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はじめに  

                              オープンカレッジ 東 京
とうきょう

運営
うんえい

委員会
い い ん か い

 委員長
いいんちょう

 

 東 京
とうきょう

学芸
がくげい

大学
だいがく

  菅野
か ん の

 敦
あつし

 

 「オープンカレッジ 東 京
とうきょう

2018 ～ 考
かんが

える“わざ”を学
まな

ぶ～」も、１月
がつ

26日
にち

の

第
だい

３講座
こ う ざ

「ディスカバー World
ワ ー ル ド

 Ⅳ
４

」で３講座
こ う ざ

、全
ぜん

10回
かい

の講座
こ う ざ

を無事
ぶ じ

終 了
しゅうりょう

する

ことができました。受講者
じゅこうしゃ

の皆
みな

さん、講師
こ う し

の方々
かたがた

、そして、支
ささ

えてくださった

多
おお

くの方々
かたがた

に深
ふか

く感謝
かんしゃ

いたします。  

 オープンカレッジ 東 京
とうきょう

は、どこに働いて
はたら    

いても、どこに暮らして
く    

いても、

そして 障 害
しょうがい

があっても・なくてもいっしょに学ぶ
まな  

ことで、ともに生きて
い

いこ

う、ともに生
い

きられる地域
ち い き

や社会
しゃかい

を作
つく

っていこうという願い
ねが

のもと、11年間
ねんかん

続
つづ

いた東京
とうきょう

学芸
がくげい

大学
だいがく

公開
こうかい

講座
こうざ

の名称
めいしょう

をオープンカレッジ東京
とうきょう

と変
か

えて 2006年
ね ん

から続
つづ

けてきました。さらに、2008年
ねん

の～いっしょに学
まな

び、ともに生
い

きるⅤ
５

～

からは、いつでも学べる
ま な    

、どこでも学べる
ま な    

というテーマも加え
くわ  

、地域
ち い き

にある様々
さまざま

な資源
し げ ん

を使った
つ か    

学び
まな  

、そして、どこでも使える
つ か    

学 習
がくしゅう

プログラムの開発
かいはつ

にも取
と

り

組
く

んできました。2015年
ねん

からは、講座
こ う ざ

テーマを「 考
かんが

える“わざ”を学
まな

ぶ」に変
か

え、知的
ち て き

障 害
しょうがい

があっても科学的
か が く て き

なものの 考
かんが

え方
かた

、論理的
ろ ん り て き

な思考
し こ う

を身
み

につける

ことができるようになるという 私
わたし

たちの仮説
か せ つ

を 検 証
けんしょう

し、そのための方法
ほうほう

を

開発
かいはつ

する取
と

り組
く

みを 行
おこな

ってきました。このようにオープンカレッジ 東 京
とうきょう

は、

前身
ぜんしん

である 東 京
とうきょう

学芸
がくげい

大学
だいがく

公開
こうかい

講座
こ う ざ

「自分
じ ぶ ん

を知
し

り、社会
しゃかい

を学
まな

ぶ」が始
はじ

まった 1995

年
ねん

から数
かぞ

えると今期
こ ん き

で、 24年
ねん

目
め

を迎
むか

えたことになります。  



 

 

オープンカレッジ 東 京
とうきょう

として 行
おこな

ってきた「 知的
ち て き

障 害
しょうがい

のある 方々
かたがた

の 生 涯
しょうがい

学 習
がくしゅう

支援
し え ん

」の取
と

り組
く

みに対
たい

し、昨年
さくねん

（平成
へいせい

29年
ねん

）度
ど

、「障害者
しょうがいしゃ

の生 涯
しょうがい

学 習
がくしゅう

支援
し え ん

活動
かつどう

」に 係
かかわ

る文部
も ん ぶ

科学
か が く

大臣
だいじん

表 彰
ひょうしょう

をいただきました。さらに今年度
こ ん ね ん ど

は、文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

「 障害者
しょうがいしゃ

の多様
た よ う

な 学 習
がくしゅう

活動
かつどう

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための実践
じっせん

研 究
けんきゅう

」に

選定
せんてい

され文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

から助成
じょせい

していただき、充 実
じゅうじつ

した取
と

り組
く

みとなりました。 

 今年度
こ ん ね ん ど

の第
だい

１回
かい

講座
こ う ざ

は、「サイエンスラボⅣ
４

」でした。ミニオープンカレッ

ジの形式
け い し き

をとり、毎回
まいかい

４～７ 名
めい

の受講者
じゅこうせい

が 直 接
ちょくせつ

I C T
アイシーティー

機器
き き

を操作
そ う さ

しながら

実験
じっけん

の手続
て つ づ

きを知
し

り、観察
かんさつ

した結果
け っ か

を I C T
アイシーティー

機器
き き

に映
うつ

し出
だ

される画像
が ぞ う

と比較
ひ か く

し、判断
はんだん

する過程
か て い

を通
とお

して、 考
かんが

える“わざ”を学
まな

ぶ科学
か が く

の講座
こ う ざ

で、８回
かい

行
おこな

い

ました。第
だい

２回
かい

講座
こ う ざ

は、「住
す

まいを“選択
せんたく

するわざ”Ⅱ
２

」で、自己
じ こ

選択
せんたく

・自己
じ こ

決定
けってい

へとつなげることを目的
もくてき

としながら、その過程
か て い

を通
とお

して 考
かんが

える“わざ”

を学
まな

ぶ、生活
せいかつ

・暮
く

らし 領 域
りょういき

の講座
こ う ざ

で、47名
めい

の受講者
じゅこうせい

が一斉
いっせい

に学
まな

ぶ形式
けいしき

の講座
こ う ざ

で

した。第
だい

３回
かい

講座
こ う ざ

は、受講者
じゅこうしゃ

に人気
に ん き

の「ディスカバー World
ワ ー ル ド

Ⅳ
４

」で、世界
せ か い

各地域
か く ち い き

のことを学
まな

びました。今回
こんかい

は題材
だいざい

として 主 食
しゅしょく

のパンをとりあげ、地域
ち い き

の気候
き こ う

の

違
ちが

いなどに 伴
ともな

い原材料
げんざいりょう

の違
ちが

いからできる数種類
すうしゅるい

のパンについて、講義
こ う ぎ

と直 接
ちょくせつ

の観察
かんさつ

から、それぞれのパンを 特 徴
とくちょう

づけていく 学 習
がくしゅう

で、この過程
か て い

を通
とお

して 考
かんが

える“わざ”を学
まな

ぶ地理
ち り

の講座
こ う ざ

でした。この講座
こ う ざ

にも 40名
めい

を超
こ

す受講者
じゅこうせい

が参加
さ ん か

しました。  

講座
こ う ざ

の内容
ないよう

はさまざまですが、これらの講座
こ う ざ

全
すべ

てに 共
きょう

通
つう

するのは、考
かんが

える

“わざ”を学
まな

ぶ過程
か て い

です。  



 

 

過程
か て い

①： 対 象
たいしょう

となる物
もの

の一
ひと

つ一
ひと

つを観察
かんさつ

し、講師
こ う し

から説明
せつめい

を聞
き

いて個々
こ こ

の

特 徴
とくちょう

を 抽
ちゅう

出
しゅつ

し、【要素
よ う そ

（ 特 徴
とくちょう

） 抽 出
ちゅうしゅつ

シート】に記述
きじゅつ

する過程
か て い

です。過程
か て い

②

：数種類
すうしゅるい

の対 象
たいしょう

となる物
もの

に関
かん

して作成
さくせい

した【要素
よ う そ

抽 出
ちゅうしゅつ

シート】から、各対象物
かくたいしょうぶつ

に 共
きょう

通
つう

する要素
よ う そ

を【マトリックス 表
ひょう

】の一列
いちれつ

、そして次
つぎ

の一列
いちれつ

に 順
じゅん

に整理
せ い り

し、

記述
きじゅつ

する過程
か て い

です。過程
か て い

③：【マトリックス 表
ひょう

】の各列
かくれつ

に記述
きじゅつ

した 共 通
きょうつう

する

要素
よ う そ

に名前
な ま え

（観点名
かんてんめい

）をつける過程
か て い

です。過程
か て い

④：講師
こ う し

から提示
て い じ

された問題
もんだい

（第
だい

１回
かい

講座
こ う ざ

では「このプラスチック A
エー

（具体物
ぐ た い ぶ つ

）は、ポリスチレン・ポリプロピ

レン・ポリエチレンテレフタレートのどれですか？」、第
だい

２回
かい

講座
こ う ざ

では「あな

たは、どの住
す

まい（ A
エー

：通勤寮
つうきんりょう

、 B
ビー

：グループホームでの暮
く

らし、 C
シ―

：アパー

ト暮
く

らし）を選択
せんたく

しますか？」）に対
たい

し、【マトリックス 表
ひょう

】を見
み

ながら観点
かんてん

ごとに要素
よ う そ

を比較
ひ か く

することで、第
だい

３回
かい

講座
こ う ざ

では（「ライ麦
むぎ

パンは、 A
エー

・ B
ビー

・ C
シー

の

パンのうちどれですか？」）、第
だい

１回
かい

講座
こ う ざ

ではプラスチック A
エー

を、第
だい

３回
かい

講座
こ う ざ

ではライ麦
むぎ

パンを特定
とくてい

する過程
か て い

です。第
だい

２回
かい

講座
こ う ざ

では、さらに過程
か て い

⑤：住
す

まい

を選択
せんたく

する際
さい

、自分
じ ぶ ん

が優先
ゆうせん

する観点
かんてん

（家賃
や ち ん

や部屋
へ や

の広
ひろ

さなどの 住
じゅう

環 境
かんきょう

か、一緒
いっしょ

に暮
く

らす人
ひと

や暮
く

らし方
かた

などのライフスタイルか、食事
しょくじ

の 提 供
ていきょう

や病気
びょうき

の時
とき

の

支援
し え ん

などのサービス・支援
し え ん

か）を決
き

め、 A
エー

・ B
ビー

・ C
シー

の３つの住
す

まいの 特 徴
とくちょう

から

自分
じ ぶ ん

の優先
ゆうせん

する観点
かんてん

の要素
よ う そ

からマッチする住
す

まいを選択
せんたく

することで解答
かいとう

に至
いた

る過程
か て い

へと進
すす

みます。  

今年度
こ ん ね ん ど

の３講座
こ う ざ

とも、知的
ち て き

障 害
しょうがい

があることで、それまでの 学 習
がくしゅう

の機会
き か い

にお

いて身
み

に付ける
つ   

ことができなかった科学的
か が く て き

なものの 考
かんが

え方
かた

、論理的
ろ ん り て き

な思考
し こ う

を



 

 

