  

2. 変位 𝑦 :𝑦 = 𝑣0𝑡 −
1

2
𝑔𝑡2 

3. 𝑣2 − 𝑣0
2 = −2𝑔𝑦  

（1,2 より 𝑡 を消去したもの） 

 

この公式をニュートンの運動方程式から出発し，

微分方程式を用いて示した．ニュートンの運動方

程式とは次の方程式である． 

𝑚𝑎 = 𝐹 

ここで，𝑚 ∶ 質量，𝑎 ∶ 加速度，𝐹 ∶ 力 である． 

  また， 

  速度：𝑣 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
，加速度：𝑎 =

𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2， 

力：𝐹 = −𝑚𝑔 であることを利用して変形してい

くと 

𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2 = −𝑚𝑔 

  より 

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= −𝑔 

  を得る．この両辺を 𝑡 で一回積分すると 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝑔𝑡 + 𝐶 

  積分定数として，𝐶 = 𝑣0 とすると 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑣 = 𝑣0 − 𝑔𝑡 

  を得る．さらにこの両辺を 𝑡 で再度積分すること

により 

𝑥 = 𝑣0𝑡 −
1

2
𝑔𝑡2 

  を得る．以上のように見ていくと，鉛直投 

げ上げの公式 1～3 が一連の公式であることが確

認できる（3については，1,2から時間変数 𝑡 を消

去したものであるため省略する）． 

 

3．まとめと今後の課題 

今回，数学Ⅲの発展的な内容として微分方程式の授業

を行った．生徒の感想等については西野の卒業論文に委

ねることとし，ここでは今回扱った数学的内容について

振り返る．今回の微分方程式の授業を行うにあたり前提

知識としては，高等学校の微分積分ができれば十分学習

することが可能な内容である．ただし，少し注意の必要

な問題もあった．具体的に述べると問題 3.や問題 4.で

ある．③でも述べたがこれらは右辺に 𝑥 の関数 𝑦 が入

っているため単純に両辺を 𝑥 で積分するだけでは解く

ことができない．そこを上手く高校生に説明することが

難しかった．その原因としては，数学特有の表記の方法

により，誤解が生じたり，勘違いをしてしまうことが挙

げられる．今回の内容では，問題 1，2 については「直

接積分形」と呼ばれるものであり，問題 3，4 は「変数

分離形」と呼ばれるものである．その違いは，右辺の形

を見れば分かるのだが，「変数」が何かについて着目す

る必要があり，文字だけを見ているとなかなかその判断

がつかないだろう。そこに数学の難しさであり，また奥

深さがあると思われる．このように，高校数学と大学数

学の間には大きな溝があるように思われる．大学数学に

おいては，一般論で表されることもあり，表記の方法に

ついても一般的な表記の方法で書かれている．その分野

の初学者が学び始める時には，抽象的な内容で戸惑うこ
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ともあるかもしれない．その際，大切なことは「具体的」

に考えることである．いろんな例をもとに，具体的に計

算してみるという姿勢が大切である． 

 また，今回は④の活用例として，鉛直投げ上げついて

紹介したが，他にも単振動（調和振動）の例等，物理や

多くの学問に微分方程式が密接に結びついていること

が実感できる例が存在する．これらを学び，実生活と結

ぶつくことを実感できたり，異分野と融合している瞬間

を感じられるような体験を伝えることができるように

していきたいと考えている． 
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体育授業におけるサッカーのミニゲームの工夫 

―身体活動量の増加と楽しさの確保を目指して― 

 

城 可倫 1)、片山 靖富 2) 

1) 航空自衛隊防府南基地（皇學館大学教育学部 2020 年度卒） 

2) 皇學館大学教育学部 

 

1．緒言 

適度な身体活動や体力を保持することやそのために

運動習慣や運動・スポーツに対する価値観・理解を有し

ておくことは、その時の健康に影響するだけでなく、将

来の健康および健康行動にも影響する 1, 2）。したがって、

子どもの頃に高い身体活動量と体力を保持させること

は、現在の心身の健全な発育発達だけでなく、将来（成

人期以降）の健康のためにも重要である。 

わが国の子どもの体力は昭和 60年（1985年）頃から

現在まで低下傾向が続いている 3）。令和元年度「全国体

力・運動能力、運動習慣等調査結果概要」によると、令

和元年度の体力合計点（各テスト項目に係る得点を合計

した点数の平均値）は小・中学生の男女ともに前年度よ

りも低下し、平成 20 年度の調査開始以降、体力の低下

が見られる。この体力の低下は身体活動量の低下による

ものであるが、その身体活動量が減少した背景には、家

庭環境の変化（核家族化や兄弟姉妹の減少・一人っ子、

両親の共働きの増加など）や遊びの形態の変化（屋外遊

びから屋内のテレビゲームなど）、生活活動の変化（家

事活動のオートメ－ション化）等が考えられる。また、

現在の子どもの多くは学習塾へ通うことが多くなり、そ

れも昔よりも低年齢化し、とくに小学校 4年生が運動・

スポーツの習い事を止め、学習塾へ通いだす転換期とも

指摘されている 4，5）。つまり、家庭内で身体活動量を確

保することが非常に難しくなってきている。 

学校での体育授業は身体活動を確保することができ

る貴重な時間となる。学習指導要領には、授業内・学校

内で子どもの身体活動量を確保するようには示されて

いない 6）。しかしながら、子どもたちの身体活動量が減

少し、体力が低下しているという現実を鑑み、体育授業

で身体活動量を確保するよう求められつつある。 

 単に身体活動量を増やすだけであれば、長距離走など

歩行・走行活動中心の授業を展開すれば良いが、それだ

けでは体育授業本来の目的である運動・スポーツの楽し

さを学ぶことはできない。平成 29 年度「全国体力・運

動能力、運動習慣等調査報告書」によると、運動しない

子どもの割合が減少した学校は、運動が好き・体育の授

業が楽しいと回答する子どもの割合が増加しているこ

とが分かった 7, 8）。このことから、楽しいと感じる体育

授業を行うことで、運動・スポーツを好きになり、それ

によって自主的な運動・スポーツの実践につながり、身

体活動量の増加、運動習慣の定着、それによる体力の向

上に寄与する。そのため、体育授業では楽しさと身体活

動量の両方を確保する授業が求められる。 

体育授業では様々なスポーツを学修するが、なかでも

サッカーの活動強度は 7.0メッツと、ソフトボール（5.0

メッツ）やバドミントン（4.5メッツ）など他のスポー

ツと比べても活動強度が高いため、身体活動量を確保し

やすく、体力の向上にもつながりやすいとスポーツ種目

と言える 9）。サッカーは同時に同じコートで相手味方が

入り乱れ、瞬時に状況を把握する能力や手を使わず主に

足でボールを操作する他のスポーツにはない独特の身

体の動かし方が求められるため、足が速い、持久力があ

るなど高い体力を持つ者ほど楽しく、そうでない者ほど

楽しみにくくなることや技術差・体力差が明白になりや

すいなどの特性がある。したがって、サッカーを知らな

い子どもや運動・スポーツが苦手な子は、ゲーム中どの

ように動いたら分からず躊躇し、失敗を恐れるがために、

積極的にボールに触れようとせず、コートの隅に立ち尽

くすなどの消極的な行動になりがちである。それによっ

て活躍の場面が少なくなり、自信が持てず、さらに積極

的な参加を阻む。そのような子どもたちに活躍の場や出

番が増えるように技術を教えたり、頑張るように声掛け

したりすることも大切だが、教員が全ての子ども達に気

を配ることは難しい。サッカー・体育が苦手な子どもが

自然と活躍できる場面を作り出す（仕掛けを作る）こと
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も必要である。それには、津田らの先行研究によると、

ミニゲームを中心に展開するサッカーの授業は体力を

高めることや、同じ人数のゲームであってもコートを広

くすることにより、体力つくり効果が期待できると報告

されている 10, 11）。このことから、ゲームのコートや人

数、ルール等を工夫することで身体活動量を増やせる可

能があると考えられる。しかしながら、先行研究では、

ゲームのコートや人数を工夫した際の身体活動量なら

びに楽しさが計測されていない。 

 そこで本研究では、サッカーにおける複数のミニゲー

ムの身体活動量と楽しさを比較することで、楽しさと身

体活動量の両方を担保できるミニゲームを考案してい

くことを目的とした。 

 

2．方法 

（1）対象者 

 K 大学の一般教養科目である体育授業（スポーツⅠ）

を履修した大学 1・2年生（男子学生 41名、女子学生 6

名）を対象とした。このうち、サッカーや体育が得意な

学生 23名、不得意な学生 24名に分けられた。なお、得

意・不得意の学生の判別については、第 3節の測定・調

査項目と方法に記述した。 

 なお、本研究の実施に際し、スポーツⅠ履修学生に対

し、文書および口頭で研究内容の説明を行い、書面にて

協力の同意を得た。また、本研究は皇學館大学研究倫理

委員会の承認を得て実施した（番号：R03-12, 

承認日：2020年 12月 15日）。 

（2）ゲーム内容 

①大ゲーム 65ｍ×40ｍ（10人 vs10人） 

 K 大学のグラウンドでは成人用のフィールドサイズ

を確保できないため、子どもの 8人制サッカーのフィー

ルドサイズ（縦 68m、横 45m）に近い、縦 65m、横 40mと

した。ゴールは成人用のサイズを用いた。履修者数と授

業展開の都合上、10人対 10人（うち 1名はゴールキー

パー）でゲームを行なった。ゲームの時間は前半 10分、

後半 10分、合計 20分とした。それ以外のルールとして

は、オフサイドを設定し、ファウルがあった場合はファ

ウルの内容に応じて直接又は間接フリーキックでリス

タート、タッチラインを超えてボールデッドした場合は

スローインで、ゴールラインを超えてボールデッドした

場合は、ゴールキック又はコーナーキックでリスタート

するなど、一般的なサッカーのルールに準じるものとし

た。 

②ミニゲーム 30ｍ×20ｍ（5人 vs5人） 

 ミニゲームのフィールドサイズは縦 30ｍ、横 20ｍと

した。1チームのフィールドプレーヤは 5名（ゴールキ

ーパーは設定無し）とした。ゴールはカラーコーンの間

3ｍとし、カラーコーン（約 70cm）より高いゴールはノ

ーゴールとした。審判はセルフジャッジで行った。オフ

サイドは無しとした。ファウルがあった場合は、すべて

直接フリーキックでリスタートした。シュートがゴール

に入った（得点した）後はハーフウェイラインからリス

タートした。ボールがタッチラインやゴールラインを超

えてボールデッドした場合はキックインでリスタート

した。時間は 5分を 1ピリオドとし、ピリオド間は 3分

程度の休憩を挟み、4ピリオド、合計 20分行なった。 

③工夫のあるゲームⅠ（ゴール 3 対，ボール 2 個ゲー

ム）（図 1） 

 工夫のあるゲームⅠ（工夫Ⅰゲーム）のフィールドサ

イズは縦 30m、横 40mの横長とし、ゴールはカラーコー

ンの間 3ｍ、高さはカラーコーンの高さ約 70 cmとし、

合計 6 個（狙うゴール 3 つ、守るゴール 3 つ）設置し

た。サッカーボールを同時に 2個使用した。男子学生の

シュートがゴールに入った場合は得点を 1点とし、女子

学生のシュートがゴールに入った場合は得点を 2 点と

した。得点は各自覚えておき、ゲーム終了時に合計得点

を計算した。審判はセルフジャッジでゲームを行った。

オフサイドは無しとした。ファウルがあった場合はすべ

て直接フリーキックとした。シュートがゴールに入った

（得点）後は、ゴール近くから相手ボールですぐにキッ

クインでリスタートした。ボールがタッチラインやゴー

ルラインを超えてボールデッドした場合はキックイン

でリスタートした。1 チームのフィールドプレーヤは 7

名（ゴールキーパーの設定無し）とした。時間は 10 分

を 1ピリオドとし、それを 2ピリオド、合計 20分行っ

た。 

【このゲームの狙い（効果予測）】 

 ボールが 1 つだとボールに関与できる者が限られて

くる。ボール 2 つ、ゴールが 2 対（4 つ）、メンバーが

偶数だと、自然と 2チームに分かれ、気の合う友達とプ 
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レーするなど偏ってしまい（もう一方のボールへの意

