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音楽科授業の導入時聞を用いたグループ・アプローチの効果

~学級適応感と授業への参加姿勢を視点として~

田窪 祐実

The Uses of Group Work in Lesson Introductions during Music Class: 

Class Year Adaptations and in-class Participation 

Yuumi TAKUBO 

1 . 問題の所在 と研克の 目 的

近年、 核家族が増加傾向 に あ る こ と 、 地域や家庭の教育力が低下 し て い る こ と 、 イ ン タ ーネ ッ ト 、

ゲーム での遊びが増 え て い る 等、 子 ど も 達を取 り 巻 く 環境が変化 し て き て い る 。 そ れに伴い、 子 ど

も 同士の交流の場、 自 然体験な ど、 子 ど も に と っ て必要な体験が減少 し て き た結果、 い じ め ・ 不登校

な どの問題が発生 し つ つ あ る 。 子 ど も の遊びの幅が狭 く な っ て い た り 子 ど も の遊びの孤立化が進ん

でいた り す る (村瀬 ・ 落合 2007) た め 、 大人が介入 し て の体験補完の必要性が考 え ら れて い る 。 そ

し て 、 中央教育審議会答申、 学習指導要領等、 学校現場において も そ の必要性がいわれ、 体験活動の

充実が進め ら れて い る 。 縦割 り 活動、 集団宿泊体験な ど、 大 き な イ ベ ン ト 事に と ど ま ら ず、 「体験的

に学習す る J r体験的 に学ぶ」 と い う 文言は特別活動の他、 各教科の指導要領や生徒指導提要 におい

て も み ら れ、 体験的な学びのエ ッ セ ン ス が教育現場へ導入 さ れて き た。

実際、 学校現場で は、 静岡県 「人間関係づ く り プロ グ ラ ムJ ( 1 時間 x 4 回) や さ いた ま 市 「人間

関係 プロ グ ラ ム」 な どの体験の補完 プ ロ グ ラ ム が存在す る 。 し か し、 静岡県の 「人間関係づ く り プ ロ

グ ラ ム」 は、 人間関係づ く り に おいて効果があ る 一方で、 活動の累計時聞が同程度で あ る な ら ば、 短

時間の プ ロ グ ラ ム を繰 り 返 し実施 し た方が、 年数回の特別授業形式で行 う よ り も 、 「予防的 ・ 開発的

教育相談」 の効果は高い こ と が、 高柴(2016) に よ り 指摘 さ れて い る 。 そ こ で、 子 ど も 達 に と っ て身近

で あ る 教科指導 に お い て も 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を学ぶ人間関係づ く り の要素を補 っ て い く こ と が

必要で は な い か と 考 え た。 音楽科は体験活動が授業の多 く を 占 め て お り 、 ①知的な遅れ等が影響 し

に く く 、 どんな子 ど も で も 参加 し やすい、 ②集団が苦手な子 ど も も 、 楽曲や リ ズム を媒介に し て 集

団 に入 り やすい、 と い う メ リ ッ ト が あ る 。 子 ど も た ち の よ り よ い人間関係づ く り の た め に、 音楽科

授業の導入時間を活用 し、 グルー プ ・ ア プ ロ ー チ の実践を行い、 そ の効果等を検証す る こ と を 目 的

と す る 。

2 .  研究の方法

A 市立 B 小学校の 5 年生 3 ク ラ ス ( 8 1 人) を対象 と し 、 音楽科授業 にて、 導入時間 を用いた短

時間の グルー プ ・ ア プ ロ ー チ を継続的 に行い， 学級適応 に課題を も っ児童 と 、 そ の学級を支援 し て

い く こ と と す る 。 わ か り やす く 、 単純な ゲー ム感覚でで き る 短時間の グルー プ ・ ア プ ロ ー チ を実践

し た 。 ま た、 授業の一部を使 っ て行 う 活動であ る た め、 グルー プ作 り の 目 的達成で と どま ら ぬ よ う 、

そ の 日 の授業の活動に合 う プ ロ グ ラ ム を計画 し た 。
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は、 楽 し い と い う 、 ポジテ ィ プな感情を経験す る 必要があ る と 伺 え る 。

ま た、 楽 し い と い う 感情は必ず し も 毎回 で は な い が、 気持ち を落ち着かす こ と に つ な が り 、 ポ ジ

テ ィ プな感情は、 気持ち の面において の学習環境を整 え る こ と がで き る と 考 え ら れ る 。

総合的に み る と 、 ポ ジテ ィ プ感情を経験す る こ と は、 学級適応感を高 く す る こ と に 関わ っ て く る

こ と が分か る 。 ま た、 月 に 1 度程度計測 し た学級適応感の下位尺度であ る 学習意欲は一時的気分の

や る 気 と の関係が見 ら れな い が、 一時的で は あ る が、 1 時間の授業単位で考 え た 際、 そ の場の楽 し さ

は そ の場のや る 気 に大 き く 影響す る の が顕著に表れた た め 、 日 々 の ポ ジテ ィ プ感情の積み重ねが必

要であ る こ と が伺 え る 。

5 .  ま と め と今後の属望

今回の研究では、 セ ッ シ ョ ン に お け る 気分が学級適応感の改善 に寄与す る こ と が一部認め ら れ、

学級適応感が上昇 し た子 ど も た ち は、 ポ ジ テ ィ プ感情を よ り 多 く 経験 し て い る こ と が分か っ た。 そ

し て 、 学級適応感の下降 し た子 ど も た ち は、 周 り の児童 と 接触 し た り 、 話 し合いがあ っ た り す る プ

ロ グ ラ ム であ る と 、 疲れて し ま う 、 参加度が低 く な る 、 と い う 結果が得 ら れた。 ま た、 対人関係の観

点 か ら 、 自作のセ ッ シ ョ ン に は難易度があ る の で は な い か と 考 え ら れ る 。 グルー プ ・ ア プ ロ ー チ の

う ち の 1 つ であ る ASE プロ グ ラ ム : Action Socialization Experience Program に も 体の接触が少ない

も の か ら 、 多 い も の、 話 し合い の必要性が少な く て済む も の、 た く さ ん必要な も の、 と 様々 な段階が

あ る 。 授業に お け る グルー プ ・ ア プロ ー チ で も 、 児童同士の関係性を段階的に深め て い く に は、 身体

の接触が少な い も の、 話 し合わず に済む も の、 個人が教室 で 目 立た ずに参加で き る プロ グ ラ ム か ら

入 札 児童同士の関係、 授業への参加度合い を考慮 し な が ら徐々 に難易度を上げて い く 事が よ い と

考 え ら れ る 。 ま た、 発達の進行が早い一部の女子の一時的気分の質問紙の回答値が低 か っ た り 、 セ

ッ シ ョ ンへの参加 を面倒 と 感 じ て い る よ う な行動 も 観察 さ れた り し た。 今回の実践が必ず し も すべ

て の 子 ど も に と っ て有効であ る と は言 え な い と い う 結果か ら は， ク ラ ス全体が楽 し む こ と がで き ，

安心感や他の子 ど も の理解 と 受容が進む こ と を 目 指 し た グルー プ ・ ア プ ロ ー チ の導入に関 し て は，

乗 り 越え な ければな ら な い課題が存在 し て い る こ と を示 し て い る 。 よ り よ い人間関係づ く り の た め

に、 さ ら な る 改善 を し て い き たい。
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