「 考
かんが

える“わざ”を学
まな

ぶ」の取
と

り組
く

みを通
とお

して 習 得
しゅうとく

を目指
め ざ

す、提供者
ていきょうしゃ

である

私
わたし

たちと受講者
じゅこうしゃ

の共 同
きょうどう

の 挑 戦
ちょうせん

です。  

  考
かんが

える“わざ”の 習 得
しゅうとく

は、日々
ひ び

、自分
じ ぶ ん

たちの周
まわ

りで起
お

こる問題
もんだい

や 将 来
しょうらい

に向
む

けて今
いま

求
もと

められる選択
せんたく

や決定
けってい

に関
かん

して、自身
じ し ん

で 考
かんが

え、解決
かいけつ

できるようになる

ことにつながると信
しん

じています。  

オープンカレッジ 東 京
とうきょう

は、このように毎年
まいとし

、そして毎回
まいかい

、これまでの取
と

り組
く

みを振
ふ

り返
かえ

りつつ、新
あら

たな展開
てんかい

を常
つね

に模索
も さ く

しています。本誌
ほ ん し

はそのための 2018

年度
ね ん ど

の記録
き ろ く

であり、同
おな

じように 生 涯
しょうがい

学 習
がくしゅう

支援
し え ん

に取
と

り組
く

まれている方
かた

や 就 労
しゅうろう

支援
し え ん

に取
と

り組
く

まれている方
かた

など、さまざまな方々
かたがた

から意見
い け ん

をいただくための

提案
ていあん

と発信
はっしん

の役割
やくわり

をもっています。ぜひ、本誌
ほ ん し

をご覧
らん

いただいた皆様
みなさま

におかれ

ましては、熱
あつ

く厳
きび

しいご意見
い け ん

、ご助言
じょげん

、ご指導
し ど う

を 頂
いただ

けましたら 幸
さいわ

いです。  

 本誌
ほ ん し

が、知的
ち て き

障 害
しょうがい

のある方々
かたがた

の生 涯
しょうがい

学 習
がくしゅう

支援
し え ん

に関
かん

して、新
あら

たな一歩
い っ ぽ

になり

ますよう願
ねが

い、 私
わたし

たちもさらに前進
ぜんしん

していきたいと 考
かんが

えております。  
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編集
へんしゅう

後記
こ う き

                  ・・ 95  
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オープンカレッジ東京
とうきょう

 ２０１８年度
ね ん ど

の概要
がいよう

 

オープンカレッジ東京
とうきょう

運営
うんえい

委員会
い い ん か い

  

東京
とうきょう

学芸
がくげい

大学
だいがく

大学院
だいがくいん

 松本
まつもと

 咲子
さ き こ

  

 

2018年度
ね ん ど

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

）のオープンカレッジ東京
とうきょう

は、前身
ぜんしん

の大学
だいがく

公開
こうかい

講座
こ う ざ

の

時代
じ だ い

から数
かぞ

えて 24年目
ね ん め

を迎
むか

えました。今年度
こ ん ね ん ど

も引
ひ

き続
つづ

き、講座
こ う ざ

テーマは「 考
かんが

え

る“わざ”を学
まな

ぶ」でした。これは、講座
こ う ざ

以外
い が い

の場
ば

でも、自分
じ ぶ ん

自身
じ し ん

で多
おお

くの活動
かつどう

に取
と

り組
く

めるよう、講座
こ う ざ

を通
とお

して「 考
かんが

える方法
ほうほう

」を学
まな

んでほしいという思
おも

い

を込
こ

めています。  

テーマに合
あ

わせて、今年度
こ ん ね ん ど

は以下
い か

のような講座
こ う ざ

を開
かい

催
さい

しました。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
だい

１回
かい

  10月
がつ

～ 11月
がつ

 「サイエンスラボⅣ
４

」（ミニオープンカレッジ）  

＜傷
きず

のつき具合
ぐ あ い

や水
みず

に浮
う

くかどうか、アセトンによる反応
はんのう

などの実験
じっけん

を通
とお

して、プラスチック素材
そ ざ い

の種類
しゅるい

を特定
とくてい

しました。＞        

講師
こ う し

 東京
とうきょう

学芸
がくげい

大学
だいがく

教授
きょうじゅ

 國仙
こくせん

久
ひさ

雄
お

氏
し

 

 

 

第
だい

２回
かい

  12月
がつ

２日
か

(日
にち

) 「住
す

まいを”選択
せんたく

するわざ”Ⅱ
２

」  

  ＜「自身
じ し ん

の生活
せいかつ

と住
す

まいを選
えら

ぶ観点
かんてん

～わたしの暮
く

らし～」と題
だい

して、暮
く

らしの条件
じょうけん

の要素
よ う そ

を 抽
ちゅう

出
しゅつ

し、グループで話
はな

し合
あ

い、要素
よ う そ

にふさわしい

観点名
かんてんめい

を付
つ

けました。＞    

 講師
こ う し

 NPO法人
ほうじん

 秋川
あきかわ

流域
りゅういき

生活
せいかつ

支援
し え ん

ネットワーク理事長
り じ ち ょ う

 藤間
ふ じ ま

英之
ひでゆき

氏
し

   

東京
とうきょう

都立
と り つ

青峰
せいほう

学園
がくえん

主幹
しゅかん

教諭
きょうゆ

 大沼
おおぬま

健司
け ん じ

氏
し

 

 
 

第
だい

３回
かい

  1月
がつ

26日
にち

(土
ど

) 「ディスカバー World
ワ ー ル ド

 Ⅳ
４

」  

  ＜テーマは、「世界
せ か い

のパン～目指
め ざ

せパンマイスター～」  

「ライ麦
むぎ

パンの特定
とくてい

をしよう」の活動
かつどう

を通
とお

してパンを学
まな

びました。＞    

講師
こ う し

 東京
とうきょう

学芸
がくげい

大学
だいがく

教授
きょうじゅ

 椿
つばき

真智子
ま ち こ

氏
し
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お 忙
いそが

しい中
    なか

、 快
こころよ

く講師
こ う し

を引
ひ

き受
う

けてくださった先生方
せんせいがた

に、 心
こころ

より感謝
かんしゃ

を

申
もう

し上
あ

げます。今年
こ と し

もまた、新規
し ん き

受講生
じゅこうせい

２名
めい

を含
ふく

む５０名
めい

の受講生
じゅこうせい

がオープン

カレッジ 東 京
とうきょう

の講座
こ う ざ

に参加
さ ん か

してくれました。延
の

べ参加
さ ん か

人数
にんずう

は１３５名
めい

【
（

第
だい

１

回
かい

講座
こ う ざ

４４名
めい

、第
だい

２回
かい

講座
こ う ざ

４７名
めい

、第
だい

３回
かい

講座
こ う ざ

４４名
めい

】
）

でした。  

受講生
じゅこうせい

の皆様
みなさま

、ご参加
さ ん か

くださり本当
ほんとう

にありがとうございました。  

来年度
ら い ね ん ど

も「 考
かんが

える“わざ”を学
まな

ぶ」をテーマとするオープンカレッジ 東 京
とうきょう

へのご参加
さ ん か

をお待
ま

ちしております。  
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オープンカレッジ 東 京
とうきょう

 2018年度
ね ん ど

の取り組み
と  く  

  

 

 

ミニオープンカレッジ  

講座名：「サイエンスラボⅣ」  

 

平成３０年１０月２０日（土）～  
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講師  

東京学芸大学  自然科学系  分子化学分野  

教授  國仙  久雄  氏  

 

講座担当  

城田  和晃（都立矢口特別支援学校）  

竹井  卓也（都立八王子特別支援学校）  

佐藤  麗奈（練馬区立光が丘春の風小学校）  

松本  咲子（東京学芸大学）  

今枝  史雄（大阪教育大学）  

 

 

 

身
み

の回
まわ

りの様々
さまざま

なものに使
つか

われている  

プラスチックを科学
か が く

した「サイエンスラボ Ⅳ
ふぉー

」 

同
おな

じように見えるプラスチックでも、  

実験
じっけん

をするとその違
ちが

いが明
あき

らかに！  

 

 

 

 

 

あつかったプラスチック  ３つのじっけん  



- 11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実験
じっけん

結果
け っ か

を 表
ひょう

にまとめると！  
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この結果
け っ か

は  

「プラスチックの特徴
とくちょう

シート」になりました！  

このシートを使
つか

って…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果
け っ か

は  

このとおり！  

それぞれの部品
ぶ ひ ん

は  

何
なん

というプラスチ

ックかな？  
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２．ペットボトルに使
つか

われているプラスチックを特定
とくてい

した理由
り ゆ う

を答
こた

えましょう 。 

 

 

 

 

 

 

 硬
かた

さ 水
みず

に浮
う

く力
ちから

 
                 

アセトンによる反応
はんのう

 

ボトル  
   

キャップ  
   

ラベル  
   

鉛筆
えんぴつ

でこするとキズが         

鉛筆
えんぴつ

でこするとキズが         

鉛筆
えんぴつ

でこするとキズが         

水
みず

に入
い

れると          アセトンに入
い

れると         

水
みず

に入
い

れると          

理由
り ゆ う

 

                   

 

               から 

 

理由
り ゆ う

 

                   

 

               から 

 

水
みず

に入
い

れると          

理由
り ゆ う

 

                   

 

               から 

 

ボトル 

アセトンに入
い

れると         

キャップ 

アセトンに入
い

れると         

ラベル 

つかない

つく

つく しずむ

うく とけない

とける

とけないしずむ

それぞれの部品がどのプラスチックか
明らかにしましょう！

実験
じっけん

をして、 表
ひょう

にまとめましたね！  



- 14 - 

 

 

 

 

実験
じっけん

結果
け っ か

と特 徴
とくちょう

シートを見比べて・・・  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同
おな

じ実験
じっけん

結果
け っ か

に  

な っ た と こ ろ に

注目
ちゅうもく

！  

 
 
 
 

２．ペットボトルに使
つか

われているプラスチックを特定
とくてい

した理由
り ゆ う

を答
こた

えましょう 。 

 

 

 

 

 

 

 硬
かた

さ 水
みず

に浮
う

く力
ちから

 
                 

アセトンによる反応
はんのう

 

ボトル  
   

キャップ  
   

ラベル  
   

鉛筆
えんぴつ

でこするとキズが         

鉛筆
えんぴつ

でこするとキズが         

鉛筆
えんぴつ

でこするとキズが         

水
みず

に入
い

れると          アセトンに入
い

れると         

水
みず

に入
い

れると          

理由
り ゆ う

 

                   

 

               から 

 

理由
り ゆ う

 

                   

 

               から 

 

水
みず

に入
い

れると          

理由
り ゆ う

 

                   

 

               から 

 

ボトル 

アセトンに入
い

れると         

キャップ 

アセトンに入
い

れると         

ラベル 

つかない

つく

つく しずむ

うく とけない

とける

とけないしずむ

ペット
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 【ポイント１】  

同
おな

じように見
み

えるプラスチックも、特徴
とくちょう

が違
ちが

うこと  

  

 【ポイント２】  

実験
じっけん

をしたり、結果
け っ か

を見比
み く ら

べたりすることで、  

何
なん

というプラスチックが明
あき

らかにできること。  

講座
こ う ざ

で学
まな

んだこと  

ペット  

ポリプロピレン  

ポリスチレン  
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オープンカレッジ 東 京
とうきょう

 2018年度
ね ん ど

の取り組み
と  く  

  

 

 

 

 

 

 

講座名：「住まいを“選択するわざ”Ⅱ」  

 

平成３０年１２月２日（日）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師  

NPO 法人秋川流域生活支援ネットワーク理事長  

藤間  英之  氏  

東京都立青峰学園  主幹教諭  

大沼  健司  氏  

 

 

講座担当  

辻村  洋平（東京都立青峰学園）  

松本  咲子（東京学芸大学）  

今枝  史雄（大阪教育大学）  
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この講座
こ う ざ

では、日々
ひ び

の生活
せいかつ

の中
なか

で、自分
じ ぶ ん

に合
あ

った選択
せんたく

を 考
かんが

えるための「わ

ざ」を学
まな

びます。今年
こ と し

は将来
しょうらい

、実家
じ っ か

を出
で

て暮
く

らすことを想定
そうてい

した際
さい

の居住先
きょじゅうさき

、

グループホーム・通勤寮
つうきんりょう

・アパートについて知
し

り、どのような暮
く

らしをしたい

かを 考
かんが

えました。  

 

１．暮
く

らすとは～様々
さまざま

な暮
く

らしの場
ば

について～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住
す

まいを“選択
せんたく

するわざ”Ⅱ  
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○藤間
ふ じ ま

先生
せんせい

からの講義
こ う ぎ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ワーク１：暮
く

らしの場
ば

の選択
せんたく

  