識が薄れる）、身体活動量が減ってしまうこと、協力

してゴールを狙う機会が減ることが考えられる。 

ゴールを複数設置することで、サッカーが苦手な者が

ゴール前で立ちすくんでいても、ゴールを狙うまたは

守る機会が増え、チームに貢献する・ゲームに関わる

機会が増える。また、ゴール 3つ、ボール 2つのため、

そのゴールやボールに関与する者が少なくなるため、

動かざるを得ず、身体活動量も増す。もし、貢献でき

ずに失敗しても、ボールが 2つ同時に動いていること

から、周りはその失敗を気にしている余裕はないため、

失敗に注目されることが少なくなる。一方で、ゴール

できた場合、ゲーム終了後の集計時にゴールできたこ

と・貢献したことを示すことができる。サッカー・体

育が得意な子どもは、2つのボールを意識し、チャン

スとなるゴールを探しながらプレーしたり、1つがボ

ールデッドになっても、もうひとつはインプレーであ

ればプレーを続けることになり、身体活動量が高くな

りやすい。また、2つのボールが動いているため展開

が早く、複雑になるため、周りとの協力が一層必要と

なる。 

④工夫のあるゲームⅡ （全員攻撃・全員守備ゲーム）

（図 2-1，図 2-2，図 2-3） 

工夫のあるゲームⅡ（工夫Ⅱゲーム）のフィールド

サイズは縦 40m、横 30mとし、ゴールはカラーコーン

の間 3ｍ、高さはカラーコーンの高さ約 70 cmとした。

審判はセルフジャッジでゲームを行った。オフサイド

はなしとした。ファウルがあった場合は、すべて直接

フリーキックとした。シュートがゴールに入った（得

点した）後はハーフウェイラインからリスタートした。

ボールがタッチラインやゴールラインを超えてボー

ルデッドした場合はキックインでリスタートした。ゴ

ールしたチームを攻撃側、ゴールされた側を守備側と

したとき、ゴールした時に攻撃側全員がハーフウェイ
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ラインを超えていなければノーゴールとした（図 2-

2）。さらにゴールした時、守備側がハーフウェイライ

ンを超えて攻撃側の陣地に残っていれば（自陣で守備

をしていない者がいる場合）、その人数分をゴールし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た攻撃側に加点した（図 2-3）。1チームのフィールド

プレーヤは 7名（ゴールキーパーの設定無し）とした。

時間は 10 分を 1 ピリオドとし、それを 2 ピリオド、

合計 20分行った。 
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【このゲームの狙い（効果予測）】 

 サッカー・体育が苦手な者は動かず、その場に留まり、

身体活動量が高くなりにくい。そのような者の身体活動

量を高めために、攻撃時はゴールが入った時点で全員が

攻撃陣内に移動しておかなければならない、守備時は全

員が自陣地内で守備をしておかなければ相手に追加得

点が入るという工夫（ルール設定）をした。これによっ

て、多くの者が急いで（全力で）相手または自陣地内へ

移動する必要があるため、活動強度が高くなりやすく、

身体活動量も高くなりやすい。また、ボールに直接関与

はしていないが、全員が攻撃陣内に移動していないとゴ

ールが認められない・全員が守備をしておかなければな

らないため、ゴール・勝利または守備（すなわちゲーム）

に関与した、協力したという意識が芽生える。サッカー

はチーム全員が協力（攻撃と守備）しなければならない

ことを理解してもらうことができる。また、通常の成人

のサッカーにおいても 90 分間のうちボールに触れてい

る時間は、プレーヤー一人あたり 10分にも満たないが、

それ以外はチームのために走ることで貢献している。ボ

ールに触れることだけがチームへの貢献ではないこと

も理解してもらうことができる。 

 ゴールを狙う時は、全員が相手陣地内に移動しておか

なければならないので、むやみにシュートを打つことが

できない。全員が陣地に移動したかを確認し合うことで、

協調性を育むこともできる。 

（3）測定・調査項目と方法 

①身体活動量・歩数 

 身体活動量と歩数は三次元加速速度計を内蔵した活

動計（オムロン社製,HJA-350）を用いて測定した。対象

者はゲームを行う直前に活動量計を腰部に装着し、ゲー

ム終了後に回収した。ゲームを行った 20 分間の身体活

動量と歩数のデータを収集した（授業開始前に装着・授

業終了後に回収したのではない。1 授業 90 分全体のデ

ータではない）。 

②スポーツおよびサッカーの得意・不得意調査 

スポーツおよびサッカーに対する関心の有無につい

ては、15 回授業の初回時に質問紙によるアンケート調

査を行った。具体的な質問内容は以下の通り 5項目であ

った。 

質問 1．スポーツを行うことは好きですか？ 

質問 2．スポーツを行うことは得意ですか？ 

質問 3．サッカーは好きですか？ 
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なお、この調査より、質問 1、質問 2、質問 3のいず

れかに｢はい｣と回答した学生は、サッカーやスポーツが

得意とする群（得意群）に、いずれにも「はい」と回答

しなかった学生をサッカーやスポーツが不得意とする

群（不得意群）とし、それぞれ 23 名（得意群）、24 名

（不得意群）であった。 

③サッカーゲームの楽しさ等に関する調査 

ゲームの「楽しさ」を主に、「ボールにたくさん触れ

ることができたか」「たくさん走ることができたか」「仲

間と協力できたか」「もう一度やってみたいと思うか」

について、各回の授業終了直前に質問紙によるアンケー

ト調査を行った。この調査は、アンケート用紙に 10 cm

の横線を描き、左側 0cm の箇所を-5 点（楽しくない・

できなかった）、真ん中 5cmのところを 0点（どちらで

もない）、右側 10cmの箇所を 5点（楽しい・できた）と

して、感じたところにチェックを打ってもらい、その距

離を数値化（得点化）した。具体的な設問は次の通りで

あった。 

≪本日実施したゲームについて≫ 

質問 1. ボールにたくさん触れましたか？ 

質問 2. ゲーム全体を通してたくさん走れましたか？ 

質問 3. 仲間と協力してプレーできましたか？ 

質問 4. ゲームは楽しかったですか？ 

質問 5. もう一度このゲームをやってみたいと思いま

したか？ 

≪本日実施したゲームと大ゲームを比較して≫ 

質問 1. （大ゲームよりも）ボールにたくさん触れまし

たか？ 

質問 2. （大ゲームよりも）ゲーム全体を通してたくさ

ん走れましたか？ 

質問 3. （大ゲームよりも）仲間と協力してプレーでき

ましたか？ 

質問 4. （大ゲームよりも）ゲームは楽しかったです

か？ 

質問 5. （大ゲームよりも）もう一度このゲームをやっ

てみたいと思いましたか？ 

≪本日実施したゲームとミニゲームを比較して≫ 

質問 1. （ミニゲームよりも）ボールにたくさん触れま

したか？ 

質問 2. （ミニゲームよりも）ゲーム全体を通してたく

さん走れましたか？ 

質問 3. （ミニゲームよりも）仲間と協力してプレーで

きましたか？ 

質問 4. （ミニゲームよりも）ゲームは楽しかったです

か？ 

質問 5. （ミニゲームよりも）もう一度このゲームをや

ってみたいと思いましたか？ 

（4）統計処理 

各測定項目の結果は平均値±標準偏差で示した。大ゲ

ーム、ミニゲーム、工夫Ⅰゲーム、工夫Ⅱゲームの身体

活動量と歩数、アンケート(楽しさ調査)の比較には繰り

返しのある一元配置分散分析法を用いた。有意性が認め

られた場合の事後検定には Bonferroni の事後検定を用

いた。得意群と不得意群の比較には、ゲームと群を要因

とする繰り返しのある二元配置分散分析法によって交

互作用および主効果の有意性を検証した。いずれの解析

も統計処理ソフト（SSPS11.5J，SSPS社製)を用い、統計

的な有意水準はすべて 5％未満とした。 

 

3．結果 

（1）身体活動量および歩数 

各ゲームの身体活動量および歩数を、スポーツ・サッ

カーが得意な群と不得意な群に分けて表 1に示した。低

強度および中・高強度の出現時間数に有意な差が認めら

れ、とくにスポーツ・サッカーが得意でない群において、

工夫Ⅰ・Ⅱゲームは大ゲームやミニゲームよりも低強度

の出現時間数が短く、中・高強度の出現時間数が長くな

る傾向が見られた。中・高強度の出現時間数の増加に伴

い、身体活動量も増大する傾向が見られた。 

（2）各ゲームの楽しさ等に関する調査 

各ゲームの「ボールに触れる頻度」「走行量」「仲間と

の協力」「楽しさ」「もう一度やりたいか」という質問に

ついて、スポーツ・サッカーが得意な群と不得意な群に

分けて図 3～7 に示した。すべての質問において、有意

な交互作用は認められなかった。得意群・不得意群で同

じような傾向が見られたが、とくに質問１・2・3におい

ては得意群のほうが良好な回答をしていた（群に主効果

あり）。また、両群ともに、工夫ⅠおよびⅡゲームはい

ずれも大ゲームやミニゲームと比べてプラスの得点で

あった。 
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表 1 各ゲームにおける得意群・不得意群の身体活動量および歩数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲーム

p値

群

p値

歩数，歩 2861 ± 506 2708 ± 510 2331 ± 661 2672 ± 331 2679 ± 621 2362 ± 675 2384 ± 406 2422 ± 408 0.088 <0.001 0.148

低強度（1.1～2.9METs）の出現時間数，分 1.0 ± 2.5 0.3 ± 0.6 1.0 ± 2.8 0.1 ± 0.3 2.3 ± 3.4 1.5 ± 2.6 0.3 ± 0.8 1.1 ± 2.0 0.049 <0.001 0.097

低強度（1.1～2.9METs）活動量，METs・時 0.04 ± 0.09 0.01 ± 0.02 0.04 ± 0.10 0.00 ± 0.01 0.08 ± 0.10 0.07 ± 0.11 0.01 ± 0.04 0.05 ± 0.09 0.064 0.062 0.081

中強度（3.0～5.9METs）の出現時間数，分 5.3 ± 4.2 8.3 ± 4.8 4.9 ± 4.2 6.4 ± 3.9 7.9 ± 5.5 9.3 ± 5.0 7.4 ± 6.2 9.0 ± 5.8 0.493 <0.001 0.099

中強度（1.1～2.9METs）活動量，METs・時 0.41 ± 0.33 0.68 ± 0.39 0.39 ± 0.33 0.53 ± 0.32 0.58 ± 0.37 0.69 ± 0.33 0.57 ± 0.46 0.68 ± 0.40 0.393 <0.001 0.159

高強度（6.0METs以上）の出現時間数，分 13.7 ± 5.3 11.3 ± 5.0 14.0 ± 5.8 13.5 ± 3.9 9.8 ± 7.1 9.2 ± 6.4 12.2 ± 6.5 10.0 ± 7.0 0.268 <0.001 0.710

高強度（6.0METs以上）活動量，METs・時 1.99 ± 0.88 1.51 ± 0.77 1.99 ± 0.96 1.82 ± 0.65 1.34 ± 1.01 1.21 ± 0.92 1.67 ± 1.03 1.35 ± 0.91 0.288 <0.001 0.720

中・高強度（3.0METs以上）の出現時間数，分 19.0 ± 2.5 19.7 ± 0.6 19.0 ± 2.8 19.9 ± 0.3 17.7 ± 3.4 18.5 ± 2.6 19.7 ± 0.8 18.9 ± 2.0 0.049 0.025 0.970

中・高強度（METs）活動量，METs・時 2.41 ± 0.62 2.18 ± 0.40 2.38 ± 0.70 2.34 ± 0.35 1.91 ± 0.74 1.89 ± 0.67 2.25 ± 0.65 2.03 ± 0.73 0.235 0.004 0.055

平均値±標準偏差

繰り返しのある

二元配置分散分析

（ゲーム×群）

p値
工夫Ⅰ 工夫Ⅱ

スポーツ・サッカー得意群 スポーツ・サッカー不得意群

工夫Ⅱ

主効果

大ゲーム 大ゲーム ミニゲーム 工夫Ⅰミニゲーム
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4．考察 

本研究では、身体活動量と楽しさの両方を担保できる

ようなルールに工夫をしたサッカーゲームを考案する

ため、複数のゲーム中に身体活動量や楽しさを測定およ

び調査し、比較した。その結果、以下のことが明らかと

なった。 

❶歩数は大ゲームが最も多く、工夫Ⅰゲームが最も少な

かった。 

❷高強度活動の出現時間数は、工夫Ⅰゲームが最も多く、

ミニゲームが最も少なかった（中強度活動の出現時間数

は、ミニゲームが最も多かった）。 

❸中・高強度の身体活動量は、工夫Ⅰゲームが最も多く、

ミニゲームが最も少なかった。 

➍楽しさ等については、工夫Ⅰゲームが最も得点が高く

なる傾向があり、大ゲームが最も得点が低くなる傾向が

見られた。工夫Ⅱゲームも大ゲームやミニゲームと比べ、

楽しいと感じていた。 

（1）歩数・身体活動量について 

工夫Ⅰゲームはどのゲームよりも歩数が最も少なか

ったが、高強度の出現時間数と高強度の活動量および

中・高強度の活動量は最も多かった。このことから、工

夫Ⅰゲームは、他のゲームよりもダッシュやスプリント

回数・時間数が多く、ゲーム中に歩いている回数・時間

数が少ないゲームであった可能性を示唆している。工夫

Ⅱゲームにおいても、ミニゲームと比べ高強度の出現時

間数と高強度の活動量および中・高強度の活動量は高く、

大ゲームと同程度であった。また、サッカーや体育が得

意な者（得意群）と不得意な者（不得意群）で異なる傾

向が見られることが考えられるため、得意群と不得意群

に分けて比較したが、不得意群のほうがすべての項目で

得意群よりも若干低い傾向に見られたがその違いはほ

とんど見られなかった（有意差はなかった）。ただし、

不得意群は大ゲームにおける低強度活動の出現時間数

が 2.3分、中・高強度活動の出現時間数が 17.7分であ

ったのに対し、工夫Ⅰゲームでは不得意群の低強度活動

の出現時間数が 0.3分に減少し、それに伴い、中・高強

度活動の出現時間数が 19.7 分に増えた。工夫Ⅰゲーム

は、体育・サッカーが不得意な者に対して歩数は減らす

ものの、中・高強度の身体活動量を増やした。つまり、

大ゲームでは不得意群はゲームに参加できずに歩いて

いたが、工夫Ⅰゲームではゲームに参加し、ダッシュや

スプリントの回数・時間数を増やした可能性がある。 

得意群は、どのゲームにおいても中・高強度の活動量に

違いはなかったことから、どのゲームを選択しても、同

程度の身体活動量が確保できるため、不得意な学生が含

まれるクラス・実力差が大きいクラスでは、工夫のある

ゲームを積極的に活用したい。なかでも工夫Ⅰゲームが

勧められる。 

 工夫Ⅱゲームの歩数や身体活動量が大ゲームやミニ

ゲームと差が生じなかったのは、本研究では移動距離や

移動軌跡といったデータは取得できないため詳細なこ

とは分からないが、不得意な学生はハーフウェイライン

の近くにいて、チームの得点時や失点時に、僅かな移動

（ハーフウェイラインを跨ぐだけ）に留まったことも考
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えられる。 

（2）楽しさ等について 

工夫Ⅰゲームでは、ボールにたくさん触れられた、た

くさん走れた、仲間と協力してプレーできたという得点

が高かった。工夫Ⅰゲームのねらいとしては、ゴールを

3対設置したことで、狙えるゴールが多くなることから

シュート回数・得点のチャンスが増え、活躍の場面が増

やすことと、守備においてもゴールを守ることで活躍す

る場面が増えることにある。体育・サッカーが苦手な者

が、ゴール前に佇んでいたとしても、得点（または守備）

するチャンス・活躍の場が通常のゲームに比べて上がる。

ボールを 2球使用したのも、体育・サッカーが不得意な

者に対してもボールに触れるチャンスを増やすためで

ある。プレーヤーの人数も 7名と奇数の人数のため、ボ

ール 1 つに対してプレーヤーが 3 対 4 や 5 対 2 など必

ずどちらか片方のチームが数的有利（または不利）にな

るシチュエーションが生まれる。このことから、体育・

サッカーが不得意な者に対し、動かざるを得なくなる状

況ができるため、ただ立ち尽くすなどの時間を減らすこ

と、活躍のチャンスが増える。一方で体育・サッカーが

得意な者に対してはゴール、ボールが複数あるため通常

のゲーム以上に回りの状況を見て動き回らなければな

らい。ボールやプレーヤーの移動が激しいことから、体

育・サッカーが不得意な者がプレーに失敗したことに対

し気にしていられないゲーム展開が予想される。それに

よって身体活動量が高まり、楽しいと感じると考えた。 

工夫Ⅱゲームにおいても、大ゲームと比べ楽しさの得点

が高かった。工夫Ⅱゲームのねらいとしては、ゴールし

た時に攻撃側全員がハーフウェイラインを超えていな

ければノーゴールというルールにしたことにより、不得

意な者がゲーム中の動きが分からなくても、ハーフウェ

イラインを超えるために走ることでチームに貢献でき

たと感じるようにすることであった。また、ゴール間を

広く設定することでシュート・ゴールのチャンスが増え、

全員がハーフウェイラインを超さないとノーゴールと

いうルールから、不得意な者がただ呆然とゲームを眺め

ている時間が少なくなり、全員が常にゲームに集中し、

動き回らなければならない展開が予想されることから

身体活動量が高まり、楽しいと感じると考えた。ボール

に触れなくても、ゲームに参加できるという特徴がある。 

工夫Ⅰゲーム、工夫のあるゲームⅡはともに大ゲームや

ミニゲームと比較した時、プラスの回答が得られ良好な

傾向であったことから楽しさを確保できるゲームとし

て勧められる。また、たくさん走れたという得点が高い

ゲームほど活動量の数値も高い。このことから、対象者

の感覚（主観）と実測値（客観）は一致していることを

示唆している。楽しいと感じるゲームを提供することで、

身体活動量を高められるかもしれない。 

（3）どのようにルールを工夫すべきか 

 フィールドのサイズについては、単純にフィールドの

縦横比率を等しく縮尺してしまいがちである。不得意な

者にとって、大きなフィールドサイズのゲームはサッカ

ーが苦手な人はどのように動いたら良いか分からず、ゴ

ール前に佇んだり、萎縮して動けないことが多い。ミニ

ゲームは身体活動量増やすとの報告もあるが 11）、ミニ

ゲームはフィールドサイズが小さくなり、プレーヤー数

も減るため、個人のスキルがゲームの勝敗に大きく影響

しやすくなり、萎縮して動けなかったり、失敗する数も

増えやすく、劣等感を感じやすいとも言える。実際に本

研究では、ミニゲームの歩数や高強度出現時間数がどの

ゲームよりも少なかった。  

通常のサッカーは、ゴール 1対、ボール 1個で縦長の

長方形のフィールドで行われるが、それに拘る必要はな

い。正方形やひし形、三角形、円形にしてはならないと

いう決まりはない。プレーの時間においても、1ゲーム

5 分などと制限時間が設定されることが多いが、1 点先

取で終了などゴール数で制限したりすることで、ゲーム

の回数を増やす（1回の待ち時間を短縮する）こともで

きる。工夫Ⅰゲーム、工夫Ⅱゲームでも、ゴールやボー

ルの数、フィールドの形、ルールに工夫を加えたことに

より、ミニゲームよりも身体活動量は高くなったり、大

ゲームよりも楽しさを感じたりすることができた。この

ように少し工夫することで、体育・サッカーが不得意な

者が失敗しても気にしていられない、苦手な人が活躍す

る（ボールに触る）、チャンスが増えたり、得意な人が

積極的に仲間をうまく動かさなければならなかったり、

自分が激しく動いて助け合ったり、場合によっては得意

な人が失敗しやすい環境や得意・不得意の差が小さくす

ることもできる。「動かなければならない」と意識させ

るのではなく、動かざるを得ないという環境（ルール）
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を作ることも心掛けたい。まずは、サッカーを専門とし

ない指導者には、まずはゴールやボールの数やフィール

ドの形からアレンジすることを勧めたい。 

本研究はサッカー、体育の授業が得意でない子どもが

含まれる学校現場を想定している。したがって、ルール

を工夫はするが、そのルールが複雑になってしまわない

ようにしなければならない。今回紹介したゲームは、ミ

ニゲームがベースになっているだけで、フィールドのサ

イズやボールの数、ゴールの数、ゴールの認められ方に

工夫をしただけであるため、サッカーをよく知らない子

ども達にとっても難しいものではない。サッカーの練習

メニューを紹介する本などでは、サッカー選手（サッカ

ーを習っている子ども）向けのメニューであることが多

く、ルールでなく戦術を理解していなければならないと

上手くできないものもあり、それを学校の体育授業現場

で活用することはできないので注意されたい。 

 

5．結論 

本研究では楽しさと身体活動量を確保するサッカー

ゲームを考案した。その結果、体育・サッカーが不得意

な者に対して工夫Ⅰゲーム（ボールや選手の移動が激し

く、体育・サッカーが不得意な者がプレーに失敗しても

気にしていられないゲーム）は、身体活動量の歩数は減

らすものの、中・高強度の活動量を増やし、ダッシュや

スプリントの時間が増えたことが示唆された。楽しさに

ついても得点が高く、楽しさと身体活動量が確保できた

サッカーゲームであることが示唆された。今後は中学生

でも同等の結果が得られるか検討する必要がある。 

 

謝辞および利益相反 

本研究に協力していただきました学生のみなさま、授

業の場を提供していただきました皇學館大学・中村哲夫

先生、ご指導いただきました片山靖富先生に深く感謝申

しあげます。申告すべき利益相反に相当する事項はあり

ません。 

 

参考文献 

小泉佳右，田原亮二，岩井幸博，真鍋 求．学童期の運

動習慣が青年期の身体活動量に与える影響,植草学

園大学研究紀要 2010；2：41-44 

日本スポーツ協会．なぜ身体活動が必要なのか．

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/db/ 

pdf/book_0202.pdf（参照日 2022年 10月 3日） 

文部科学省．子どもの体力向上のための総合的な方策に

ついて（答申）．https://www.mext.go.jp/ b_menu/ 

shingi/chukyo/chukyo0/toushin/021001a.htm（参

照日:2022年 10月 3日） 

鈴木尚子．小学生の塾や習い事－4年生からスポーツよ

り勉強．研究所報／Benesse教育研究開発センター

2010；58：66-74 

武長理栄．習い事・スポーツクラブ活動上状況からみる

幼少年期の子どもの運動・スポーツ．笹川スポーツ

財団，スポーツライフ・データコラム 2018．

https://www.ssf.or.jp/thinktank/sports_life/c

olumn/20181105.html（参照日：2022年 10月 3日） 

文部科学省．学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説

保健体育編．東山書房，2018． 

スポーツ庁．平成 29 年度全国体力・運動能力、運動習

慣 等 調 査 結 果 ． https://www.mext.go.jp/ 

sports/b_menu/toukei/kodomo/zencyo/1401184.ht

m,（参照日 2022年 10月 3日） 

スポーツ庁 Web 広報マガジン．「二極化」の改善に取り

組む「体育」．https://sports.go.jp/special/ 

case/childrens-habit-of-physical-

activity.html,（参照日 2022年 10月 3日） 

厚生労働省．健康づくりのための身体活動基準 2006．

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/ 

07/dl/s0719-3c.pdf（参照日:2022年 10月 3日） 

津田龍佑，鈴木宏哉，斎藤一彦，木越清信．小学校高学

年を対象としたサッカー授業におけるミニゲーム

の体力つくりからみた負荷特性：コートの広さの相

違による影響．体育学研究 2021；66：139-152 

津田龍佑，井上明浩，鈴木宏哉，丸谷泰彦．ゴール型の

サッカー授業における体力つくりを企図した指導

プログラムの効果：コートの広さを工夫したゲーム

教材に着目して．体育学研究 2013；58：297-307 

 

付記 

本論文は、城可倫が 2020 年度に提出した卒業論文を修

正してまとめたものである。 
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「指導と評価の一体化」から授業デザインする理科教育に関する考察 

―酸化還元(化学領域)の単元をとおして― 

 

勢力 稔 1) 

 

１）皇學館大学教育学部 

[キーワード]新学習指導要領、指導と評価の一体化、酸化還元反応、評価(ルーブリック) 

 

Ⅰ緒言 

新学習指導要領では資質・能力を育成する取組

が求められている。そこで、新学習指導要領の方

向性に基づいて、単元で育成すべき資質・能力を

「指導と評価の一体化」から求められる指導力の

獲得、単元「酸化還元」の概念の獲得 1)を目指し

た授業をデザインして、実践するなかで、評価の

在り方を検証した。すなわち、酸化還元反応を

「ドライアイス中の金属の燃焼実験」で試み、評

価(ルーブリック)の在り方、評価から探求する指

導方法の実践等から得られた結果を報告する。 

 

Ⅱ問題の所在 

 新学習指導要領ではその方向性として、教員は、

学習者に求められる資質・能力(何が出来るよう

になるか)の獲得を目指し、内容(何を学ぶのか)

や方法(どのように学ぶのか)を有機的につないだ

授業をデザインして、構想した授業を実践し、実

践した授業を検証し続け、授業改善していくカリ

キュラムマネジメントが求められている。 

 このような流れを理科学習で具体化していくた

めには、単元目標や授業のめあてで学習者が獲得

すべき「達成目標」とは何かをまず整理する必要

がある。また、求められる内容とはなにか、その

ためにどのような方法が必要かについて、評価基

準(ルーブリック)の在り方を検討する必要がある。 

 

Ⅲ研究の方法 

１. 授業設計 

化学領域の指導方法として、資質・能力を育成

可能にする探求型の授業デザインを企画した。高

等学校「化学基礎」の「酸化還元反応」の単元を

基に、まず「指導と評価の一体化」に基づき、必

要な要素を確認、整理したのち授業を企画するこ

ととした。 

単元構想に必要な要素として、(1)内容を学習す

る必然性、(2)育成を目指す資質・能力、(3)それ

らを評価する評価基準(ルーブリック)、(4)学習

過程、(5)学習者が学びを通して獲得すべき「酸

化還元反応」の概念構造を挙げた。さらに、小中

学生対象の科学技術人材育成プラン「ジュニアド

クター育成塾」の教材として、中学校で学ぶ「酸

化還元反応(鉄の燃焼)」の概念も踏まえて、新た

に学ぶ化学反応からでも、酸化還元反応の概念獲

得に支障のないよう指導上の留意点の検討も含め

て設計した。 

２. 実践と分析方法 

本論で示す具体的な授業計画案に基づき、試行

的な実践を行った。ただし、①の受講者には指導

者として、中高生対象に「酸化還元の化学指導法

の在り方」という趣旨で授業設計を行う教材研究

の視点で、②③では、対象者の校種・学年、既習

事項などの前提条件を踏まえ、酸化還元の概念獲

得を実験(演示含む)中心に展開した。 

対象：①本学「教育方法学」受講者 2 クラス 87

名 対象期間 2022(令和４年６月)１校時 

②「ジュニアドクター育成塾」小中生受講者 10 
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名対象期間 2019～2022(10月)各１日 