 藤間
ふ じ ま

先生
せんせい

の講義
こ う ぎ

を受
う

けて、今
いま

の段階
だんかい

で希望
き ぼ う

する暮
く

らしの場
ば

を選択
せんたく

し、その後
あと

で大沼
おおぬま

先生
せんせい

からの講義
こ う ぎ

がありました。  
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○大沼
おおぬま

先生
せんせい

からの講義
こ う ぎ
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３．ワーク２：暮
く

らしの場
ば

の特徴
とくちょう

の整理
せ い り

 

大沼
おおぬま

先生
せんせい

の講義
こ う ぎ

を受
う

けて自身
じ し ん

が暮
く

らす際
さい

に大切
たいせつ

にしたいこと（要素
よ う そ

）を 考
かんが

え、付箋
ふ せ ん

に記入
きにゅう

しました。また、記入
きにゅう

をした自身
じ し ん

が大切
たいせつ

にしたいこと（要素
よ う そ

）

を班
はん

の中
なか

で発表
はっぴょう

しました。  

○ステップ１「要素
よ う そ

の 抽
ちゅう

出
しゅつ

(個人
こ じ ん

ワーク )」  
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○ステップ２「要素
よ う そ

の整理
せ い り

」 (個人
こ じ ん

・グループワーク )  

次
つぎ

の順番
じゅんばん

で、班
はん

の全員
ぜんいん

が「要素
よ う そ

整理
せ い り

・観点
かんてん

命名
めいめい

シート」に大切
たいせつ

にしたい事
こと

を

記入
きにゅう

した付箋
ふ せ ん

を全
すべ

て貼
は

りました。  

➀要素
よ う そ

を一
ひと

つ選択
せんたく

しよう（自由
じ ゆ う

）  

➁順番
じゅんばん

にシートに整理
せ い り

しよう（２ 周
しゅう

してみよう）  

➂２週目
しゅうめ

の後
あと

からのやり方
かた

は各班
かくはん

でスタッフと相談
そうだん

しよう  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ステップ３「観点
かんてん

の命名
めいめい

」 (個人
こ じ ん

・グループワーク )  
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・班
はん

の中
なか

で整理
せ い り

をした「大切
たいせつ

なこと（要素
よ う そ

）」をまとめた集
あつ

まりに自由
じ ゆ う

に名前
な ま え

(観点名
かんてんめい

)を付
つ

けました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．講師
こ う し

による講義
こ う ぎ

③（藤間
ふ じ ま

先生
せんせい

）とまとめ  

最後
さ い ご

に講師
こ う し

の藤間
ふ じ ま

先生
せんせい

から、それぞれの暮
く

らしの場
ば

の例
れい

を参考
さんこう

にして、条件
じょうけん

だけではなく、自身
じ し ん

の 収 入
しゅうにゅう

（お 給 料
きゅうりょう

や年金
ねんきん

）と支出
ししゅつ

（生活
せいかつ

でかかるお金
かね

）の

バランスを 考
かんが

えながら、自身
じ し ん

に合
あ

った居住先
きょじゅうさき

（住
す

む場所
ば し ょ

）を選
えら

ぶことの大切
たいせつ

さ、

福祉
ふ く し

サー ビ ス の 支援
し え ん

を受
う

け る こと で 自分
じ ぶ ん

が 希望
き ぼ う

する 暮
く

ら しが でき る こ とを

説明
せつめい

してもらいました。  
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３講座の検証からみるオープンカレッジ東京の目的  

 

 2018 年度はオープンカレッジ東京では３つの講座を開講した。少人数講座

として「サイエンスラボⅣ」、 40 名～ 50 名の受講生が参加する通常講座とし

て「ディスカバー WorldⅣ」「住まいを“選択するわざ”Ⅱ」を開講した。「サ

イエンスラボ」は理科、「ディスカバー World」は社会（地理）を題材として

おり、知的障害者の問題解決能力の形成を目的としている。また「住まいを“

選択するわざ”」は問題解決に関わる活動を経て、自分に合った選択肢を選択

する活動であり、より日常生活・社会生活に求められる実践的な学習内容であ

ると言える。  

オープンカレッジ東京の目的は「知的障害のある人々の成人期の学習保障」

は言うまでもないが、地域で生涯学習支援に取組む団体に貢献する「大学の地

域貢献」も含んでいる。それらは、オープンカレッジ東京が 2018 年度より「平

成 30 年度  学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業  

『障害者の多様な学習活動を総合的に支援するための実践研究』」に採択され

たことによって、より強められたように感じている。  

 ここからは、それぞれの講座の講義内容のまとめと検証を通して「どのよう

に知的障害者の学習保障を行ったか」また、一部の講座で取り組んでいる「講

座のパッケージ化」を基に、「どのように講座内容を地域に理解・啓発しよう

としているか」の２点を中心に論考していく。  
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ここからの目次と概要は以下のとおりである。  

 

Ⅰ．「ディスカバー World」の講座の展開  

  近年、「ディスカバー World」の講座展開は「対象物（食材）の定義」か

ら「問題解決（食材の特定）」までの流れを一貫して取り入れている。ま

た、使用教材についても「マトリックス表」「チャート」「ヒントカード」

と内容に差異はあるものの、共通した教材を使用している。よって、３講

座の中では最も「講座のパッケージ化」が進められている講座と言える。

近年の講座展開及び使用教材の紹介を行う。  

 

Ⅱ．「サイエンスラボⅣ」の講座の検証  

  「サイエンスラボ」は小学校及び中学校の理科学習指導要領を参考に講座

を作成している。これに加え、 2018 年度は「講座のパッケージ化」に向

け、少人数制による講座の実施を行った。講座内容のまとめと検証、並び

に「講座のパッケージ化」の検証を行う。  
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Ⅲ．「住まいを“選択するわざ”Ⅱ」の講座の検証  

  「サイエンスラボ」「ディスカバー World」以降の講座は例年、選択肢を

選択する活動を取り入れており、より日常生活・社会生活に合わせた内容

としている。 2018 年度は受講生の実態を踏まえ、 2017 年度に引き続き、

居住先の選択を題材とした。  

 

これら３講座の検証を踏まえ、オープンカレッジ東京 2018 の成果と今後の

課題を検討していくものとする。  

（文責  今枝  史雄）  
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Ⅰ．「ディスカバーWorld」の講座の展開  

 

はじめに  

  

近年、「ディスカバー World」の講座展開は「講義資料を基にした対象物（食

材）の定義」から「問題解決（学習したことを活用した食材の特定）」までの

流れを一貫して取り入れている。また、使用教材についても「マトリックス表」

「チャート」「ヒントカード」と内容に差異はあるものの、共通した教材を使

用している。  

  

本稿では以下の流れに沿って、  

  １．講座の目的  

社会科（地理）の目標と問題解決に関わる目標を紹介する。  

  ２．講座の展開  

対象物（食材）を定義するプロセス及び対象物（食材）を特定する  

プロセスを紹介する。  

  ３．主体的な活動を促す工夫  

    「ヒントカード」等の段階的支援の考え方を紹介する。  

  ４．講座活動案と使用教材  

    「麺」「主食」「パン」の講座活動案、教材集、模範解答を紹介する  

    併せて、例題教材（お茶）も紹介する。  

 

講座活動案と使用教材は「講座のパッケージ化」に関連し、すぐに使用でき

るものと言える。この章は、今後の講座作りやその考え方の参考になることが

期待される。  

 

１．講座の目的  

本講座は、「食文化や食物を通して地域の違いについて学ぶ」という地理の

学習の目的に加えて、「講義資料を整理・比較し、対象物を特定（定義）する」

及び「学んだことを活用して、具体物を特定する」を目的とし、食べ物を題材

として展開している。  

 

２．講座の展開  

①講師による講義  

 題材（食物）について、その原材料や特徴、気候・風土などの地理的背景や

食文化について学習する。  

②講義資料を整理・比較し、対象物を定義する  

 講師の講義を聞いて対象物を定義できるようになるためには、対象物につい

て十分な理解が必要である。そこで本講座では、「題材について説明できるよ
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うになる」ことを目標に、目標達成までの過程として図に示す【要素の抽出】

【要素の整理】【観点の命名】【定義】の 4 つの段階を設定して講義を展開し

た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要素の抽出】では、対象物についての情報（講義資料）から大事な要素を

抽出する。講師による講義資料では情報量が多いため、講義内容をまとめた「ま

とめシート」を提示し、そこからそれぞれの特徴を表す言葉（要素）を抽出し、

黄色い付箋に書いて「要素の抽出シート」に貼ってまとめる活動を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要素の整理】では、共通する要素を表（マトリックス）にまとめる。「要

素の抽出シート」から似ている要素（付箋）を「要素の整理と観点の命名マト

リックス」に並べる活動を行う。【観点の命名】では、マトリックスに整理し

た要素ごとに名前（観点）を考え、青い付箋に書いて表に貼る活動を行う。【定

義】では、観点を基に対象物を特定する。これらの段階を通して、対象物につ

いて十分な理解を深めることができると考えた。  

なお講座の中では、時間の都合上、【定義】の対象物は一つに限定している。 

まとめシート（例）  要素の抽出シート（例）  

講義の展開  
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③学んだことを活用して、具体物を特定する  

 上記の過程を通して対象物について得た知識を活用し、複数の具体物の中か

ら対象物を特定する活動では、【要素の抽出・整理】【特定】【振り返り】と

いう段階を設定して講義を展開した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【要素の抽出・整理】では、「チャート」を取り入れている。対象物について

の理解（定義）を基に、特定に必要な要素を選んで「チャート」を作成し、そ

れを活用して具体物を特定する活動を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マトリックス（例）  定義（例）  

チャート（例）  
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 【特定】【振り返り】では、複数の具体物の中から対象物を特定し、その理

由を説明する活動を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．主体的な活動を促す工夫  

 講座展開にあたっては、受講生が主体的に活動を進めることができるよう

「ヒントカード」を取り入れた。この「ヒントカード」は、【要素の抽出】や

【観点の命名】【定義】といった活動場面で、受講生が自分で言葉を選んだり、

並び変えたり、書いたりすることが困難だった場合に活用することができるよ

う、手掛かりとなるキーワードが書かれている。この「ヒントカード」の活用

によって、主体的な活動を促す段階的な支援を設定することができた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．講座活動案と使用教材  

 「麺」「主食」「パン」を題材とした講座について活動案と教材を以下に示

す。  

 最後に、【要素の抽出】および【要素の抽出・整理】の説明の際に活用でき

る例題を全講座の共通教材として添付する。  

ヒントカード（例）  

特定・振り返り（例） 

【要素の抽出】  
ヒントカード（例）  

【観点の命名】  
ヒントカード（例）  

【定義】  
ヒントカード（例）  

【自己説明】  
ヒントカード（例）  
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「ディスカバー World～世界の麺」  講座活動案  

 

１．題材名   「世界の主食～目指せ麺マイスター」  

２．目  的   (1)食文化や食物を通して地域の違い（気候や地理的条件の違

い、都市文化の伝播）について学ぶ。  

(2)講義資料を整理・比較し、対象物を特定（定義）する。  

(3)学んだことを活用して、具体物を特定する。  

３．題  材   麺：フォー・ビーフン・うどん   

４．講座時間  ３時間  

５．展  開（講座の流れ）  

時間  講座の流れ  参加者の活動  講師・スタッフの動き  配布物  

10 分  講師紹介  

導入  

・「麺」について学ぶこ

とを知る。  

・講師を紹介。  

・講座の流れを説明。  

 

10 分  講師による講

義①  

・世界の麺について知る。 ・原材料や製法について広

く伝える。  

資料は配布し

ない。  

20 分  講師による講

義②  

・日本（うどん）、アジ

ア（フォー）（ビーフ

ン）の麺について学ぶ。 

・講師から地理的特徴や原

材 料 、 特 徴 に つ い て 学

ぶ。  

・麺ごとに講義のまとめを

スライドに提示する（ま

とめシート）。  

 