③本学「化学」受講者 1 クラス 57 名対象期間、

2022(令和４年 6月 2コマ)2校時 

すなわち、ねらいとしては対象①は、「酸化還元

反応」の概念の指導方法及び「指導と評価の一体

化」の理解、②へは「酸化還元反応」の概念獲得

の中心とし、③は酸化還元の概念獲得の一事例

(基礎編)として展開した。 

 

Ⅳ授業計画と評価 

１. 授業計画 

(1)学習の内容 

ここでは、紙面の都合上、酸化還元反応の概念

獲得を述べる。 

他の単元で学ぶことのできない本質としては、

酸化還元反応の本質と酸化還元に関与した物質の

確認、さらに日常生活とのつながりなどが挙げら

れる。 

酸化還元反応の本質としては、酸素のやり取り

であるが、酸と塩基も同じで電子やプロトンが受

け渡される基本概念「供与体―受容体」という概

念まで導く必要がある。本実験で特に気付かせた

いのは、ドライアイス中の酸素を奪い、炭素とな

る還元反応と、ドライアイス中の酸素と化合し酸

化マグネシウムとなる酸化反応を、視覚的に捉え

酸化還元反応が同時に起こる反応であるという概

念である。一般的によく実践されるスチールウー

ルの燃焼は、質量の変化による酸素との化合の実

験で、酸素の化合により酸化・還元された物質そ

のものの実態が把握しにくい点がある。一方ドラ

イアイス中の酸素との化合実験では酸化還元反応

の表裏一体的な性質から、酸や塩基の「供与体―

受容体」という概念までまとめることができる。 

 

(2)育成を目指すべき資質・能力 

学習指導要領の単元の目標「 酸と塩基の性質や

中和反応におけるこれらの量的関係，酸化還元反

応について、観察・実験などを通して基本的な概

念や原理・法則を理解させ、科学的な見方や考え

方を養う。」を基に獲得すべき資質・能力を整理

すると次のようになる。 

 

知識・技能 酸化還元反応、酸素のやりとり

を理解する力、受容体と供与体

の酸化還元反応による変化 

思考力・判

断力・表現

力 

実験方法や手順、実験計画を立

案する力、実験結果の比較から

導き出した結論の妥当性につい

て検討する力 

学びに向か

う力 

主体的に学習に取り組む態度 

 

 

(3)学習過程 

中学校では「スチールウールの燃焼」を具体例

として酸化還元反応を学ぶことから、その達成目

標を踏まえて構築し、実験等検証計画を立案する

資質・能力を育成するとともに、酸化還元反応の

概念の獲得を目指した展開例にした。 

 

(4)評価基準(ルーブリック) 

「指導と評価の一体化」の意図を基に、「逆向

き設計論」西岡(2009) を参考に実験におけるルー

ブリックを作成した 2)。 

評価基準は、単元の指導目標を達成している段

階を A とし、目標レベルを達成していない状況を

C、その中間的な理解状況を B とする、基本的な

ルーブリック作成方法で示した。 

すなわち評定に当たる部分は A「十分理解して

いる」、B「おおむね理解している」、C「努力を

要する」の 3 段階とし、合わせて段階的に評価基

準の記述文作成を行った。 
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表１酸化還元反応の理解及び実験に関するルーブリック 

    評価基準 

評価の観点 
A B C 

酸化還元反応、酸素のや

り取りについて理解でき

ているか。 

酸化還元反応、酸素の

やり取りについて十分

に理解できている。 

酸化還元反応、酸素

のやり取りについて

理解できている。 

酸化還元反応、酸素の

やり取りについて理解

できていない。 

 

酸化還元に関する実験技

能を身に着けているか。 

酸化還元に関する実験

技能を十分に身に着け

ている。 

 

酸化還元に関する実

験技能を身に着けて

いる。 

酸化還元に関する実験

技能が身についていな

い。 

実験方法や手順実験計画

を立案しているか。 

実験方法や手順実験計

画を的確に立案してい

る。 

実験方法や手順実験

計画を立案してい

る。 

実験方法や手順実験計

画を立案できていな

い。 

実験結果を検証し、結論

を導き出て妥当性を検討

している。 

実験結果を検証し、結

論を導き出し妥当性を

十分に検討している。 

実験結果を検証し、

結論を導き出し妥当

性を検討できてい

る。 

実験結果を検証し、導

き出した結論の妥当性

を検討できていない。 

主体的に学習に取り組ん

でいるか。 

振り返りながら、見通

しを持って、粘り強く

実験に取り組んだ。 

粘り強く実験に取り

組んだ。 

粘り強く実験に取り組

もうとしていない。 

 

２. 教材分析 

18 世紀末ラヴォアジエにより酸化とは、「可

燃物と酸素の化合である」という燃焼理論によ

り定義されたため、現在の概念に発展し分りや

すくなった。彼は新しい役割を正しく理解し、

「酸化とは、可燃物と酸素の化合である」とい

う新しい燃焼理論を提案した結果、燃焼と共に

酸素の役割が明らかになったことから酸化と還

元(reduction)は次のように定義されるようにな

った。 

(a)酸素の発見 

【酸化還元と酸素】 

「酸化される」とは「酸素を得ること」、「還元

されるとは酸素を失うこと」と定義された。 

(b)水素の役割 

有機化化合物の役割を考えると、酸素の授受

だけで全ての酸化・還元反応を記述できないこ

とがわかる。例えば、エチレンに水素が付加し

てエタンを生じる反応では、酸素の授受はない。

しかし、水素の付加は酸素の脱離と同じ効果が

あるので、エチレンは還元されている。すなわ

ち、水素の授受で酸化・還元を定義することも

必要である。 

【酸化還元と水素】 

「還元されるとは水素を失うこと」、「還元され

ると水素を得ること」になる。 

(c)電子の役割 

マグネシウムが燃焼する反応 

2Mg ＋O2→2MgO は明らかに酸素の授受を伴う

酸化還元反応である。だが、マグネシウムと塩

素の反応 2Mg ＋Cl2→2MgCl2は酸素の授受を伴

わないが、生成物のマグネシウムの状態を考え

ると同じ型の反応が起こったと考えるのが自然

である。マグネシウムの変化は Mg→Mg2＋とい

う共通の変化で、どちらもマグネシウムが酸化

されたといえる。電子の授受が、酸化還元を定

義する最も普遍的な方法である。 

【酸化・還元と電子】 

「酸化される」とは「電子を失うこと」、「還元

される」とは「電子を得ること」こという電子

の役割の概念と関連付け、次の図 10 で示す「酸

化還元反応のイメージ(電子のやり取り)」を学
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習者が構築させることが可能となる。本教材は

このような酸化還元反応の概念以外にも教材と

して活用することができる。例えば二酸化炭素

は通常「昇華」する物質で、液体にはならない。

よって、常温で圧力をかけて二酸化炭素の液化

を見せることにより、状態変化が温度だけでな

く圧力にも依存している事象が示せる。二酸化

炭素の液化を見せることにより、状態変化にと

って圧力が温度と同様に重要であることを実感

させることができるのである。 

(d)二酸化炭素 

二酸化炭素には「通常条件では」助燃性も可

燃性もない。しかし何故マグネシウムが二酸化

炭素中で酸化されるか。それは炭素の酸化のさ

れやすさとマグネシウムの酸化のされやすさを

比べた場合、マグネシウムの方が大きいからで

ある。マグネシウムは二酸化炭素から酸素を奪

ってでも酸化される。しかし鉄ではこの作用は

ほとんどない。なぜ気体の二酸化炭素ではない

のかは、ドライアイスの方がそれだけ沢山の二

酸化炭素分子を持っており、反応熱でどんどん

昇華することで気体の二酸化炭素の供給源にな

っていると考えられる。 

ビーカーなどに補習された二酸化炭素での燃

焼実験でも反応は起こるが、反応がなかなか持

続しないのが実際の反応である。 

このように本教材は簡易的な実験器具を用い

ることで、「二酸化炭素」の液化や、「昇華」等

「物質の三態」を日常生活の概念と関連させ、

学習者にとっても「興味・関心」を持たせて、

主体的に学習できる。 

また、燃焼実験も日常生活用品等を用いて安

全に、分かりやすく実験できる魅力的な教材で

ある。 

 

 

(5)ルーブリックを基にした実験デザイン(概略) 

このルーブリックを基に、実験による学習過程の細部をデザインした。その概略を以下に示す。 

 

図は「ジュニアドクター育成塾」実験時のもの 

図 1 実験の導入(ドライアイス)の様子観察。(物

質の三態含む) 

 

 

図 2ドライアイス中にマグネシウム粉末を入れる 

 

 

38



皇學館大学教育学部教育課題研究（2022） 第 2 巻 

 

図３マグネシウムの挿入 

図４マグネシウムへの着火 

 

図 5ドライアイスで遮閉したマグネシウムの燃焼 

 

 

図 6 燃焼実験結果 

 

 

 

図 7教材分析 

図 8観察のポイント 

 

 

炭素の塊 

MgO 
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図９学習者が構築する酸化還元反応のイメージ(酸

素のやり取り) 

 

図 10 学習者が構築する酸化還元反応のイメージ

(電子のやり取り) 

 

(６)実践分析結果 

ここでは、学習形態による分析と自己評価の結果を示す。 

表２ルーブリック評価による自己評価(ポイント評価) 

   評価基準 

評価項目 

A B C 

酸化還元反応、酸素の

やり取りについて理解

できているか。 

酸化還元反応、酸素のや

り取りについて十分に理

解できている。（40％） 

酸化還元反応、酸素の

やり取りについて理解

できている。（55％） 

酸化還元反応、酸素の

やり取りについて理解

できていない。（5％） 

酸化還元に関する実験

技能を身に着けている

か。 

酸化還元に関する実験技

能を十分に身に着けてい

る。（40％） 

酸化還元に関する実験

技能を身に着けている

（55％） 

酸化還元に関する実験

技能が身についていな

い。（5％） 

実験方法や手順実験計

画を立案しているか。 

実験方法や手順実験計画

を的確に立案している。

(25％) 

実験方法や手順実験計

画を立案している。

(65％) 

実験方法や手順実験計

画を立案できていな

い。(10％) 

実験結果を検証し、結

論を導き出て妥当性を

検討している。 

実験結果を検証し、結論

を導き出し妥当性を十分

に検討している。 

(30％) 

実験結果を検証し、結

論を導き出し妥当性を

検討できている。

(65％) 

実験結果を検証し、導

き出した結論の妥当性

を検討できていない。

(5％) 

主体的に学習に取り組

んでいるか。 

振り返りながら、見通し

を持って、粘り強く実験

に取り組んだ。(48％) 

粘り強く実験に取り組

んだ。（52％） 

粘り強く実験に取り組

んでいない（0％） 

全ての項目で、「おおむね満足」以上(A、または Bの評価)が 90%を超えていた。 

 

(2)質的分析の視点から見る学習者の記述。 

①学習者の記述 

学習者からは、以下のような記述が見られた。 

・ドライアイスが炭素からできていることが目

に見えて良くわかった。 

・酸素がどこからやってくるのか想像できた。 

・空気が遮断されているのに物が燃えることが

不思議に思った。 

・ドライアイスはマイナス－79℃なのにマグネ

シウムが燃えるのに驚いた。 

・ドライアイスから酸素が奪われ、残った灰は

マグネシウムの燃えカスと真っ黒い炭素なの

で、酸化と還元は同時進行だと分かった。 

・ドライアイスが真っ黒になって炭素になるの

はぼくには新発見だ。原子に戻ると様子がか

わるのが良くわかった。 
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②実験観察時における実践者の分析 

本実験では、スチールウールの燃焼実験とペ

アで比較できる探求型の実験を行ったが、学習

者は、酸素の「供与体―受容体」の考え方を、

実験・観察を通して段階的に理解でき、他の酸

化還元反応の理解にもつなげられていた。特に

金属の燃焼における酸化は、空気から酸素を供

与されることを実感できにくい。この場合、質

量保存の法則から、燃焼前と後の質量差から空

気からの酸素供与を理解させることが求められ

るが、他の物質の質量の減少(例えば木が燃え

る)との違いに戸惑いを感じる場合がある。その

点、本教材は供与体―受容体が実感しやすいの

で、「酸化還元反応」の概念獲得には適切な教材

だと考えている。 

 

３. 考察 

小学校では「燃焼の仕組み」において物を燃

やし、物や空気の変化を調べ、燃焼の仕組みに

ついての考えをもつことができるようにする。 

具体的には植物体が燃えるときには、空気中

の酸素が使われて二酸化炭素ができることとさ

れ、酸素の存在を意識させている。 

中学校では「化学変化における酸化と還元」

において酸化や還元の実験を行い、酸化や還元

は酸素が関係する反応であることを見いだして

理解すること。とされ、具体的に物質の酸化や

還元の実験を行い、酸化や還元は酸素が関係す

る反応であることを見いだして理解させること

がねらいとして設定されている 3)。 

これらの既習事項を連続的に活用しさらに高

等学校の学びを探求的に接続させることで、受

講者の興味関心は確実に向上している。さらに、

西岡(2009)のいう「逆向き設計」を取り入れた

実践により、生徒に興味関心を抱かせ、「生徒の

学習の到達点」を明確に把握させ、主体性を引

き出す点で、効果が高いことが実感できた。 

また、ルーブリックを先に明示し、自己評価

させることで主体的に次への学習への改善点を

見通せるようになったと考えている。 

 

４．おわりに 

今回は、授業設計のプロセスを中心に示した

までに過ぎない。今後は、これらの結果をさら

に精緻に分析して、他の化学領域における概念

獲得のために、新学習指導要領が示す、「指導と

評価の一体化」のプロセス 4)を踏まえた「逆向

き設計」をさらに充実させたい。 

そして求められる、資質・能力を育成する探

求過程を意識した授業デザインを構想し、実践

を通じて、検証、分析することで、成果と課題

を明らかにして、さらなるカリキュラムマネジ

メントを理解させる事例として深化させたい。 

 

引用・参考文献 

1)文部科学省(2018)「高等学校学習指導要領解

説 理科編」 

2)西岡加名惠・田中耕治(2009)『「活用する力」

を育てる授業と評価』学事出版 

3)文部科学省国立教育政策研究所(2021)『「指導

と評価の一体化」のための学習評価に関する

参考資料理科』東洋館出版社 

4)Grant Wiggins・Jay McTighe(2014)『理解を

もたらすカリキュラム設計－「逆向き設計」

の理論と方法』日本標準  
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読解の手掛かりとしてのオノマトペ活用と想定される発問 

― ベンジャミン・エルキン「世界でいちばんやかましい音」の場合 ― 

 

西 奈緒 1） ・ 中條 敦仁 2） 

 

     1)皇學館大学教育学研究科大学院生 2)皇學館大学教育学部 

 

1.研究課題 

 学習指導要領の改訂に際し、全学習活動において言語

活動の充実を図ることが重要であることが説かれ、その

中心的役割を果たすのが国語科である。このことについ

ては、『小学校学習指導要領』「第 1 章総則の第 3 の 1

⑵」に、「第 2の 2の⑴に示す言語能力の育成を図るた

め，各学校において必要な言語環境を整えるとともに，

国語科を要としつつ各教科等の特質に応じて，児童の言

語活動を充実すること。」とあり、下線で示したように

国語科が中心的役割を担うべきことが明記されている。

このことから、『小学校学習指導要領(平成 29年告示)解

説 国語編』（以下『国語編』と表記）「2〔知識及び技能〕

の内容(1)言葉の特徴や使い方に関する事項」（p.19）に

「語彙」に関する事項が設けられ、「第 1 学年及び第 2

学年では，身近なことを表す語句の量を増し，第 3学年

及び第 4学年では，様子や行動，気持ちや性格を表す語

句の量を増し，第 5学年及び第 6学年では，思考に関わ

る語句の量を増し」と、日常生活に即して必要な語句の

量を増すことの必要性が示されている。 

 また、思考力の育成も求められている。論理的思考や

プログラミング的思考という語句を国語教育研究のみな

らず教育現場においてよく耳にするようになり、その育

成は教育的課題の重要なものとされた。このことは、小・

中・高等学校の学習指導要領で「思考力・判断力・表現

力等」が授業構築上の柱の一つとして位置づけられてい

ることからもわかる。特に思考については、『国語編』

「第 1節 1教科の目標」（p.12）に「思考力や想像力を

養うとは、，言語を手掛かりとしながら論理的に思考す

る力や豊かに想像する力を養うこと」とあり、国語科に

おいては、論理的思考のみならず想像的思考も含むもの

であることがわかる。 

 言語活動と思考に着目して、国語科授業構築における

課題を示すならば、「言語活動を通して思考力を高める

方略を考えること」、「思考したことを言語で表出する力

を付けること」が挙げられる。 

 そこで本稿では、言語活動の基盤となる語句に着目し、

思考のうちの「想像する力」を養うための発問の可能性

を探ることを研究の目的とする。 

 とはいえ、基盤となる語句範囲は広い。そこで、ひと

まず「オノマトペ」に着目し、研究を進めることとした。

オノマトペは、耳に聞こえてくる物音の言語化（一般的

に擬音語という）、人の発する声や動物や虫の鳴き声の

言語化（一般的に擬声語という）、現象や物事の状態の

言語化（一般的に擬態語をさす）したものであり、その

存在によって、場面や状況、登場人物の行動や心情をよ

り現実的に描いたり、読者の想像をかき立てたりするも

のであり、想像を膨らますための言語的仕掛けといえる。

オノマトペに着目し想像力を養うことは、一つの手立て

として有効と考える。 

 

2. 研究方法と対象作品の書誌・概要 

 研究方法は、物語の展開にオノマトペが大きく寄与し

ている作品を取り上げ、オノマトペを分析、その特徴を

明らかにし、想定される発問を提示するものとする。 

 小学校教科書を概観すると、オノマトペが多用されそ

れが物語の展開に寄与する作品の一つとして、東京書籍

発行の国語教科書『新しい国語 五』（平成 31 年 2 月

25日検定済）に掲載されるベンジャミン・エルキン「世

界でいちばんやかましい音」が挙げられる。本稿におい

ては、この作品を例として、思考に関わる語句の量を増

すための発問の可能性を探る。 

 「世界でいちばんやかましい音」は、1911 年アメリ

カ生まれのベンジャミン・エルキンによるもので、1954

年『The Loudest Noise in the World』の題名で刊行さ

れた。後に、松岡享子が和訳、題名を『世界でいちばん

やかましい音』とし、1999 年にこぐま社より小学校低

学年以上向けの絵本（絵は、太田大八）として日本でも

刊行されたものである。東京書籍によると、教科書掲載
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本文の出典元は『だめといわれてひっこむな（愛蔵版お

はなしのろうそく 5）』（東京子ども図書館・2001）との

ことである。 

 この物語は「もう、ずいぶん昔のことです。」から始

まる。日本文学作品でいうところの「むかしむかしある

ところに」から始まる物語と同様に、「昔語り」の形を

とることで、現在につながるという現実的な様相を呈し

つつも、その内容は非現実的なファンタジー的要素も感

じられる構造となることにより、リアルとファンタジー

を合わせ持つ作品として、読者である児童に興味を持た

せやすい作品といえる。 

 

3.本作品の言語的特徴と単元設定 

 本作品は、「わめく」「どなる」「自まんする」「歌う」

「思う」「聞く」「不満そうに言う」「くずす」のような

児童の日常生活に即した動詞（述語）が多く配置される、

「動員」「実現」「同時」「歴史」「飛行機」「毎日」「興奮」

「悪気」のような学ぶべき二字熟語・三字熟語が適度に

配置される、「いちばん」「やかましい」「大きな」「たい

そう」「とびきり」「やさしい」「寒い」「おもしろい」「静

か」のような程度やものを形容する語句がふんだんに使

われているなど、多くの言語的特徴を持つが、物語の展

開に密接に関連したものとしてオノマトペが配置されて

いることが最大の特徴といえる。 

 特に題名の「やかましい音」に関連する「ガヤガヤ」

「バタンバタン」「ドシン」「ガラガラガッシャン」など

が随所に。音を感じられる作品は、児童にとって興味を

持ちやすく、楽しく読むための一つの要因といえる。や

かましい音に関連するオノマトペを起点に、その他の、

例えば「うるさい」「静かな」「穏やかな」「心地よい」

などのオノマトペ群への興味へと派生させることが可能

である。 

 ここに示したように本教材には、多くのオノマトペが

配置される。この教材は、やかましい都の王子様が誕生

日にもっともやかましい音を出すことを試みるが、ある

夫婦が「自分たちだけ耳をすませて、もっともやかまし

い音とはどのようなものか聞いてみよう」と発案し、そ

のうわさが皆に広がり、結果黙ってしまったことをきっ

かけに静かな町へと変化する、という展開をみせている。 

 本作品の教科書における単元の設定は「読む―山場で

起こる変化について考えよう」となっており、文学教材

の読みにおける重要な思考活動といえる「全体の大きな

流れをと展開の変化を捉える」ことに主眼を置いたもの

である。この大きな流れと展開の変化を捉える中心にオ

ノマトペが配置されており、設定された単元目標を達成

するためにはオノマトペを核とした授業を展開すること

は有効な方法となりうるのである。 

 

4.配置されたオノマトペの抽出・整理と物語展開上のオ  

ノマトペの特徴を探る 

 ここでは、配置されたオノマトペの取り出しとその整

理・分類と物語展開上どのように配置されているのかを

手がかりに、オノマトペの特徴を明らかにする。 

 

4-1.配置されたオノマトペの分類 

 物語の大きな変化は、「やかましい町」から「静かな

町へ」と変化したことである。その変化を示す方法とし

て、オノマトペが配置されている。ここでは、配置され

たオノマトペを、「やかましい町」から「静かな町」へ

の変化をもとに、「①やかましい町に関係するオノマト

ペ」、「②やかましい町から静かな町へ移行する段階（中

間的な）オノマトペ」、「③静かな町に関係するオノマト

ペ」の 3つの視点を持ち、擬音語・擬態語の別も含めて

分類も行った。その結果は表 1の通りである。 

 

4-2. 物語変化とオノマトペの関係の分析 

 ここでは、表 1に示した分類結果をもとに、物語変化

とオノマトペの関係について分析を試みる。 

 まず、物語の大きな変化を見る上でもっともわかりや

すい記述は、町の入り口に立てられている立札の内容で

ある。物語の前半部の「やかましい町」では、「これよ

りガヤガヤの都／世界でいちばんやかましい町」と書か

れるのに対し、後半部の「静かな町」では「ようこそガ

ヤガヤの町へ／世界でいちばん静かな町」と書かれ「や

かましい町」から「静かな町」への変化が明確に記され

ている。 

 この変化は、表 1に示したオノマトペ（擬音語・擬態

語）においても、同様にみられる。以下、「やかましい 

43



皇學館大学教育学部教育課題研究（2022） 第 2 巻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町」「移行段階（中間）」「静かな町」に配置されたオノ

マトペの特徴を示し、その変化も具体的にみる。以下、

場面ごとにオノマトペの特徴を示すこととする。 

 

①「やかましい町」のオノマトペ 

 「やかましい町」の場面におけるオノマトペの特徴を

探る。ここでは、「やかましい」をオノマトペで表現す

る必要がある。表を見ると擬音語は配置されている 

ものの、擬態語はみられない。ここから、物理的に発せ

られる音により「やかましさ」を描こうとしていること

がうかがえる。 

 表 1をみると「b・d・e・f・h」のように濁点のつい

たオノマトペが多く使われていることがわかる。濁点を

付けることにより、音が大きくなる、人が使う力、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火の大きさなど、受け取る側の印象や感じ方などが強い

表現・印象になる。例えば、「トントンたたく」⇒「ド

ンドンたたく」、「雨がしとしと降る」⇒「雨がザーザー

降る」、「骨をポキポキ鳴らす」⇒「骨をボキボキ鳴らす」

がそれに当たる。 

 また、「a・c・g・h」のように「ッ」を伴ったオノマ

トペが多く使われていることがわかる。「ッ」を付ける

ことにより音が大きくなる。人の行動や気持ち、光の強

さなど、受け取る側の印象や感じ方が増幅される表現と

なる。例えば、「すやすや眠る⇒ぐっすり眠る」、「ビク

っと驚く⇒ビクッっと驚く」、「ピカピカにする⇒ピッカ

ピッカにする」がそれに当たる。 

 他に、「c・j・i」のように伸ばし棒が使われているこ

とがわかる。これを付けることにより、音の長さ、吹く

 