10 分  目指せ麺マイ

スター！  

・達成に向けたプロセス

を知る。  

・プロセスを経て麺につい

て 説 明 で き る よ う に な

ることを示す。  

 

10 分  【 要 素 の 抽

出】  

学んだことか

ら大事なとこ

ろをぬきだそ

う  

・「まとめシート」から

大事なことを抜き出し

て「要素の抽出シート」

に貼る、という手順を

例題から理解する。  

・ 例 題 か ら 手 順 を 説 明 す

る。  

・付箋に抜き出したものを

「要素」と呼ぶことを確

認する。  

例題シート  

20 分  【 要 素 の 抽

出】  

学んだことか

ら大事なとこ

ろをぬきだそ

う  

・ A）うどん、B）フォー、

C）ビーフンの順に「要

素の抽出シート」にま

とめる。  

・全体で確認する。  

★要請に応じて、「ヒント

カード」を渡す。それで

も 難 し い と き は 支 援 す

る。  

・特徴を確認する。  

まとめシート

・要素の抽出

シート（黄付

箋 5 枚付き）

・ヒントカー

ド①  

10 分  【 要 素 の 整

理】似ている

ものをマトリ

・「要素の抽出シート」

にまとめた要素をマト

リックスに並べる。  

・手順を説明する。  

★ 必 要 に 応 じ て 黒 い ス リ

ッ ト を 活 用 し 「 同 じ か

麺定義シート

・黒スリット

（班で 2 個）  
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ックスに並べ

る  

・全体で確認する。  な」と確認する。  

15 分  【 観 点 の 命

名】似ている

ものの名前を

付ける  

・観点を付箋に書いて貼

る。  

・全体で確認する。  

★要請に応じて、「ヒント

カード」を渡す。  

青付箋 5 枚・

ヒントカード

②  

10 分  【定義】麺に

ついて説明す

る  

・フォーについて定義を

書く。  

・全体で確認する。  

★要請に応じて「ヒントカ

ード」を渡す。  

ヒントカード

③  

休憩 10 分  

15 分  めざせフォー

マイスター  

・具体物の中から「フォ

ー」を特定し理由を説

明することが目標であ

ると知る。  

・どれが「フォー」なのか

わ か ら な く な っ た と 説

明する。  

 

 【要素の抽出

・整理】  

定義に基づい

てチャートに

要素を整理す

る  

・例題をもとに、チャー

トの作り方・使い方を

知る。  

・例題チャートを配布し、

ス ラ イ ド の 説 明 に 合 わ

せ て 受 講 生 と 一 緒 に チ

ャートを作成する。  

例題シート  

15 分  【要素の抽出

・整理】  

定義に基づい

てチャートに

要素を整理す

る  

・チャートを作成する。  ・具体物（フォー・きしめ

ん・ビーフン・春雨）と

フ ォ ー 特 定 チ ャ ー ト を

配布する。  

★要請に応じて「ヒントカ

ード」を渡す。  

フォー特定チ

ャート・具体

物 4 種・お湯

・コップ  

10 分  【特定】  

【自己説明】  

特定した理由

を説明する  

・「フォー」を特定し、

理由を記入する。  

・全体で答えを確認する。 

★要請に応じて「ヒントカ

ード」を渡す。  

ヒントカード

④  

10 分  講師による講

義③  

 

・世界には他にもいろい

ろな麺があることを知

る。  

  

5 分  まとめ  ・講座のまとめをきく。   講師資料  

６．準備物  

フォー・きしめん・ビーフン・春雨、紙コップ、ポット  
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「ディスカバー World～世界の麺」  教材  

 

①まとめシート（ A4）  

 

 

 

 

 

 

 

 

②要素の抽出シート（ A4、黄色い付箋使用）  

 

 

 

 

 

 

 

 

③世界の麺定義シート（ A3、青い付箋使用）  

 マトリックス表作成時は、「定義」の部分は裏に折り込んでおく。  
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④麺特定チャート（ A３）  

 チャート作成時は、「特定」「振り返り」の部分は裏に折り込んでおく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑要素は黄色い付箋を貼り付ける。  

 ↑具体物は剥がせるように貼る。  

 ↑ A4 で用意する  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ヒントカード  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要素の抽出】  

ヒントカード①  

麺別に色をつけ  

３種作成（黄付箋）  

【観点の命名】  

ヒントカード②  

（青付箋）  

【定義】ヒントカード③  
貼り付けられるように作成  

【自己説明】ヒントカード④  
貼り付けられるように作成  
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「ディスカバー World～世界の麺」模範解答  

 

①要素の抽出シート  

 

 

 

 

 

 

 

②世界の麺定義シート  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③麺特定チャート  
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「ディスカバー World～世界の主食」  講座活動案  

 

１．題材名   「世界の主食～目指せ主食マイスター」  

２．目  的   (1)食文化や食物を通して地域の違い（気候や地理的条件の違

い、都市文化の伝播）について学ぶ。  

(2)講義資料を整理・比較し、対象物を特定（定義）する。  

(3)学んだことを活用して、具体物を特定する。  

３．題  材   主食：クスクス・トルティーヤ・ウガリ  

４．講座時間  ３時間  

５．展  開（講座の流れ）  

時間  講座の流れ  参加者の活動  講師・スタッフの動き  配布物  

10 分  講師紹介  

導入  

・「主食」について学ぶ

ことを知る。  

・講師を紹介。  

・講座の流れを説明。  

 

10 分  講師による講

義①  

・世界の主食について知

る。  

・三大主食とイモ、および

その加工品を扱う。  

資料は配布し

ない。  

20 分  講師による講

義②  

・北アフリカ（クスクス）、

メキシコ中央アメリカ

（トルティーヤ）、東

・中央アメリカ（ウガ

リ）の主食について学

ぶ。  

・講師から地理的特徴や原

材 料 、 特 徴 に つ い て 学

ぶ。  

・主食ごとに講義のまとめ

を ス ラ イ ド に 提 示 す る

（まとめシート）。  

 

10 分  目指せ主食マ

イスター！  

・達成に向けたプロセス

を知る。  

・プロセスを経て主食につ

い て 説 明 で き る よ う に

なることを示す。  

 

10 分  【 要 素 の 抽

出】  

学んだことか

ら大事なとこ

ろをぬきだそ

う  

・「まとめシート」から

大事なことを抜き出し

て「要素の抽出シート」

に貼る、という手順を

例題から理解する。  

・ 例 題 か ら 手 順 を 説 明 す

る。  

・付箋に抜き出したものを

「要素」と呼ぶことを確

認する。  

例題シート  

20 分  【 要 素 の 抽

出】  

学んだことか

ら大事なとこ

ろをぬきだそ

う  

・ A）クスクス、 B）トル

ティーヤ、C）ウガリの

順に「要素の抽出シー

ト」にまとめる。  

・全体で確認する。  

★要請に応じて、「ヒント

カード」を渡す。それで

も 難 し い と き は 支 援 す

る。  

・特徴を確認する。  

まとめシート

・要素の抽出

シート（黄付

箋 5 枚付き）

・ヒントカー

ド①  

10 分  【 要 素 の 整

理】似ている

ものをマトリ

・「要素の抽出シート」

にまとめた要素をマト

リックスに並べる。  

・手順を説明する。  

★ 必 要 に 応 じ て 黒 い ス リ

ッ ト を 活 用 し 「 同 じ か

主食定義シー

ト・黒スリッ

ト（班で 2 個） 
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ックスに並べ

る  

・全体で確認する。  な」と確認する。  

15 分  【 観 点 の 命

名】似ている

ものの名前を

付ける  

・観点を付箋に書いて貼

る。  

・全体で確認する。  

★要請に応じて、「ヒント

カード」を渡す。  

青付箋 5 枚・

ヒントカード

②  

10 分  【定義】主食

について説明

する  

・クスクスについて定義

を書く。  

・全体で確認する。  

★要請に応じて「ヒントカ

ード」を渡す。  

 

ヒントカード

③  

休憩 10 分  

15 分  めざせクスク

スマイスター  

・具体物の中から「クス

クス」を特定し理由を

説明することが目標で

あると知る。  

・どれが「クスクス」なの

か わ か ら な く な っ た と

説明する。  

 

 【要素の抽出

・整理】  

定義に基づい

てチャートに

要素を整理す

る。  

・例題をもとに、チャー

トの作り方・使い方を

知る。  

・例題チャートを配布し、

ス ラ イ ド の 説 明 に 合 わ

せ て 受 講 生 と 一 緒 に チ

ャートを作成する。  

例題シート  

15 分  【要素の抽出

・整理】  

定義に基づい

てチャートに

要素を整理す

る。  

・チャートを作成する。  ・具体物（クスクス・マカ

ロニ・きび・米）とクス

ク ス 特 定 チ ャ ー ト を 配

布する。  

 

クスクス特定

チャート・具

体物 4 種・お

湯・コップ・

スプーン  

10 分  【特定】  

【自己説明】  

特定した理由

を説明する  

・「クスクス」を特定し、

理由を記入する。  

・全体で答えを確認する。 

★要請に応じて「ヒントカ

ード」を渡す。  

ヒントカード

④  

10 分  講師による講

義③  

 

・世界には他にもいろい

ろな主食があることを

知る。  

  

5 分  まとめ  ・講座のまとめをきく。   講師資料  

６．準備物  

マカロニ・きび・米・クスクス、紙コップ、スプーン、ポット  
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「ディスカバー World～世界の主食」  教材  

 

①まとめシート（ A4）  

 

 

 

 

 

 

 

 

②要素の抽出シート（ A4、黄色い付箋使用）  

 

 

 

 

 

 

 

 

③世界の主食定義シート（ A3、青い付箋使用）  

 マトリックス表作成時は、「定義」の部分は裏に折り込んでおく。  
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④クスクス特定チャート（ A３）  

 チャート作成時は、「特定」「振り返り」の部分は裏に折り込んでおく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑要素は黄色い付箋を貼り付ける。  

 ↑具体物は剥がせるように貼る。  

 ↑ A4 で用意する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ヒントカード  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要素の抽出】  

ヒントカード①  

主食別に色をつけ  

３種作成（黄付箋）  

【観点の命名】  

ヒントカード②  

（青付箋）  

【定義】ヒントカード③  
貼り付けられるように作成  

【自己説明】ヒントカード④  
貼り付けられるように作成  
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「ディスカバー World～世界の主食」模範解答  

 

①要素の抽出シート  

 

 

 

 

 

 

 

②世界の主食定義シート  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③主食特定チャート  
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「ディスカバー World～世界のパン」  講座活動案  

 

１．題材名   「世界の主食～目指せパンマイスター」  

２．目  的   (1)食文化や食物を通して地域の違い（気候や地理的条件の違

い、都市文化の伝播）について学ぶ。  

(2)講義資料を整理・比較し、対象物を特定（定義）する。  

(3)学んだことを活用して、具体物を特定する。  

３．題  材   主食：ライ麦パン・フランスパン・トルティーヤ  

４．講座時間  ３時間  

５．展  開（講座の流れ）  

時間  講座の流れ  参加者の活動  講師・スタッフの動き  配布物  

10 分  講師紹介  

導入  

・「主食」について学ぶ

ことを知る。  

・講師を紹介。  

・講座の流れを説明。  

 

10 分  講師による講

義①  

・世界のパンについて知

る。  

・原材料の多様性や地域性

・種類を説明する。  

資料は配布し

ない。  

20 分  講師による講

義②  

・ドイツ（ライ麦パン）、

フランス（フランスパ

ン）、メキシコ（トル

ティーヤ）のパンにつ

いて学ぶ。  

・講師から地理的特徴や原

材 料 、 特 徴 に つ い て 学

ぶ。  

・パンごとに講義のまとめ

を ス ラ イ ド に 提 示 す る

（まとめシート）。  

 

10 分  目指せパンマ

イスター！  

・達成に向けたプロセス

を知る。  

・プロセスを経てパンにつ

い て 説 明 で き る よ う に

なることを示す。  

 

10 分  【 要 素 の 抽

出】  

学んだことか

ら大事なとこ

ろをぬきだそ

う  

・「まとめシート」から

大事なことを抜き出し

て「要素の抽出シート」

に貼る、という手順を

例題から理解する。  

・ 例 題 か ら 手 順 を 説 明 す

る。  

・付箋に抜き出したものを

「要素」と呼ぶことを確

認する。  

例題シート  

20 分  【 要 素 の 抽

出】  

学んだことか

ら大事なとこ

ろをぬきだそ

う  

・ A）ライ麦パン、 B） ト

ルティーヤ、C）フラン

スパン の順に「要素の

抽出シート」にまとめ。 

・全体で確認する。  

★要請に応じて、「ヒント

カード」を渡す。それで

も 難 し い と き は 支 援 す

る。  

・特徴を確認する。  

まとめシート

・要素の抽出

シート（黄付

箋 5 枚付き）

・ヒントカー

ド①  

10 分  【 要 素 の 整

理】似ている

ものをマトリ

・「要素の抽出シート」

にまとめた要素をマト

リックスに並べる。  

・手順を説明する。  

★ 必 要 に 応 じ て 黒 い ス リ

ッ ト を 活 用 し 「 同 じ か

パン定義シー

ト・黒スリッ

ト（班で 2 個） 
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ックスに並べ

る  

・全体で確認する  な」と確認する。  

15 分  【 観 点 の 命

名】似ている

ものの名前を

付ける  

・観点を付箋に書いて貼

る。  

・全体で確認する。  

★要請に応じて、「ヒント

カード」を渡す。  

青付箋 5 枚・

ヒントカード

②  

10 分  【定義】パン

について説明

する  

・ライ麦パンについて定

義を書く。  

・全体で確認する。  

★要請に応じて「ヒントカ

ード」を渡す。  

 

ヒントカード

③  

休憩 10 分  

15 分  めざせドイツ

パンマイスタ

ー  

・具体物の中から「ライ

麦パン」を特定し理由

を 説 明 す る こ と を 知

る。  

・どれが「ライ麦パン」な

の か わ か ら な く な っ た

と説明する。  

 

 【要素の抽出

・整理】  

定義に基づい

てチャートに

要素を整理す

る  

・例題をもとに、チャー

トの作り方・使い方を

知る。  

・例題チャートを配布し、

ス ラ イ ド の 説 明 に 合 わ

せ て 受 講 生 と 一 緒 に チ

ャートを作成する。  

例題シート  

15 分  【要素の抽出

・整理】  

定義に基づい

てチャートに

要素を整理す

る  

・チャートを作成する。  ・具体物（ライ麦パン・シ

ードブラウンパン・スポ

ンジ・ココアクレープ）

と ラ イ 麦 パ ン 特 定 チ ャ

ートを配布する。  

ライ麦パン特

定チャート・

具体物 4 種  

10 分  【特定】  

【自己説明】  

特定した理由

を説明する  

・「ライ麦パン」を特定

し、理由を記入する。  

・全体で答えを確認する。 

★要請に応じて「ヒントカ

ード」を渡す。  

ヒントカード

④  

10 分  講師による講

義③  

・パンの多様性について

知る。  

  

5 分  まとめ  ・講座のまとめをきく。   講師資料  

６．準備物  

ライ麦パン・シードブラウンパン・スポンジ・ココアクレープ  
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「ディスカバー World～世界のパン」  教材  

  

①まとめシート（ A4）  

 

 

 

 

 

 

 

 

②要素の抽出シート（ A4、黄色い付箋使用）  

 

 

 

 

 

 

 

 

③世界のパン定義シート（ A3、青い付箋使用）  

 マトリックス表作成時は、「定義」の部分は裏に折り込んでおく。  
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④ライ麦パン特定チャート（ A３）  

 チャート作成時は、「特定」「振り返り」の部分は裏に折り込んでおく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑要素は黄色い付箋を貼り付ける。  

 ↑具体物は剥がせるように貼る。  

 ↑ A4 で用意する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ヒントカード  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要素の抽出】  

ヒントカード①  

パン別に色をつけ  

３種作成（黄付箋）  

【観点の命名】  

ヒントカード②  

（青付箋）  

【定義】ヒントカード③  
貼り付けられるように作成  

【自己説明】ヒントカード④  
貼り付けられるように作成  
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「ディスカバー World～世界のパン」模範解答  

 

①要素の抽出シート  

 

 

 

 

 

 

 

②世界のパン定義シート  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③パン特定チャート  
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「ディスカバー World」【要素の抽出】例題用教材  

  

【要素の抽出】の方法を、例題を通して学習する。  

 

①「まとめシート」から特徴を表すもの（要素）を抜き出す（〇でかこむ）。 

②抜き出したものを付箋に記入し、「要素の抽出シート」に貼る  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

？  
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「ディスカバー World」【要素の抽出・整理】例題用教材  

  

【要素の抽出・整理】において、チャートの作成・活用方法を、例題を通して

学習する。  

 

①特定に必要な観点・要素を選ぶ。  

②チャートに当てはめて対象物を特定する。  
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Ⅱ．「サイエンスラボⅣ」の講座の検証  

 

はじめに  

 

今年度も科学実験を通して、対象物を特定することを目的とする「サイエン

スラボ」を開講した。これまでの「物の溶け方」「水溶液の性質」「物の燃え

方」に引き続き、今年度は「ペットボトルとプラスチック」が題材であった。

本講座は成人期を迎えた知的障害のある受講生が「理科を学んだことがない」

「実験をしてみたい」「学校で理科を教えてもらったが、ほとんどわからなか

ったので、今リベンジしたい」という要望に応えるため、開始した経緯がある。 

本講座では大きく３点大切にしていることがある。  

 

➀小学校・中学校の理科学習指導要領を参考にしていること  

本講座は、小学校・中学校理科学習指導要領の内容に準拠している点が特徴

的であると言える。「物の溶け方」は小学校第５学年、「水溶液の性質」「物

の燃え方」は小学校第６学年、「ペットボトルとプラスチック」は中学校理科

「物質の性質」を参考としている。また、全て化学分野の題材であり、系統的

に指導内容を位置づけることで、「本題材を実施するにはどのような知識が必

要か」「本題材の後は、どのような題材を取り上げることが適切か」が明確に

なった。  

 

➁学齢期の育成すべき資質・能力に合わせた目標を設定すること  

 次期学習指導要領（ 2020 年度より順次、全面実施）では、各教科で育成す

べき資質・能力の３要素「個別の知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」

「学びに向かう力・人間性等」に合わせて目標が設定されるようになった。こ

れまでの特別支援学校学習指導要領（ 2008 年公示）では、中学部及び高等部

理科のみ「科学的な見方・考え方」という文言で、「思考力・判断力・表現力」

に関わる目標が挙げられていた。しかしながら、理科において知的障害特別支

援学校での実施率は低い状況であることが明らかとなっている（ 2018 年調査

によれば、中学部で 16.3％、高等部 33.4％）。そのため、「思考力・判断力

・表現力」に関わる目標の立案や学習内容はほとんど蓄積がないものと言える。

このような現状を受け、次期学習指導要領に先駆け、本講座では「育成すべき

資質・能力」に合わせた目標を設定し、講座を展開している。よって、本講座

は成人期の学習支援の取組ではあるものの、取組を蓄積することによって、い

ずれ学齢期に向けた発信を行うことをひとつの目的としている。  

 

➂成人期で必要な「科学的な考え方・見方」の探求  

 ある受講生から「まぜるな危険ってどういう意味ですか？何と何をまぜると
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危険なんですか？」と聞かれたことがある。また、洗濯機に洗剤を入れすぎて、

泡だらけにしてしまった事例も聞いたことがある。前者は「水溶液の性質」の

学習内容に関連し、後者は「物の溶け方」の学習内容に関連がある。日常生活

にはこうした「理科」に関わる事象があふれている。学齢期で取り組まれる「理

科」はこうした日常生活、また成人期の生活を見越して「どのような内容に取

り組むか」を考慮しなければならないと考えている。それが「育成すべき資質

・能力」の「すべき」なのだろうと考える。では、成人期の生活に必要な「理

科」、さらに言えば「科学的な考え方・見方」とは何なのか、知的障害のある

受講生から今後も追及していく必要があると言える。  

 

2018 年度よりオープンカレッジ東京の取組が「平成３０年度  学校卒業後

における障害者の学びの支援に関する実践研究事業  『障害者の多様な学習活

動を総合的に支援するための実践研究』」に採択されたため、サイエンスラボ

では上記の３点に加え、講座での取組をいかに地域で成人期知的障害者の生涯

学習支援に取組む団体等に活用してもらうか、いわゆる講座のパッケージ化を

視野に入れ、検討するものとした。  

講座のパッケージ化のアプローチとしては以下の３点がある。  

 

➀少人数制による講座の実施  

 オープンカレッジ東京では講座１回に対して、 40 名～ 50 名の知的障害のあ

る受講生が参加し、スタッフ 20～ 30 名程度で運営がなされている。このよう

な規模の取組は全国的に見ても極めて珍しいと言える。今年度のサイエンスラ

ボでは、オープンカレッジ東京では初めての試みである、講座１回に対して、

６～８名の受講生が参加する「少人数制」による講座展開を導入した。地域の

生涯学習センター等で取組む際を想定した導入とも言える。また、少人数制の

利点を生かし、発達段階別にグループ編成を行うことにより、「学び方の違い」

を意識した講座展開を想定することとした。  

 

➁講座作成者と講座実施者の区別  

 講座担当者は４名配置したものの、講座の作成は担当者４名のうち、２名が

中心になって取組んだ。講座実施者は講座担当者４名全員とし、「作成者以外

の者が講座を実施する」という状況を意図的に設定した。パッケージ化された

内容が地域で取組まれる際、必ずしも作成者と実施者が同一でないことが考え

られるため、このような状況を設定した。  

 

 

➂講座実施者と支援スタッフへの引継ぎ  

 さらに、講座運営には講座実施者のみならず、支援スタッフが数名存在する。

そうした支援スタッフへの講座内容の引継ぎを円滑に進めるため、本講座では
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「 ICT の導入」と「受講生への支援方法の統一」を行った。これらを通して、

支援スタッフが短時間で講座内容を理解し、受講生への支援方法を統一できる

か、検証するものとした。  

 

以上の３点を踏まえ、「サイエンスラボⅣ」の講座検証は以下の通り行うも

のとする。  

 

１．まとめと検証  

  受講生の達成度等から講座展開を振り返る。併せて、発達段階別にみる「学

び方の違い」の検証も行う。ここではサイエンスラボが大切にしてきた３

つの視点「➀指導要領に準拠していること」「➁育成すべき資質・能力に

合わせた目標設定」「成人期に必要な『科学的な見方・考え方』の追求」、

並びにパッケージ化に関して、「➀少人数制による講座の実施」に焦点を

あてている。  

 

２．講座のパッケージ化  

  さらに２つのセッションに分かれる  

１）講座に ICT を導入した意義  

２）パッケージ化に向けた検証  

 以上の２セッションを通して、パッケージ化に向けた「➁講座作成者と講

座実施者の区別」「➂講座実施者と支援スタッフの引継ぎ」について焦点を

あてている。  

 

これらを通して、サイエンスラボ講座の講座展開、並びに講座のパッケー

ジ化に向けた検証を行うものとする。  

（文責  今枝  史雄）  
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１．講座のまとめと検証  

ここでは講座活動案とそれに基づく講座の展開、受講生の達成度を紹介する

ものとする。  

 