擬音語 擬態語 

①
や
か
ま
し
い
町 

 

a.クワックワッ（アヒルの鳴き声） 

b.バタンバタン（家の戸を閉める音） 

c.ピーッ（おまわりさんの笛の音） 

d.バタン（扉を蹴とばす音） 

e.ドシン（床を踏み鳴らす音） 

f.ガヤガヤ(周囲の騒音) 

g.ヒューッ（王子様の口笛） 

h.ガラガラガッシャンガッシャンガッシャン（ドラム缶

とブリキのバケツを高く積み上げその山を崩す音） 

i.ワアー（叫び声） 

なし 

②
移
行
段
階 

j.カチッカチッ（時計の秒針） k.ひそひそ（耳をすまして聞くことをみんなで言い合う） 

l.じいっと（王子様の誕生日の指定の時刻を待っている 

 様子） 

m.しいん（全員が聞こうと思い静まり返った様子） 

n.こそこそ（みんなが王子様に悪いことをしたと思った 

 様子） 

③
静
か
な
町 

o.クワクワ（アヒルの鳴き声） 

p.すっと（家の戸を閉める音） 

q.そっと（おまわりさんの笛を吹く時の 

                 様子） 

 

表 1 配置されたオノマトペの場面に対応させた分類結果 
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強さ、動物の鳴き声の強さなどに対する感じ方が強い印

象になる。例えば、「シュっとかける⇒シューっとかけ

る」、「ピッっと吹く⇒ピーッっと吹く」、「パオンと鳴く

⇒パオーンと鳴く」がそれに当たる。 

 また、「b・d・e・h」のように「ン」を伴ったオノマ

トペも多く使われていることがわかる。「ン」を付すこ

とにより、音の重さ、物の重さ、人の行動などに対する

感じ方に重みが出る。例えば、「お酒を飲んでベロベロ

に酔う⇒お酒を飲んでベロンベロンに酔う」、「ドスドス

歩く⇒ドシンドシン歩く」、「鐘がガラガラと鳴る⇒鐘が

ガランガランとなる」がそれに当たる。 

 

②「移行段階（中間）」のオノマトペ 

 「移行段階（中間）」の場面におけるオノマトペの特

徴を探る。ここには、「やかましい」から「静か」への

変化をオノマトペで表現する必要がある。表を見ると擬

態語は配置されているものの、擬音語はあまり配置され

ていない。ここから、物事の状態をその状態に合った音

声で表した語により「やかましさ」から「静かさ」を描

こうとしていることがうかがえる。 

 表 1の擬態語を見ると、「i・m」のように母音が表記

化されることにより、文字が伸ばされていることがわか

る。母音を表記化することにより、物の動きや様子が長

くまた静かに進行している印象や感じが増す。例えば、

「じっとする⇒じいっとする」、「どんと構える⇒どおん

と構える」、「ぱっと明かりがつく⇒ぱあっと明かりがつ

く」がそれに当たる。 

 また、「k・n」のように音を繰り返すことにより、物

の動きや様子が捉えやすくなることがわかる。音が繰り

返されることにより、物の動きや様子などが強調され、

受け取る側に対しその場面での状況が伝わりやすいもの

になっている。例えば、「ぞわっとする⇒ぞわぞわする」、

「ごろっと転がる⇒ごろごろ転がる」、「物が多くごちゃ

っとしている⇒物が多くごちゃごちゃしている」がそれ

に当たる。 

 表１を見ると、擬態語で物事が水面下で行われている

ことに加え、擬音語の「j」を使うことにより、擬態語が

より静かに行われていることがわかる。擬音語の「j」は

あまり静かな音という訳ではないが、ここで使われてい

る「k・i・m・n」を強調させることや、雰囲気をより感

じさせるために使われていると考える。 

 

③「静かな町」のオノマトペ 

 「静かな町」の場面におけるオノマトペの特徴を探る。

ここでは「やかましい」から「静か」に変わったという

ことをオノマトペで表現する必要がある。表１を見ると

擬態語の配置されている量がかなり減っている。ここか

ら、物理的に発せられる音の「静かさ」を描こうとして

いることがうかがえる。 

 表 1の擬音語・擬態語を見ると「o・p」のように濁点

や「ッ」を使用せずに表されていることがわかる。濁点

や「ッ」などを使用しないことにより、音の大きさ、人

の使う力、受け取る側の印象や感じ方などが弱い表現・

印象になる。例えば、「ぐらぐらする⇒くらくらする」、

「ギャーギャー叫ぶ⇒キャーキャー叫ぶ」、「ぼんと叩く

⇒ぽんっと叩く」がそれに当たる。 

 

4-3.物語変化とオノマトペの関係の考察 

 4-2において①から③の場面におけるオノマトペの特

徴を記した。ここでは、分析結果をもとに、特に①と③

オノマトペの変化をみたい。表 1の「①やかましい町」

と「③静かな町」を見比べてみると、 

  ＊アヒルの鳴き声 

    「a.クワックワッ」⇒「o.クワクワ」 

  ＊家の戸を閉める音 

    「b.バタンバタン」⇒「p.すっと」 

  ＊おまわりさんの笛を吹く時の音 

    「c.ピーッ」⇒「q.そっと」 

と変化している。このように音や状況に対して「強⇒弱」

と変化を加えることで「やかましい町」から「静かな町」

への変化をオノマトペによって示している。これは、物

語読解上重要な「大きな変化を捉える」ため、単元設定

として示された「山場で起こる変化」について考える上

で重要な手掛かりとなるものである。ここは物語読解に

おける思考活動を促すための発問ポイントといえる。ま

た、状況に応じて使用するオノマトペの違いを知ること

にもなり、場面や状況に応じた語彙の量をますことにも

つながるといえる。 
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 また、オノマトペではないため表 1に提示していない

が、その表記がオノマトペを想起させる重要な語句があ

る。それが、都の名称としての「ガヤガヤの都」、町の

呼称としての「ガヤガヤの町」、そして王子様の名であ

る「ギャオギャオ」である。物語前半部では、「やかま

しい都・町」をより強調するための重要な語句として配

置される。これら語句は、そもそも都市の呼称や人名で

あるために、基本的には変更できない。よって、物語後

半部の、町の状況が「やかましい町」から「静かな町」

へと移行した後は、「ガヤガヤの都（町）が静か」「ギャ

オギャオ王子の国が静か」のように、「騒々しいもの」

と「静粛な状況」の対比的な構造を生み、この結果は、

都（町）の様子の変化をことばとして客観視することの

みならず、このねじれ構造は、児童に物語の展開の面白

みを感じさせるとともに、教材に対する興味を増幅する

ものとなる。 

 先に見たオノマトペの変化により物語の展開を示すこ

とと、変わらない名称と状況に応じて変わった「もの」

「こと」を組み合わせた語句・表現を示すこと、を併用

することによって、物語の変化と山場に対する児童の理

解をより促すための装置ともなっている。 

 

5.オノマトペに着目した場合に想定される発問 

 以上、分析・考察結果を踏まえて、想定される発問と

期待される効果及び児童の反応予測とそれに対する対処

方法を以下に記す。本稿においては、発問の可能性を提

示することを目的の一つとしているため、以下、発問等

の掲出のみに留め、発問の効果検証については今後の検

討課題とする。 

 

〇想定発問 1. 

本文全体に多くのオノマトペが配置されていることか

ら、「お話の中にどんなオノマトペがあるかな？本文

中に線を引いてみよう。 

【解答】表 1に示したオノマトペ 

 

 この発問に期待される効果は「①オノマトペに対して

興味を持つ、②物語の場面に合わせたオノマトペを見つ

け出すことができる、③場面によってオノマトペの数の

違いを発見できる」ことである。 

 予測される児童の反応は、次の通りである。 

  1）〇表 1に示したもの 

  2）✕ガヤガヤ（p.58l.2 他）＜ただし、p.59  

   l.8の「ガヤガヤ ガヤガヤ」はオノマトペ＞ 

  3）✕ギャオギャオ（p.60l.2） 

誤答である 2）3）に対しては次の手立てを取る。 

 2）どこの「ガヤガヤ」を抽出したものかを確認し、

オノマトペとして配置されている p.59 l.8の「ガヤガヤ 

ガヤガヤ」以外の、例えば p.58l.2「ガヤガヤ」を抽出し

たとの返答があった場合、「ガヤガヤという（名前の）

都」（p.58 l.2 他）に注目させ、場所の名称であることを

理解させる。 

 3）「王子様は、名前をギャオギャオ」（p.60 l.2）に注

目させ、人名であることを理解させる。 

 

 

想定発問 2. 

配布したワークシートにある項目に合わせて、本文中

に引いたオノマトペを分類しましょう。 

【解答】表 1に示したオノマトペ 

 

  本文内容が、「やかましい町」「移行段階（中間）」

「静かな町」の 3つに分けられており、それぞれの場面

に配置されているオノマトペからという発問が想定され

る。 

 この発問の期待される効果は「オノマトペを分類でき

る、場面に合ったオノマトペを見つけ出せる、違いを見

出すことができる」である。 

 予測される児童の反応は、次の通りである。 

  1）表 1に示したもの 

  2）✕ドシン（p.59ⅼ.5）（床を踏み鳴らす音） 

  3）✕ワアー（p.62ⅼ.14）（叫び声） 

誤答である 2）3）に対しては次の手立てを取る。 

 2）なぜ「ドシン」を擬態語にしたのかを確認した上

で、オノマトペとして配置されている p.59ⅼ.5の「ドシ

ン」に繋がる前後の文章、「ゆかをドシンとふみ鳴らせ」

（p.59ⅼ.5他）に注目させ、「ドシン」が足をふみ鳴ら

している「音」であることを理解させる。 
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 3）「みんな一緒にワアーってさけんだら…」（p.62ⅼ.14）

に注目させ、人の行動ではなく「音」であることを理解

させる。 

 4）△しいん（p.69ⅼ.3） 

 5）△すっと（p.70ⅼ.6） 

特に勘違いやすい 4）5）に対して次の手立てを取る。 

 4）なぜ「しいん」を擬音語にしたのかを確認し、オ

ノマトペとして配置されている p.60ⅼ.3の「しいん」に

繋がる前後の文章、「ガヤガヤの町は、しいんと静まり

返りました。」（p.60ⅼ.3他）に注目させ、人の行動であ

り「音」ではないことを理解させる。 

 5）なぜ「すっと」を擬態語にしたのかを確認し、オ

ノマトペとして配置されている p.70ⅼ.6の「すっと」に

繋がる前後の文章、「世界中のどこの家の戸より、音を

立てずにすっとしまりました。」（p.70ⅼ.6他）に注目さ

せ、人の行動ではなく物の「音」であることを理解させ

る。 

 

 

想定発問 3. 

「やかましい町」グループ、「移行段階（中間）」グル

ープ、「静かな町」グループで、それぞれの場面に合

ったオノマトペを探してまとめてみましょう。 

【解答】表 1に示したオノマトペ 

 

 本文内容が、「やかましい町」「移行段階（中間）」「静

かな町」の 3つに分けられており、それぞれの場面に配

置されているオノマトペから「「やかましい町」グルー

プ、「移行段階（中間）」グループ、「静かな町」グルー

プで、それぞれの場面に合ったオノマトペを探してまと

めてみましょう。」という発問が想定される。 

 この発問の期待される効果は「オノマトペを分類でき

る、場面に合ったオノマトペを見つけ出せる、違いを見

出すことができる」である。 

 予測される児童の反応は、次の通りである。 

  1）表 1に示したもの 

  2）✕ドシン（p.59ⅼ.5）（床を踏み鳴らす音） 

  3）✕ワアー（p.62ⅼ.14）（叫び声） 

誤答である 2）3）に対しては次の手立てを取る。 

 2）なぜ「ドシン」を擬態語にしたのかを確認し、他

のグループとの意見交換を行う。 

意見交換でも答えが出ない場合には、オノマトペとして

配置されている p.59ⅼ.5 の「ドシン」に繋がる前後の

文章、「ゆかをドシンとふみ鳴らせ」（p.59ⅼ.5他）に注

目させ、ふみ鳴らしている「音」であることを理解させ

る。 

 3）他のグループと意見交換を行う。その交流でも答

えが出ない場合には、「みんな一緒にワアーってさけん

だら…」（p.62ⅼ.14）に注目させ、人の行動ではなく「音」

であることを理解させる。 

 4）については、なぜ「しいん」を擬音語にしたのか

を確認し、他のグループとの意見交換を行う。意見交換

でも答えが出ない場合には、オノマトペとして配置され

ている p.60ⅼ.3の「しいん」に繋がる前後の文章、「ガ

ヤガヤの町は、しいんと静まり返りました。」（p.60ⅼ.3

他）に注目させ、人の行動であり「音」ではないことを

理解させる。 

 5）については、なぜ「すっと」を擬態語にしたのか

を確認し、他のグループとの意見交換を行う。意見交換

でも答えが出ない場合には、オノマトペとして配置され

ている p.70ⅼ.6の「すっと」に繋がる前後の文章、「世

界中のどこの家の戸より、音を立てずにすっとしまりま

した。」（p.70ⅼ.6他）に注目させ、人の行動ではなく物

の「音」であることを理解させる。 

 

 

想定発問 4. 