（１）講座活動案  

１）題材名  「ペットボトルとプラスチック」  

（中学校  理科「物質の性質（すがた）」より）  

２）目  的   

➀実験を通して、対象物（各プラスチック素材）の特徴を明らかにする。【知・技】  

➁既習事項と比較して、対象物（各プラスチック素材）を特定する。【思・判・表】  

➂既習事項を通して、新たな課題を解決しようとする。【学向力・人間性】 

３）日  時  平成 30 年 10 月 20（土）～  ２時間のパッケージ  

４）講  師  東京学芸大学  國仙  久雄  教授  

５）場  所  東京学芸大学  小金井キャンパス  教育実践研究支援センター  

６）キーワード  科学的思考  実験  比較  分類  

７）展  開（講座の流れ）  

時間  講座の流

れ  

参加者の活動  講師・スタッフの

動き  

準備物  

 事前準備    
30 分前  受付開始 受付をする 講座実施者・支援ス

タッフ：最終打ち合
わせ 

 

00:00 講師紹介 
導入 
 

 
昨年度の学びの確認と今年
度の題材を知る。 

・講座実施者が講師
を紹介する。 
・スライドや写真を
用いて昨年度まで
の学びを振り返る。 

 

00:10 【講義１】 
「プラスチッ
クとは」 

1．プラスチックとは 
2．生活場面で関わり 

あるプラスチック 
3．プラスチックの調べ方 
 ①傷の付き具体（えんぴ

つ） 
 ②比重の違い（浮き沈み） 
 ③アセトンによる反応 

  

00:20 【実験１】 
学習したこと
を確かめよう 
 
 
 
＜目的（1）＞ 

1．①ペット、②ポリスチレ
ン、③ポリプロピレンにつ
いて上記の実験を通して、
それぞれのプラスチック
の特徴をまとめる。 

 
 
 
2．実験結果をワークシート

に記録する。 
【評価表：えんぴつ・比重・

アセトン実験】 
 
 
【えんぴつ実験】 
〇４H の鉛筆でプラスチック

を５回こする。 
〇手で触って確認する。 
【比重実験】 

1.実験 の流 れ（動
画）、実験のポイ
ント（静止画）を
ス ラ イ ド に て 説
明する。 

1.実験 の手 順表を
活用し、受講生の
実験を支援する。 

 
2．実験後すぐに記

録 で き る よ う に
支援する。３ H～
５H の鉛筆を使っ
ても良いが、その
後、マジックでな
ぞりなおす。 

 
【えんぴつ実験】 
〇４H の鉛筆でうま

ワークシート１ 
（折ったもの） 
 
各プラスチック素
材 
【えんぴつ実験】 
鉛筆（３H～５H） 
【比重実験】 
透明コップ 
水 
キッチンペーパー 
雑巾 
割り箸 
【アセトン実験】 
ビーカー 
ピンセット 
アセトン 
キッチンペーパー 
雑巾 
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＊１個ずつ行う 
〇全てのプラスチックを底

につけて、手を放す 
〇浮いているか、沈んでいる

か確認する。 
【アセトン実験】 
＊１個ずつ行う 
〇アセトンに 30 秒つける 
〇ピンセットで取り出し、黒

シートの上に乗せて、確認
する 

くいかない場合、
３H、５H と調整を
行う。 

 
【比重実験】 
〇全て のプ ラスチ

ッ ク が 底 に つ い
た時点から、浮く
か、浮かないか判
断 す る よ う に す
る。 

 
 
【アセトン実験】 
〇 30 秒以上つけな

いよう注意する。 
〇ビニ ール テープ

が 溶 け る 場 合 が
ある。プラスチッ
ク と 違 う こ と に
注意する。 

 

黒シート 
 
＊プラスチック素
材等は実験ごと
に捨てる 
ゴミ箱を机の中
央に配置する。 

 プラスチック
の特徴シート
の完成 
 
問題の提示 
 
 
 
 

1．実験した結果の答え合わ
せを行い、「プラスチック
の特徴シート」を完成させ
る。 

 
２.３種のプラスチック素材

のうち、３観点で唯一違う
要素をまとめる。 

【評価表：プラスチックの特
徴】 

1．ワークシートを
ス ラ イ ド に て 示
し、順を追って、
解答を説明する。 

 
２ .ワークシート１

を開ける 
記述できない場
合はスリットを
使用する 
 

〇ワー クシ ート１
を回収する。 

 

00:45 【課題の提示】 
「ペットボト
ルに使われて
いるプラスチ
ックを特定し
よう」 
 

課題である「ペットボトルに
使われているプラスチック
を明らかにすること」が分か
る。 

  

00:50 【実験２】 
ペットボトル
に使われてい
るプラスチッ
クの特徴 
 
 
＜目的（2）＞ 

1．ペットボトル各部（①本
体、②キャップ、③ラベル）
について実験を行い、特徴
を明らかにする。 

【評価表：えんぴつ・比重・
アセトン実験】 

2．実験結果を表に整理する。 
【評価表：表の整理】 
 
【えんぴつ実験】 
〇４H の鉛筆でそれぞれを５

回こする。 
〇手で触って確認する 
＊キャップのみ、見本シート

と比較する。 
【比重実験】 
＊１個ずつ行う 
〇全てのプラスチックを底

につけて、手を放す 
〇浮いているか、沈んでいる

か確認する。 
【アセトン実験】 
＊１個ずつ行う 
〇アセトンに 30 秒つける 
〇ピンセットで取り出し、確

認する 
 ＊ラベルは取り出さない 
 
 

1．実験 1 で実験方
法 は 学 習 し て い
るので、学習の成
果 を 発 揮 で き る
ように支援する。 

 
 
2．スリット等を必

要に応じて用い 
 
 
【えんぴつ実験】 
〇キャ ップ を鉛筆

でこするときは、
端 か ら 端 ま で こ
するようにする。 

 
【比重実験】 
〇全て の対 象物を

底につけて、手を
放すようにする 

 
 
 
【アセトン実験】 
〇ラベ ルは 取り出

さ な い よ う に す
る 

＊時間 はキ ッチン

ワークシート２ 
 
ボトル（一部）・キ
ャップ・ラベル（一
部） 
【えんぴつ実験】 
鉛筆（３H～５H） 
見本シート（キャッ
プ） 
【比重実験】 
透明コップ 
水 
割り箸 
【アセトン実験】 
ビーカー 
ピンセット 
アセトン 
キッチンペーパー 
雑巾 
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 タ イ マ ー を 使 用
する。時間のセッ
テ ィ ン グ は 支 援
スタッフが行う。 

 
 
〇アセ トン は色が

つくため、一度捨
てる。 

 ペットボトル
に使われてい
るプラスチッ
クの特定 
 
自己説明 

1．実験結果（ワークシート
２）と特徴シート（ワーク
シート 1）を照合し、特定
を行う。 

【評価表：特定】 
2．特定に至った理由を記述

する。 
【評価表：自己説明】 

1．特定が困難な受
講 生 に 対 し て
は、ヒントカー
ドを用いる。 

 
 
2．表中の言葉を用

いて、説明するよ
う に 必 要 に 応 じ
て支援する。 

ワークシート１ 
（本人に返す） 
黒スリット 
 
 
 
 
 

 解説 解説を聞き、解答の確認や振
り返りをする。 

スライ ドで はアニ
メ ー シ ョ ン を 活
用し、プロセスを
明示する。 

 
＊ワー クシ ート１

・２を回収する 

 

01:20 【講義２】 
実験 2 の講評 
 

 
実験の講評を聞く 
 

  

01:25 【実験３】 
CD ケースに使
われているプ
ラスチックを
明らかにする
実験 
＜目的（3）＞ 

1．CD ケースの実験を行う。 
【評価表：実験】 
2．特定し、説明を行う。 
【評価表：特定】 
【評価表：説明】 
 
【えんぴつ実験】 
〇４H の鉛筆で５回こする。 
〇手で触って確認する。 
【比重実験】 
＊１個ずつ行う 
〇底につけて、手を放す 
〇浮いているか、沈んでいる

か確認する。 
【アセトン実験】 
＊１個ずつ行う 
〇アセトンに 30 秒つける 
〇ピンセットで取り出し、黒

シートの上に乗せて、確認
する 

1．CD ケースの実験
を支援する。 
2.〇ワ ーク シート

１を渡す。 
〇ワークシート 3

と 1 の照合に
つい て必 要に
応じ て支 援す
る。 

〇自己説明は全
ての観点を書い
て良いとする 

 
 
上記の 方法 に準拠

する。 

ワークシート３ 
 
CDケース（一部） 
【えんぴつ実験】 
鉛筆（３H～５H） 
【比重実験】 
透明コップ 
水 
割り箸 
【アセトン実験】 
ビーカー 
ピンセット 
アセトン 
キッチンペーパー 
雑巾 
黒シート 
 
 
ワークシート 1 
（本人に返す） 

 解説 解説を聞く   

01:45 【講義３】 
素材と比重 

比重の違いと生活場面での
応用 

真水と 海水 との浮
力の違 いな ど身近
な題材 を取 り扱う
ようにする。 

 

01:55 事務連絡 第 3 回講座の告知   

02:00 講座終了    
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（２）講座の展開  

 

１）はじめに  

本講座は中学校の理科の内容である「物質の性質（すがた）」を参考にし、 

 

➀実験を通して、対象物(各プラスチック素材)の特徴を明らかにする。【知・技】 

➁既習事項と比較して、対象物(各プラスチック素材)を特定する。【思・判・表】 

➂既習事項を通して、新たな課題を解決しようとする。【学向力・人間性】  

 

の３点をねらいに展開した。上記のねらいは、新学習指導要領を踏まえた目標

設定である。  

はじめに「(1)実験を通して、対象物（各プラスチック素材）の特徴を明らかにす

る。【知・技】」という目標に対しては、３種類のプラスチック（ポリエチレン

テレフタレート（ PET）、ポリスチレン、ポリプロピレン）の性質について、

３種類の実験（①鉛筆で擦って強度を確認する実験②水に入れて比重を確認す

る実験③アセトンに入れて反応を確認する実験）を通して明らかにし、プラス

チックの特徴を整理する展開を用意した。  

次に、「 (2)既習事項と比較して、対象物（各プラスチック素材）を特定する。【思

・判・表】」という目標に対しては、ペットボトルの各部（ボトル本体、キャ

ップ、ラベル）に使用されているプラスチックを明らかにするという課題を課

し目標に迫ることとした。３種類のプラスチックに対して行った実験結果を踏

まえて、ペットボトル各部に使用されているプラスチックを特定する展開であ

る。  

最後に、「 (3)既習事項を通して、新たな課題を解決しようとする。【学向力・

人間性】」という目標に対しては、「 CD ケースに使用されているプラスチック

は何か」という課題を課し、目標に迫ることとした。受講生への支援は極力行

わず、これまでの既習事項を通して課題を解決することができるか評価を行う

ことで、目標を達成できていたか否かを評価した。  

以上、目標を踏まえつつ本講座の構造や展開について説明を行った。新学習

指導要領を踏まえた講座展開としたことは今後の教科教育の授業づくりにお

いても示唆を与えてくれることと考える。  
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２）講座の様子  

 

講義１  「プラスチックとは」  

講義１では、「プラスチックとは」「生活場面で関わりのあるプラスチック」

「プラスチックの調べ方  （強度に関する実験、比重に関する実験、アセトン

による反応実験）」の３点に関して講義を行った。  

 

 

 

 

 

 

 

 

展開１  実験１｢学習したことを確かめよう｣ 

実験１では、３種類のプラスチック（ポリスチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、

ポリスチレン、ポリプロピレン）の材質名を受講生に明らかにした上で、プラ

スチックの性質を理解するための実験を行った。「強度に関する実験」「比重

に関する実験」「アセトンによる反応に関する実験」の３実験を実施した。実

際に実験を行い、体験することで深い学びにつなげることがねらいであった。

この段階では実験方法の理解についてもねらいとしたため、一人ずつ実験する

ことができるように配慮した。なお、実験結果についてはワークシート１（右

図）に記入した。ワークシート１はプラスチックの性質を表にまとめることが

できるものであり、対象物の「特徴シート」として位置づけられる。今後の展

開で計画されている課題解決のツールとしての役割を果たすものである。  

また、最後に「特徴づけ」を行った。特徴づけとは、同一実験における結果

の 差 異 点 か ら 対 象 物 に つ い て 特

徴を明らかにする活動である。特

徴づけは実験を全て終了し、記録

を行った後、テスト形式で行った

（ワークシート１下段参照）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシート１  
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＜プラスチックの特徴を明らかにする３つの実験方法について＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実験①「強度に関する実験」    実験②「比重に関する実験」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実験③「アセトンによる反応に関する実験」  

 

 

展開２  課題の提示｢ペットボトルに使われているプラスチックは何？｣ 

展開２では、ペットボトルに使われているプラスチックは何かという課題の

提示を行った。ペットボトルは「ボトル

本体」「キャップ」「ラベル」の各部に

大別することができる。その各部のプラ

スチック材がそれぞれ何という材質名

かを問う課題である。最も身近なプラス

チックといって良いであろうペットボ

トルを用いることで受講生が興味や関

心をもって課題に取り組むことができ

るよう配慮した。  
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展開３  実験２｢ペットボトル各部のプラスチックを明らかにする｣ 

 展開３では、課題の提示を受け、実験１で学習した既習事項を活用し、ペッ

トボトル各部のプラスチックを特定するための実験を行った。実験結果につい

ては、ワークシート２に記入することとした。実験１（ワークシート１）の結

果と実験２（ワークシート２）で得られた結果を比較し、正答を導く過程を経

る。  

ワークシート２  

 

ワークシート２（続き）  

 

「ペットボトルのプラスチックは何
なに

か？」 名前
な ま え

              

 

１．実験
じっけん

の結果
け っ か

から、ペットボトルに使
つか

われているプラスチックを明
あき

らかにしよう。 

 硬
かた

さ 水
みず

に浮
う

く力
ちから

 
                 

アセトンによる反応
はんのう

 

ボ
ト
ル 

 
 

 

キ
ャ
ッ
プ 

 
 

 

ラ
ベ
ル 

 
 

 

とける 

 

とけない 

とける 

 

とけない 

水
みず

に 

入
い

れると 

浮
う

く 

 

沈
しず

む 

鉛筆
えんぴつ

で 

こすると 

キズがつく 

 

キズがつかない 

アセトンに 

入
い

れると 

とける 

 

とけない 

鉛筆
えんぴつ

で 

こすると 

キズがつく 

 

キズがつかない 

水
みず

に 

入
い

れると 

浮
う

く 

 

沈
しず

む 

アセトンに 

入
い

れると 

鉛筆
えんぴつ

で 

こすると 

キズがつく 

 

キズがつかない 

水
みず

に 

入
い

れると 

浮
う

く 

 

沈
しず

む 

アセトンに 

入
い

れると 

ワークシート２ 

 
 
 
 

２．ペットボトルに使
つか

われているプラスチックを特定
とくてい

した理由
り ゆ う

を答
こた

えましょう 。 

 

 

 

 

 

 

 硬
かた

さ 水
みず

に浮
う

く力
ちから

 
                 

アセトンによる反応
はんのう

 

ボトル  
   

キャップ  
   

ラベル  
   

鉛筆
えんぴつ

でこするとキズが         

鉛筆
えんぴつ

でこするとキズが         

鉛筆
えんぴつ

でこするとキズが         

水
みず

に入
い

れると          アセトンに入
い

れると         

水
みず

に入
い

れると          

理由
り ゆ う

 

                   

 

               から 

 

理由
り ゆ う

 

                   

 

               から 

 

水
みず

に入
い

れると          

理由
り ゆ う

 

                   

 

               から 

 

ボトル 

アセトンに入
い

れると         

キャップ 

アセトンに入
い

れると         

ラベル 
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展開４  実験３  ｢CD ケースに使われているプラスチックの正体を明らかに  

する｣ 

 実験３は、これまでの学習の般化・応用の場として設定した。 CD ケースに

使われているプラスチックの材質名を特定するという課題を通して、実験１で

作成したワークシートと実験２で学んだ特定に至るプロセスを生かすことが

できているか評価することがねらいであった。実験結果については、ワークシ

ート３に記入することとした。  

ワークシート３  

 

３）講座における受講生の理解度評価  

 本講座においては、受講生の理解度に関する評価を３回実施した。以下に結

果を記載していく。  

 

➀実験１｢学習したことを確かめよう｣ 

 実験１では、３種類のプラスチ

ック（ポリスチレンテレフタレー

ト（ＰＥＴ）、ポリスチレン、ポ

リプロピレン）の正体を受講生に

明らかにした上で、プラスチック

の 特 徴 を 理 解 す る た め の実 験 を

行った。プラスチックの特徴を理

解するための実験とは、「強度に

関する実験」「比重に関する実験」

「アセトンの反応による実験」で

あるが、それぞれの理解度につい

て、図１に示す。また、右の図に

身近
み ぢ か

にあるプラスチックの性質
せいしつ

を知
し

ろう   名前
な ま え

                 

１．身近
み ぢ か

にあるプラスチックの性質
せいしつ

を知
し

ろう。 

 硬
かた

さ 水
みず

に浮
う

く力
ちから

 
                 

アセトンによる反応
はんのう

 

C
D

ケ
ー
ス 

 
 

 

 

２．CDケースは何
なん

という種類
しゅるい

のプラスチックが使
つか

われているでしょうか。 
 

 

 

 

 

 

鉛筆
えんぴつ

で 

こすると 

キズがつく 

 

キズがつかない 

水
みず

に 

入
い

れると 

浮
う

く 

 

沈
しず

む 

アセトンに 

入
い

れると 

とける 

 

とけない 

ワークシート３ 

CDケースに使
つか

われているプラスチックは、                           

理由
り ゆ う

は： 

                                                     から 
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示したが、各プラスチックは実験ごとに特徴づけを行うことができるため、設

問を設け、評価を行った。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  実験の達成状況と特徴づけ  

 

図１より、「強度に関する実験」の達成率は 74.4％、「比重に関する実験」

は 92.3％、「アセトンによる反応実験」 82.1％という結果であった。「強度

に関する実験」の達成率が最も低くなった要因としては、目視や触覚など個々

の感覚に左右されたことが影響していると考えられる。一方で、水の中にプラ

スチック材を入れて浮く力を確認する「比重に関する実験」は、目で見て明確

に判断することができるため、最も高い達成率であったことが考えられる。ま

た、「アセトンによる反応実験」に関しても、透明であったプラスチックの表

面が溶け、白く変色するため 8 割以上の達成率を得ることができたことが考え

られる。  

最後に、「特徴づけ」であるが、その達成率は 84.6％であった。対象物３

種×実験結果３種の表の見方に困難さを示す受講生がいた一方、実験結果が示

されている縦系列の表の見方を理解した受講生は設問に答えることができた。 

 

➁実験２｢ペットボトル各部のプラスチックを明らかにする｣ 

 実験２では、実験１で学習した既習事項を活用し、ペットボトルの各部（ボ

トル本体、キャップ、ラベル）を特定するための実験および活動を行った。結

果を図２、３に示す。  

 図２より、実験１で経験した「強度に関する実験」「比重に関する実験」「ア

セトンの反応による実験」に関してはその達成率が 9 割を超え、既習事項を生

かすことができている様相が見てとれる。  

実験結果を表にまとめる「表の整理」に関するプロセスは達成率が 9 割を超

えていた。実験結果を別の表にまとめる転記に近い活動であったことが影響し
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ていると考えられる。  

特定に関しては後述するが、特定に至った根拠に関して実験結果を使って述

べる「自己説明」はその達成率が約９割と高い値を示した。難易度は高いプロ

セスであったが、実験１で行った「プラスチックの特徴づけ」の効果があるこ

とが考えられる。実験結果に注目してプラスチック材とその特徴を結び付ける

思考が自己説明にプロセスに生かされていたことが考えられる。  

 

図２  実験２について  

 

 

図３  実験２  特定について  

 

 図３より、何の支援も要さずに達成した受講生は 32.5％であった。次に「表

の限定的提示」であるが、スリットを用いて表の見方を示すことで 37.5％の

受講生が達成することができた。受講生の約４割がこの支援により特定に至る
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ことができたことが分かった。  

 達成に至るプロセスの中で

考え方を大きく変えて支援を

したのが、「特徴との対応」

であった。この支援による達

成率は 22.5%であった。「特

徴との対応」とは、同一実験

の中で唯一異なる結果となっ

たものに着目して特定に至る

方法である。「プラスチック

の特徴から特定に至るプロセ

ス」から「実験結果の差異点

から特定に至るプロセス」へ

の変更である（右図参照）。  

この方法により比較的障害の程度の重い受講生に関しても特定に至ること

ができた。「特徴との対応に加え支援」を行い、特定に至ることができた受講

生が 7.5％おり、「答えの提示」を行った受講生はいなかった。  

 

➂実験３｢ＣＤケースに使われているプラスチックを明らかにする｣ 

 一連の学習の般化・応用の場として設定した実験３は、ＣＤケースに使われ

ているプラスチックを明らかにするものである。実験１で作成したワークシー

トと実験２で学んだ特定に至るプロセスを生かし、ＣＤケースに使われている

プラスチックの正体を確かめるものであった。各プロセスの達成率の結果を図

４に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４  実験３について  

 

図４より、「実験」の達成率は 94.1%であった。「特定」に関しては後述す

るが、「自己説明」はモデル提示を含めると達成率は 100%であった。実験を

繰り返す中で実験方法や特定、自己説明に関する理解が深まったことが結果に
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反映されていることがうかがえる。  

 

 

図５  実験３  特定について  

 

 図５より、実験３の特定に関して述べていく。  

「達成」の割合が 76.5％、「特徴との対応」の割合が 11.8％、「特徴との

対応に加えて限定的な提示」による達成率が 8.8％、答えの提示に関する割合

が 2.9％という結果であった。  

 実験２において各プロセスを経験したことにより、達成率は約８割と高い値

を占めるに至ったことが推測される。同一実験の差異点から考えるプラスチッ

クの特徴を活用することで多くの受講生が達成に至ることができた一方で、３

％の受講生が答えの提示に至ってしまったことは課題である。  

 

５）受講生の実態に合わせた問題解決・特定の方法  

 本講座を実施していく中で、受講生の実態に合わせた問題解決・特定の方法

を模索することができた点が大きな成果であると考える。具体的に述べるなら

ば、「プラスチックの特徴から特定に至るプロセス」と「実験結果の差異点か

ら特定に至るプロセス」を準備した点にある。  

 特定は対象物に関する特徴について、条件を整えて整理し、既習事項等を鑑

み、導き出すプロセスであることが考えられる（図６）。この方法で特定を行

う場合、図６を例にとれば各プラスチック材の特徴について既習事項と照合し

て特定に至るプロセスを経る。この方法は本来の特定の方法であるが、対象物

３種×実験結果３つのマトリクス表同士を見比べて、必要な情報同士を照合す

る必要があり、難易度が高い。  

 一方、「実験結果の差異点から特定に至るプロセス」（図７）に関しては、

同一実験上の差異点にのみに注目し、対象物を同定しており、扱う情報量を少

なくしつつも、特定に至ることができる。各プラスチック材の説明に関しては

様々な条件から複合的にラベリングする必要があるが、特徴的な部分にのみ焦

点を当てることで「特定」というプロセスを達成できる可能性があることは知
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的障害児・者の指導・支援を行う際に有益であることも考えられる。教科「理

科」など科学的なものの見方や考え方の学習を目指す際に、知的障害の程度や

状況に応じて学習を展開していくことが可能となるだろう。  

 