本文中に引いたオノマトペは、お話に合わせて分類す

ることができます。どの様な分類ができるか考えてみ

よう。 

【解答】表 1に示したオノマトペ 

 

 本文内容が、「やかましい町」「移行段階（中間）」「静

かな町」の 3つに分けられており、それぞれの場面に配

置されたオノマトペから「本文中に引いたオノマトペは、

お話に合わせて分類することができます。どの様な分類

ができるか考えてみよう」という発問が想定される。 

 この発問の期待される効果は「オノマトペを分類でき
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る、場面に合ったオノマトペを見つけ出せる、違いを見

出すことができる」である。 

 予測される児童の反応は、次の通りである。 

  1）表 1に示したもの 

  2）✕ドシン（p.59ⅼ.5）（床を踏み鳴らす音） 

  3）✕ワアー（p.62ⅼ.14）（叫び声） 

誤答である 2）3）に対しては次の手立てを取る。 

 2）なぜ「ドシン」を擬態語にしたのかを確認し、オ

ノマトペとして配置されている p.59ⅼ.5の「ドシン」に

繋がる前後の文章、「ゆかをドシンとふみ鳴らせ」（p.59

ⅼ.5他）に注目させ、ふみ鳴らしている「音」であるこ

とを理解させる。 

 3）「みんな一緒にワアーってさけんだら…」（p.62ⅼ.14）

に注目させ、人の行動ではなく「音」であることを理解

させる。 

 4）△しいん（p.69ⅼ.3） 

 5）△すっと（p.70ⅼ.6） 

特に勘違いやすい 4）5）に対しては、次の手立てを取

る。 

 4）なぜ「しいん」を擬音語にしたのかを確認し、オ

ノマトペとして配置されている p.60ⅼ.3の「しいん」に

繋がる前後の文章、「ガヤガヤの町は、しいんと静まり

返りました。」（p.60ⅼ.3他）に注目させ、人の行動であ

り「音」ではないことを理解させる。 

 5）なぜ「すっと」を擬態語にしたのかを確認し、オ

ノマトペとして配置されている p.70ⅼ.6の「すっと」に

繋がる前後の文章、「世界中のどこの家の戸より、音を

立てずにすっとしまりました。」（p.70ⅼ.6他）に注目さ

せ、人の行動ではなく物の「音」であることを理解させ

る。 

 6）△「やかましい町」「静かな町」 

分類不足である、6）については、次の手立てをとる。 

 7）なぜ「やかましい町」「静かな町」のような分類に

なったのかを確認し、「移行段階（中間）」に配置されて

いる p.65l.1-ｐ.69ⅼ.7のオノマトペ「カチッカチッ」「ひ

そひそ」「じいっと」「しいん」「こそこそ」は、どちら

の町にも配置できないことに（p.65l.1~ｐ.69ⅼ.7）注目

させ、「やかましい町」と「静かな町」の間には「移行

段階（中間）」があるということを理解させる。 

想定発問 5.  

お話の中で「うるさい音」から「静かな音」に変化し

ているオノマトペがあります。どの様なオノマトペが

ありますか。 

【解答】・アヒルの鳴き声が「グワッグワッ」から「ク

ワクワ」に変わった。・家の戸を閉める音が「バタンバ

タン」から「すっと」に変わった。・おまわりさんが「「ピ

ーッ」と大きな音を立てて笛を吹いていた」からなるべ

く「そっと」吹くように変わった。 

 

 物語の展開が、山場を中心に「やかましい町」から「し

ずかな町」へと変化すること、それに付随する形でオノ

マトペが配置されていることから「お話の中で「うるさ

い音」から「静かな音」に変化しているオノマトペがあ

ります。では、どの様なオノマトペがありますか。」と

いう発問が想定される。 

 この発問の期待される効果は、「①オノマトペに注目

することで物語の展開の視覚化、客観化ができ、②読解

が苦手な児童でも具体的手掛かりとなるオノマトペの変

化を見ることで山場とその前後の変化を容易に理解でき

ること」である。 

 予測される児童の反応は、次の通りである。 

  1）アヒルの鳴き声が「グワッグワッ」から「クワ 

   クワ」に変わった。 

  2）家の戸を閉める音が「バタンバタン」から「す 

   っと」に変わった。 

  3）おまわりさんが「「ピーッ」と大きな音を立て 

   て笛を吹いていた」からなるべく「そっと」吹 

   くように変わった。 

  4）いろんなうるさい音がしていたのに、その音が 

   しなくなった。 

  5）立札の「世界でいちばんやかましい町」が「世 

   界でいちばん静かな町」に変わった。 

誤答である 5）対しては次の手立てを取る。 

 5）問題文を丁寧に読ませ、オノマトペに注目し、解

答することが必要であることを理解させる。 

 また、4）については、具体的なオノマトペの変化で

はないが、以前はしていた多くの音がしなくなったとい

う見方は、重要かつ総体をとらえている俯瞰的で高度な
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解答といえるため、正解とする。その具体的な例として

1）～3）があげられていることに気づかせるか、具体的

説明をおこなう。 

 

 

想定発問 6. 

分類したオノマトペには、どんな特徴がありますか。 

【解答】濁点、「ッ」、「ン」、伸ばし棒、（カタカナ、 

    ひらがな） 

 

 本文全体に多くのオノマトペが配置されていることや、

様々な特徴をもったオノマトペが使用されていることか

ら「分類したオノマトペには、どんな特徴がありますか？」

という発問が想定される。 

 この発問の期待される効果は、「オノマトペの特徴を

理解できること、特徴の違いを見出せること、オノマト

ペの違いを見つけ出せること」である。 

 予測される児童の反応は、次の通りである。 

  1）濁点 

  2）「ッ」 

  3）「ン」 

  4）伸ばし棒 

  5）△カタカナ 

  6）△ひらがな 

 特に勘違いやすい 5）6）に対しては、次の手立てを取

る。 

 オノマトペの表記について、一般的に擬音語・擬声語

は「カタカナ」、擬態語は「ひらがな」という認識がさ

れているが、日常生活における表記においては必ずしも

そうではない。擬音語である犬の鳴き声を状況に応じて

は「わんわん」としたり、表情を表わす擬態語を「ニコ

ニコ」としたりする場合もある。表記のみの判断ではな

く、前後関係や文脈から判断するよう促すようにする。 

 

6.まとめと残された課題 

 以上、ベンジャミン・エルキン「世界でいちばんやか

ましい音」を例に、オノマトペを核とした授業展開の可

能性を探った。本稿によって明らかにできたことは以下

の通りである。 

  ・オノマトペは、児童にとって興味を引くもの 

  ・オノマトペを授業展開の中心に置くことは可能 

  ・作品によってはオノマトペの変化が物語の展開 

   に密接にかかわている場合がある 

  ・オノマトペの特徴を探ることで場面に合わせた 

   語句選択が必要であることを理解する 

  ・オノマトペを活用した発問は思考を促すことに 

   つながる可能性が高い 

 次に、残された課題を述べる。大きなものは、作成し

た発問が思考を促すかについて検証ができていない点で

ある。児童の思考がどの程度動くのかについては検証す

る必要がある。 

 また、単元設定と目標達成に対して、オノマトペを核

とした発問の関係性の考察が薄いことである。今一度、

単元目標との関連を中心に再検証することも課題となる。 

 なお、本稿の執筆に対して、2・3 節は中條が、4・5

節は西を責任執筆者とし、1・6 節については話合いの

もとに進めた。また全体の構成及び文章の最終的な推敲・

校正は主に中條が担当した。 

 

 

 

 

引用文献・参考文献 

 ・文部科学省『学習指導要領（平成 29年告示）』 

 ・文部科学省『学習指導要領（平成 29年告示）解 

  説 国語編』 

 ・東京書籍『新しい国語 五』（平成 31年 2月 25 

  日検定済）「ベンジャミン・エルキン「世界でいち 

  ばんやかましい音」」 

 ・東京書籍『新しい国語 五』（平成 31年 2月 25 

  日検定済）教師用指導書 指導編 

 ・ベンジャミン・エルキン作／松岡享子訳『世界で 

  いちばんやかましい音』（こぐま社・1999） 

49



皇學館大学教育学部教育課題研究（2022） 第２巻 

 

 

「教職論」の在り方と課題に関する一考察 

 

 

野々垣明子 1) 

1)皇學館大学教育学部 

 

 
1．問題の設定 

本稿では，筆者が皇學館大学において担当する講義

「教職論【a】」の在り方と授業改善に向けた課題につ

いて考察する． 

「教職論」は皇學館大学教育学部専門科目であり，

教員免許及び保育士資格を取得するための必修科目の

一つである．教育職員免許法及び教育職員免許法施行

規則における「教育の基礎的理解に関する科目」に含

めることが必要な事項の「教職の意義及び教員の役

割・職務内容（チーム学校運営への対応を含む．）」に

該当する． 

教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会

による「教職課程コアカリキュラム」では，「教職の意

義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対

応を含む．）」の事項の全体目標は，「現代社会における

教職の重要性の高まりを背景に，教職の意義，教員の

役割・資質能力・職務内容等について身に付け，教職

への意欲を高め，さらに適性を判断し，進路選択に資

する教職の在り方を理解する」と示されている． 

また，全体目標を内容のまとまりごとに分化させた

「一般目標」，学生が一般目標に到達するための個々の

基準である「到達目標」も以下のように示されてい

る． 

「（1）教職の意義」の一般目標は，「我が国における

今日の学校教育や教職の社会的意義を理解する」こと

である．到達目標には「1)公教育の目的とその担い手

である教員の存在意義を理解している．2）進路選択に

向け，他の職業との比較を通して，教職の職業的特徴

を理解している．」の２つが設定されている． 

「（2）教員の役割」の一般目標は，「教育の動向を踏

まえ，今日の教員に求められる役割や資質能力を理解

する」ことである．到達目標には「1) 教職観の変遷

を踏まえ，今日の教員に求められる役割を理解してい

る．2）今日の教員に求められる基礎的な資質能力を理

解している」の 2つが設定されている． 

「（3）教員の職務内容」の一般目標は「教員の職務

内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の義

務を理解する」であり，到達目標は，「1）幼児，児童

及び生徒への指導及び指導以外の校務を含めた教員の

職務の全体像を理解している．2）教員研修の意義及び

制度上の位置付け並びに専門職として適切に職務を遂

行するため生涯にわたって学び続けることの必要性を

理解している．3）教員に課せられる服務上・身分上の

義務及び身分保障を理解している」の 3つが設定され

ている． 

「（4）チーム学校運営への対応」の一般目標は，「学

校の担う役割が拡大・多様化する中で，学校が内外の

専門家等と連携・分担して対応する必要性について理

解する」であり，到達目標は「1）校内の教職員や多様

な専門性を持つ人材と効果的に連携・分担し，チーム

として組織的に諸課題に対応することの重要性を理解

している」である． 

このように，本科目は，学生が教職に関する知識を

獲得し理解を深めること，その理解に基づいて，自身

の適性をみつめ，教職への進路を主体的に切り拓くた

めの機会を提供することを目的としている． 

筆者は平成 20年より本学において「教職論」の講

義を担当し，教職への理解の促進と，教職の動機付け

や進路選択の機会の提供を授業実践の 2本の柱として

きた．この基本方針は現在も変わっていない．とはい

え，現在，教師の養成・採用・研修に関する制度改革

が進められていることから，その方向性を踏まえて，

本講義の在り方や課題を検討すべきであると考えた． 

「教職の意義及び教員の役割・職務内容」に該当す

る科目については，その意義や実践に関する研究の蓄

積がある．大和・榊原（2003）は．教職専門科目にお
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いて教授に先立って知識を学習させる授業実践が．学

生の「成就感」を高め，「被教育主体から教育主体への

転換」，対話によるコミュニケーションの活性化を促す

ことを明らかにした．渡邉（2019）は．自身の「教職

論」実践の成果を検討し．課題を提示した．赤井

（2021）は，「教職論」と小学校インターンシップと

の関連付けにより，アクティブ・ラーニングの実現

と，理論と実践の往還による資質能力の育成を目指

す，講義モデルと計画を設計した．山﨑・小松・藤江

（2021）は建学の精神を踏まえ，「教職論」の意義に

ついて考察し「教職指導の充実と体系化」を目指し

た．これらの先行研究に共通するのは，教職を目指す

学生の主体的な学修をいかに促していくか，という課

題である．本稿においても，大学及び学部の教育目的

や教育課程，履修する学生の実態に即して，検討して

いく必要がある. 