 

図６プラスチックの特徴から特定へ   図７  同一実験上の差異点から特定へ  

 

６）考察とまとめ  

 本講座は、中学校学習指導要領に示される理科｢物質の性質（すがた）｣を参

考に展開した。前年まで小学校学習指導要領  教科「理科」に示される化学分

野の内容「物の溶け方」「水溶液の性質」「物の燃え方」を参考に講座を展開

してきており、今年度も学習指導要領等を参考にすることで系統性に配慮し

た。  

 「実験」「特定」「自己説明」の３つのプロセスに関して、実験ごとに述べ

ていく。「実験」に関しては、実験方法と記録の仕方を実験１において教授し

たことで、実験２においてはその達成率が上昇し、学習の効果が見受けられ、

実験３においても維持していた。  

 「特定」に関しては、実験２，３ともに「達成」と「支援を要しての達成」

を合わせるとほぼ 100％の値であった。この結果に関しては、受講生の実態に

合わせて「プラスチックの特徴から特定に至るプロセス」と「実験結果の差異

点から特定に至るプロセス」を使い分けて、支援を行ったことが影響している

と考える。「プラスチックの特徴から特定に至るプロセス」は３（プラスチッ

ク３種）×３ (３つの実験結果 )のマトリックス表同士を見比べて、必要な情報

同士を照合する必要があり、難易度が高い。一方、「実験結果の差異点から特

定に至るプロセス」に関しては、同一実験上の差異点にのみに注目し、対象物

を同定しており、扱う情報量を少なくしつつも、特定に至ることができる。こ

の方法の受講生の実態に合わせて使い分けることで、特定プロセスをクリアし

ていくことができたことが、高い達成率の要因と考える。  
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 また、右図に示すよう

な 考 え 方 も で き る だ ろ

う。横系列でみる「プラ

ス チ ッ ク の 特 徴 か ら 特

定に至るプロセス」は、

知識の比較である。同一

実 験 内 の 比 較 で は な い

ため、互いの情報を結び

付 け て 材 質 の 特 徴 を イ

メ ー ジ す る こ と が 難 し

いと考えられる。３つの

実 験 結 果 が 示 さ れ た 今

回 の 課 題 に お い て は 互

いの実験結果を鑑みて特徴づけを行う必要があり、難易度を上げていた可能性

が示唆される。この難易度を緩和する考え方が表を縦に見て「実験結果の差異

点から特定に至るプロセス」である。差異点にのみ着目することで、特徴が浮

かび上がり、必要な情報が整理される。情報量が整理されることに加え、見る

べきポイントが明確になることで、「プラスチックの特徴から特定に至るプロ

セス」において困難を示した受講生を救済することができたと考える。  

 最後に「自己説明」に関して述べていく。実験２，３を通して達成率は 8 割

を超え、高い値を示している。実験結果から根拠のある説明を要するプロセス

であり、比較的難易度の高いプロセスであったが、達成率は良好であった。こ

の結果に関して、本講座を 4 年連続で続けてきた学習成果に加え、実験結果に

注目してプラスチック材とその特徴を結び付ける思考が自己説明のプロセス

に生かされていたことが考えられる。  

 以上、「実験」「特定」「自己説明」を代表とした思考のプロセスに関して

述べてきたが、その達成率の平均が８割を下回ることはなかった。また、支援

を講じることでほぼすべての受講生が達成に至ることができた。その要因とし

ては、「実験」に関してはその方法と記録の仕方を丁寧に教授したこと、「特

定」に関してはワークシートの工夫や受講生の実態に合わせた解き方の準備し

たこと、「自己説明」に関しては「特定」に至る科学的な見方や考え方を示し

たことが「しかけ」となるよう、本講座を構成していることが影響していると

考える。  

(文責  城田  和晃 ) 
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２．講座のパッケージ化に向けて  

 

１）講座に ICT を導入した意義について  

 

 パッケージ化に向けて検証を行うためには、「どこでも、だれでも」といっ

た生涯学習の理念にかかわり、同じような講座を展開できる必要がある。今回

のサイエンスラボはパッケージ化を検証するためにタブレット端末（ iPad）を、

受講生が主体的に学習を進めていくための教具として活用するとともに、講座

実施者から支援スタッフへの円滑な講座内容の引継ぎのために用いた。  

○受講生が主体的に学習を進めていくための教具としての ICT 活用  

 サイエンスラボ含め、オープンカレッジでは、 PowerPoint 教材を用いて学

習を進め 、受講 生が視 覚的に 分かり や すい講座 を展開 してい る。受 講生 は

PowerPoint が映されるスクリーンに注目して学ぶ姿が見られる。  

また、今回のサイエンスラボでは、 iPad アプリ「ロイロノート」を用いて、

実施する実験の方法や実験結果を判断するための資料を受講生一人一人が必

要に応じて自分で確認できる教材を作成した。  

 

▼ iPad アプリ「ロイロノート」を用いた教材  
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 「ロイロノート」の使い方を初めに確認すると、繰り返し使用することで自

ら主体的にタブレットを操作し、実験方法の確認や結果の見極めを行っている

受講生の姿が見られた。  

 

▼タブレットを操作する受講生  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○講座実施者から支援スタッフへの講座内容の引継ぎ  

 今回のサイエンスラボでは、講座のパッケージ化に向けて ICT を活用し、円

滑な講座内容の引継ぎを図った。実際の講座内容引継ぎ時間は、 20〜 30 分程

度で講座内容の説明、支援スタッフからの質問への応答を行っている。今回は、

講座内容の説明に ICT を活用した。講座内容引継ぎの具体的な方法は後述の通

りである。  

 

▼講座内容引継ぎの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講座開始１時間前に集合し、講座内容の引継ぎを行った。説明には、講座展

開案（資料）、講座で使用する PowerPoint 教材、タブレット端末（ iPad）を

使用した。初めに、必要に応じて PowerPoint 教材のスライドを用いて、講座

展開案に沿って講座の流れを説明した。実験について説明をする際には、タブ

レット端末（ iPad）に予め保存してある「ロイロノート」を用いた教材を活用

して行った。「ロイロノート」では、実験方法を工程ごとに動画で確認できる

ため、支援スタッフへも動画を見せながら説明をした。また、結果の判断基準

講座開始１時間前 講座実施者・支援スタッフ集合

講座内容の引継ぎ開始

・講座展開案の配布

・講座の流れの説明（PowerPoint教材）
・実験についての説明（iPad:ロイロノート）

　実験方法・実験結果の確認

・支援スタッフからの質疑応答

講座開始30分前 実施会場へ移動



- 60 - 

 

（溶けた状態と溶けていない状態など）についても静止画で説明し、受講生へ

も同様の支援を行うよう説明した。  

 

▼ iPad アプリ「ロイロノート」で作成した実験方法の説明画面  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ iPad アプリ「ロイロノート」で作成した実験結果の判断基準  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでのサイエンスラボでは、講座内容の引継ぎにおいても実際の実験道

具を使用して実験方法の説明を行ったり、実験結果を確認したりしていた。し

かし、今回 ICT（タブレット端末）を活用することでより簡単かつ短時間で支

援スタッフへの講座内容の引継ぎができた。また、実験方法を繰り返し確認す

ることができ、初めて講座に関わる支援スタッフであっても実験内容について

は理解がスムーズであった。ここから、講座のパッケージ化に向けて ICT の活

用は支援スタッフへの講座内容の引継ぎにおいて、実験内容の共通理解という

面で有効に働く可能性があることが考えられる。  

（文責  佐藤  麗奈）  
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２）パッケージ化に向けた検証について  

 

 パッケージ化に向け検証を行うためには、「どこでも、だれでも」といった

生涯学習の理念にかかわり、同じような講座を展開できる必要がある。今回の

サイエンスラボは数セッションにわたって講座を展開したが、その中でパッケ

ージ化を検証するために以下のセッションを分析対象とした。   

 

対象としたセッションの設定としては、講座担当者のスタッフのうち、講座

作成者以外の者、つまり講座実施者が講座を担当し、進行した。加えて、支援

スタッフ（実際に受講生に対して支援を行うスタッフ）はこのサイエンスラボ

のセッションに参加するのが初めてのスタッフであった。この支援スタッフが

講座の展開の中でどのような支援方法を用いたかを検証の対象とした。  

 

対象とするセッションの概要  

➀講座実施者  ２名  

 内訳  特別支援学校教員、小学校通級指導教室教員  

➁支援スタッフ（今年度のサイエンスラボには参加していない）  ３名  

 内訳  特別支援学校教員  

➂事務局  １名  

➃受講生  ６名（男性４名、女性２名）  

内訳  ２０代、ダウン症１名    

３０代、知的障害２名、ダウン症１名   計３名  

４０代、知的障害１名     

    ５０代、知的障害１名  

 マトリックス表の活用については学習経験がある。しかし、今回の対象物

３種×観点３種のマトリックス表の読み取り、特定に関してはこれまで講座

の中で経験がない。情報量が多くなるため、スリット等を活用して課題に取

り組む必要がある受講生もいた。  

また、マトリックス表を読み取る際にも自分で指を差しながら確認する等

の工夫も見られた。  

 

▼スリットを活用して課題に取り組む受講生  
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 検証の方法として、受講生への支援方法が設定されていたにもかかわらず、

支援スタッフがその設定にはない働きかけをしてしまった箇所を分析の対象

とした。  

 

 対象１  【実験２】ペットボトルに使われているプラスチックの特徴  

  ここでは、実験結果（ワークシート２）と特徴シート（ワークシート１）

を照らし合わせて特定を行う。実験結果と特徴シートを照らし合わせて特

定が困難な場合には、“ワークシート２（下段）を見せて、「『硬さ』の

中で 1 つだけ違うもの（特徴的なもの）は何ですか？」と聞き、違うもの

に〇をさせる”という支援方法が設定されていた。  

   しかし、支援スタッフの一部は、受講生がワークシートを照らし合わせ

ても特定が困難だった際に、特徴シート (ワークシート１ )に〇をつけるよ

うに促さずに言葉や指差しでの誘導を行い、答えに導いてしまっていた。

ここでは、受講生がどの支援段階で特定ができるかを評価しなければなら

なかったが、答えに導くことを優先し過支援をしてしまっていた様子が見

られた。  

 

 

 対象２  【実験２】ペットボトルに使われているプラスチックの特徴  

  上記に記述した特定の続きとして、違うもの（特徴的なもの）に〇をつけ

たあとにワークシート１を開けた状態で見せて、「（ボトルの場合）ボト

ルの中で 1 つだけ違うもの（特徴的なもの）は何ですか？」と聞き、「キ

ズがつかない」となった場合、「キズがつかないのは？」と聞いて、プラ

スチックの種類を特定するよう設定されていた。しかし、ワークシート１

の下段を開いて見せず、マトリックス表だけを見せて特定をするように促

してしまっていた様子が見られた。  

 

▼ワークシート２           ▼ワークシート１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

２．ペットボトルに使
つか

われているプラスチックを特定
とくてい

した理由
り ゆ う

を答
こた

えましょう 。 

 

 

 

 

 

 

 硬
かた

さ 水
みず

に浮
う

く力
ちから

 
                 

アセトンによる反応
はんのう

 

ボトル  
   

キャップ  
   

ラベル  
   

鉛筆
えんぴつ

でこするとキズが         

鉛筆
えんぴつ

でこするとキズが         

鉛筆
えんぴつ

でこするとキズが         

水
みず

に入
い

れると          アセトンに入
い

れると         

水
みず

に入
い

れると          

理由
り ゆ う

 

                   

 

               から 

 

理由
り ゆ う

 

                   

 

               から 

 

水
みず

に入
い

れると          

理由
り ゆ う

 

                   

 

               から 

 

ボトル 

アセトンに入
い

れると         

キャップ 

アセトンに入
い

れると         

ラベル 