以上の背景から，まず，令和 3（2021）年１月の中

央教育審議会（以下，中教審）答申「『令和の日本型学

校教育』の構築を目指して―全ての子供たちの可能性

を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現

―」，および令和 3年 11月に中教審の「『令和の日本

型学校教育』を担う教師の在り方特別部会」によって

示された「『令和の日本型学校教育』を担う新たな教師

の学びの姿の実現に向けて（審議まとめ）」において目

指される教師像について言及する．次に，「教職論

【a】」の概要，および学生の 4年間の学修における位

置づけについて説明する．最後に，「教職論【a】」の在

り方を考察し，授業改善に向けた課題を示す． 

なお，本学では，「教職論」は【a】と【b】の 2ク

ラスが開設されており，本稿で検討の対象としている

のは筆者が担当する「教職論【a】」である． 

 

２．「新たな教師の学びの姿」 

令和 3（2021）年１月の中教審答申「『令和の日本型

学校教育』の構築を目指して―全ての子供たちの可能性

を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現―」

（以下，令和 3年答申）では，「2020年代を通じて実現

を目指す『令和の日本型学校教育』の在り方」として，

「全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学び

と協働的な学びの実現」が目指されている．この「『令

和の日本型学校教育』を担う教師の姿」について，「教

職生涯を通じて探究心を持ちつつ自律的かつ継続的に

新しい知識・技能を学び続け，子供一人一人の学びを最

大限に引き出す教師としての役割を果たしている．その

際，子供の主体的な学びを支援する伴走者としての能力

も備えている」としている．また，今後更に検討を要す

る事項として，「教員の養成・採用・研修等の在り方」

が挙げられた（中央教育審議会 2021）． 

さらに，中教審では令和 3 年 3 月に文部科学大臣か

ら「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・

研修等の在り方」について諮問されたことを受け，「『令

和の日本型学校教育』を担う教師の在り方特別部会」（以

下，特別部会）を設置し，「①教師に求められる資質能

力の再定義，②多様な専門性を有する質の高い教職員集

団の在り方，③教員免許の在り方・教員免許更新制の抜

本的な見直し，④教員養成大学・学部，教職大学院の機

能強化・高度化，⑤教師を支える環境整備」の 5点が検

討項目とされた（特別部会 2021）． 

令和 3年 11月には「『令和の日本型学校教育』を担う

新たな教師の学びの姿の実現に向けて（審議まとめ）」

（以下，「審議まとめ」）が提出され，上記③の教員免許

更新制に関わる議論の結論が示された． 

また，「審議まとめ」では，「新たな教師の学びの姿」

が示されている．その姿とは以下のとおりである． 

 

・学び続ける教師 

・教師の継続的な学びを支える主体的な姿勢 

・個別最適な教師の学び，協働的な教師の学び 

・適切な目標設定・現状把握，積極的な「対話」 

・質の高い有意義な学習コンテンツ 

・学びの成果の可視化と組織的共有 

・デジタル技術の活用 

 

先に示した令和 3年答申において教師は，「子供の主

体的な学びを支援する伴走者」として位置付けられてい

るが，「審議まとめ」において，「主体的に学び続ける教

師の姿は，児童生徒にとっても重要なロールモデル」と

説明されている．子どもの「主体的な学びの伴走者」「ロ
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ールモデル」として，継続的に学び続けるために，教師

の「主体的な姿勢」，「自律的な姿勢」が重視されている

（特別部会 2021）． 

 

３．講義の概要と目的 

 「教職論【a】」は教育学部 1年次の秋学期（2セメ

スター）に配当されている．教育学部 1年生のほとん

どの学生が履修している．学生の進路希望は，幼稚

園，小学校，中学校，高等学校，特別支援学校教員，

保育士等である．授業目的および到達目標の設定にあ

たっては，前述の教職課程コアカリキュラム，教育学

部のディプロマポリシーを参照した．本講義に関連す

るディプロマポリシーは以下の通りである． 

 

  ・教育に関する確かな知識やそれを伝える豊かな

表現力を持ち，激しく変化していく社会の教育課題

に的確に対応できる高い技術を身に付けている． 

 

・教師としての使命感や責任感を持ち，多様な他者

と協働しながら目標に向かい，よりよい社会の実現

に寄与することができる．（皇學館大学 2022） 

 

 すでに見てきたように，教職課程コアカリキュラム

においては，学生が学校教育や教職の意義・役割，職

務内容，資質能力等に対する知識を獲得した上で，教

職への意欲を高め，適性について考えることが目標と

されている．ディプロマポリシーにおいても，教育に

関する知識を獲得し，教師としての使命感・責任感を

養うことが学修成果の目標として示されている．本講

義は 1年生を対象としている．それまでの「学習者」

の立場から，「教師として」教育を考え，成長すること

への意識をいかに高めていくかが課題である． 

 さらに，目的，目標の設定にあたっては，教育学部

における 4年間の学修の流れも踏まえた．学生は，入

学当初の春学期，「教育学概論【a】」等を受講し，教育

の概念，目的，歴史，代表的な教育思想，学校・家

庭・社会における教育の機能等の基礎的な内容を学修

したうえで，本講義を履修している．秋学期には，教

育の理念，歴史，制度，児童生徒の心理や発達につい

て学び，学年末には将来の進路選択に関わる所属コー

ス選択を控えている． 

 2年次では，各教科等の本質，方法論，指導法につ

いて学び，模擬授業などを経験し，基礎的な実践力を

身に付ける．保育士資格取得を目指す学生は，2年次

の冬に保育所実習が始まる． 

 3年次では，教育実習や保育所実習を経験し，教職

への理解や実践力を高め，4年次では，「教職実践演

習」において学びを総括する．特に 3年次以降は，教

員採用試験等に向けた準備が本格的に始まる． 

 このような 4年間の学びにおいて，本講義はいわば

「出発点」にあたる．教職への理解を深め，「学習者」

から「教師」の立場への転換をうながし，2年次以降

の教育学の講義・演習・実習を通して教師としての資

質・能力を育むための素地を養うことが求められる． 

 このような認識から，「教職論【a】」の授業目的を以

下のように設定した． 

 

   講義を通して，教職を目指す学生に対し，教職

の意義，社会的役割，職務内容，研修，身分保

障，服務義務など教職に関わる基礎的な知識の獲

得をうながす．教職という仕事に対する正確な理

解を深め，教職に就く意欲や意志を熟考する機会

を提供する．また，現代の教師に必要とされる資

質能力はどのようなものであるのか，今日の教職

をめぐる課題はどのようなものであるのかを理解

し，説明できるようになることを目指す．さら

に，進路選択に関わる情報を示し，学生が自らの

適性や進路をみつめ，教員を目指すためにこれか

らどのように大学生活を送るのかについて考える

機会を提供する． 

 

 また，到達目標は以下の 2点である． 

 

1．教職の意義，教員の職務内容，研修，社会

的役割，義務，求められる資質能力，今日の教職

をめぐる課題などを理解し，説明できる． 

2．教員を目指すうえで，自分の目標を設定

し，自己評価を通して課題を見出すことができ
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る． 

 

 「学び続ける教師」が求められていることを視野

に，理想の教師像と現在の自分の課題の両側面から，

目標を設定し，自己評価を通して主体的に学修を進め

られるようになることを目指している． 

 

４．「教職論【a】」の在り方と課題 

 「教職論【a】」は，主に教育学部 1年生を対象とし

ている．それまでの，「学習者」の立場から視点を転換

し，「教師」の立場で教育・保育について考えることを

うながさなければならない．そのためには，学生が自

身のキャリア形成の見通しを持ち，目標を設定し学修

に取り組むことができるよう，講義を設計する必要が

ある．上述したように，主体的に学び続けることは，

今日の教師に求められることである．このような背景

から，本講義において，教職に関わる知識の獲得と理

解をいかに促し，主体的な学修をいかに実現するかと

いう課題について検討する． 

コアカリキュラムの全体目標・一般目標に示される

ように，本講義において扱う内容は幅広い．教職の意

義，役割，職務内容，服務義務，身分保障，研修，「チ

ームとしての学校運営」，求められる資質能力，教職を

めぐる今日的な課題等が主な内容である．赤井は「教

職論に求められる内容は広範にわたっており，教職に

関する網羅的な性格を有している．そのため，15回と

いう限られた講義回数においてこの全体目標を達成し

ようとする場合，一方的な講義形式に偏ってしまうこ

とが考えらえる」と述べ，課題を指摘している（赤井

2021：51）． 

 「教職論【a】」で扱われる内容は，学生が教育・学校

教育，そして教職について理解し，「教師」の立場から

教育について考えるために必要な知識である．十分な

知識を持たない場合，児童生徒として，これまでに受

けてきた教育，学習の経験に基づいて考えざるを得な

い．知識の獲得とそれに基づく教職への理解を十分に

促すことは，2年次以降，より実践的な学修を展開す

るためにも欠かせない． 

とはいえ，広範にわたる知識が必要だとしても，そ

れを受身的，機械的に学ぶ，ということになってはな

らない．大和・榊原は，「知ることは考えるための前提

と捉え」，「現代教職論」の講義において，予め到達目

標と学習の型を示して基本的な知識を獲得させ，その

うえで学生間，学生－教師間の対話を通して視野を広

げ，深める実践を行った．ただ新しい知識を獲得する

だけに終わらず，知識に基づいて考えることにより，

「教育主体」の育成を目指している（大和・榊原

2003）． 

 大和・榊原が提起するように，学生が主体的に知識を

獲得するような学修を，「講義形式」の授業のなかで，

いかにして展開するのか． 

このような問題意識から，本講義では，全 15回講

義の初回と全講義終了後に，自分の目標とする教師像

について論ずるという課題を提示している．初回の課

題は，教職への学びのスタートにあたって，自身の目

標を立てることにより，主体的な学修につなげること

を意図している．全 15回の講義終了後の課題では，

これまでの講義において獲得した教育・学校，教職に

関する知識にもとづいて，初回に設定した教師像をふ

りかえり，再度，自分が目指す教師像について論ずる

ことを求める．さらに，2年次以降の目標を明確に

し，大学卒業までの学修や活動計画を作成することも

求める．それにより 2年次以降の学修に見通しを持た

せ，主体的に学び続けることへの意識を高めることを

意図している．  

あくまでも筆者の経験に基づいた見解であるが，1

年次の後半は，将来の進路選択にも関わる所属コース

決定があるため，将来への意識が高まる時期である．

また，1年間，教育や教職に関する学修を経験し教職

に就くことへの意欲が高まる一方で，不安も高まる時

期でもあると認識している．したがって，全講義終了

時の課題は，学生が 1年間の学修をふりかえり，自分

と向き合い，目標を再認識する機会として位置付けて

いる． 

また，学生は 2年次以降の模擬授業や教育実習にお

いて，自身の授業，児童生徒との関わりなどに対する

省察を経験する．したがって，本講義において，自己

の学修や経験をふりかえり，課題を整理し，言語化す
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ることにより，今後の教育実践で必要とされる省察を

経験することも意図している． 

最後に，本講義の教育方法上の課題を示したい． 

本講義は，もともと受講生が 200名以上と比較的多

く，「講義形式」で実施されてきた．令和 2(2020)年以

降は，新型コロナウイルス感染症対策のためmanaba 

courseによるオンデマンド型オンライン講義を継続し

ている．オンライン講義では，従来の対面講義と比べ

て，多様な課題の提示が可能となった．例えば，定着

を促したい知識については，複数回の講義にわたって

復習問題を出題した．重要な事項については，解説動

画を添付し，解答後の視聴を求めた．教師による授業

実践や，学校教育をめぐる諸課題といった時間をかけ

て考える必要があるテーマについては，予め教科書や

資料を読み込んだうえで，オンライン上の課題に取り

組ませた．上述の，初回と全 15回講義終了後に行う

目標設定の課題についても，オンライン講義の際に授

業時やコースニュースで提示した．初回については，

オンラインでの入力を，講義後については，学期末レ

ポートという形式で紙媒体での提出を求めた． 

一方で，学修履歴を把握することができても，実際

の学びの姿が見えにくい，他者と直接関わるなかで自

身の考えや目標をふりかえったり，学びへの姿勢を見

直したり，授業を協働して作り上げたりするという経

験は得られにくいという課題もある．対面講義であれ

ば，意見を交換したり，想いやイメージを表現し合っ

たりすることを通して，学生同士で教職への理解を深

め，意欲を高めることもできるが，オンデマンド型オ

ンライン講義ではそうした機会を設けることは難し

い．自己の目標の設定，今日求められる省察において

も，教員や学生同士の対話のなかでこそ，新たな気づ

きや視点がもたらされることであろう．今後．新型コ

ロナウイルス感染症の拡大状況に応じて講義の形態が

変わる可能性もあるが，対面講義，オンライン講義の

双方の利点を活かした授業改善に向けて，今後も継続

的に取り組む必要があるだろう． 

 

５．おわりに 

本稿では，「教職論【a】」の講義における，主体的な

学修を実現するための取り組みと課題について論じて

きた．  

 今後の課題は，現在，本講義において実施している自

己目標の設定と，今後の学修・活動計画の作成の効果を

検証することである．また，主体的な学修を実現するた

めの方法について，テキスト，課題，発問，コミュニケ

ーションの在り方等の観点から検討し，授業改善につな

げていきたい． 

 さらに，「教職論【a】」と教育学部の講義・演習・実

習との関連についても考察したい．「教えること」「学ぶ

こと」「育つこと」「支援すること」「指導すること」等

に関する豊かなイメージをもつことは，教職を目指す学

生にとって不可欠である．しかし，広範囲にわたって網

羅的に知識を扱う本講義だけではその実現は難しい．学

生の教育や学習への認識を広げ，深めていくために，教

育学の専門科目講義，演習・実習との連携をはかること

が求められるが，その方法の検討については今後の課題

としたい． 
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