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初等理科教育の観察･実験などの実態について

三木 勝仁・吉村 公孝

理数教育の充実を改善の基本方針に掲げた学習指導要領が平成20年３月に公示され，今年度より

移行措置が実施されている。理科の改善の基本方針※１）として示された，観察・実験や自然体験，

科学的な体験を一層充実させることなどを踏まえて行われた改訂である。今回，当研究所プロジェ

クト研究Ｅともかかわり，北海道小学校理科研究会と連携して，教科書に掲載されている観察･実

験などの実施実態についての調査に着手したので，その概要を報告する。

［キーワード］初等理科 観察･実験など 北海道小学校理科研究会 指導資料

はじめに

理科の学習においては，児童が知的好奇心や

探究心をもって，自然に親しみ，目的意識をも

った観察・実験を行うことにより，科学的に調

べる能力や態度を育てるとともに，科学的な認

識の定着を図り，科学的な見方や考え方を養う

ことが求められている※２）。また，科学的な知

識や概念の定着を図り，科学的な見方や考え方

を育成するためには，観察・実験や自然体験，

科学的な体験を一層充実する必要があるともさ

れているところであり※１），観察･実験などの重

要性がこれまで以上に増している。

そこで，教科書に掲載されている観察･実験

などのうち，どれに現場の教諭が困難を感じて

いるのか，その実態についての調査を，北海道

小学校理科研究会とも連携し，複数年度で試み

ることとした。

１ 初等理科教育の観察･実験などの実態調査

用紙の作成

現在，北海道内の小学校で採択されている理

科の教科書は，教育出版，東京書籍，啓林館の

３社である。移行措置用の指導資料も含め，こ

れら３社の教科書に掲載されているすべての観

察･実験などを小学校学習指導要領の記述と照

らし合わせた結果，観察･実験などに使用する

器具等に若干の違いはあるが，その目的や内容

には違いがないことを確認した。そこで，採択

されている教科書に関わりなく調査可能な，各

学年で必ず実施する観察･実験などを記した調

査用紙を表のように作成した。今回調査する小

学校各学年の教科書に掲載されている観察･実

験などの数は，第３学年で31，第４学年で32，

第５学年で20，第６学年で26である。
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表 第５学年の調査用紙（一部）

結 果

観察，実験，ものづくりなどの内容 うまく うまくでき 行わな
できた なかった かった

１．種子が発芽するために必要な条件を調べる。

２．発芽前後の種子の中の養分を調べる。

３．花のつくり（おしべやめしべの形や色，表面の様子）を調べる。

４．おしべの先についている粉のようなもの（花粉）を，顕微鏡で観察する。

５．花粉をめしべの先に付けた場合と付けない場合の実のでき方を比較する。

６．メダカの卵を２～３日おきに解剖顕微鏡などで観察する。

７．顕微鏡などを使って，水中の小さな生物を観察する。
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２ 調査結果の概要

平成22年２月12日までに，調査に協力してい

ただいた小学校３～６年の理科を指導している

教諭（総計208名，教職経験平均年数15.4年）

の回答について，その概要を述べる。

(1) 第３学年の観察･実験など（N=50，図１）

『チョウをそだてよう』のすべての観察（4

～9）において「うまくできた」との回答が

24％～31％とたいへん少ない。また，『電気

の通り道』のものづくり「23.電気の性質を

利用したおもちゃをつくる」では，「行わなか

った」とする回答が21％と多い。

(2) 第４学年の観察･実験など（N=50，図２）

『季節と生き物』の「動物の様子の観察」

（2.4.6.8）が春夏秋冬を通し，「うまくで

きた」とする回答が11～46％と少ない。その

ほか，『月と星』のすべての観察（11～13），

『金属，水，空気と温度』の空気に関する実

験（23～26）において「うまくできた」との

回答が少ない。

(3) 第５学年の観察･実験など（N=56，図３）

『植物の発芽，成長，結実』の実験「5.花

粉をめしべの先につけた場合とつけない場合

の実のでき方を比較する」において「うまく

できた」との回答が21％，『動物の誕生』の

観察「6.メダカの卵を２～３日おきに解剖顕

微鏡などで観察する」において「うまくでき

た」との回答が23％とたいへん少ない。また，

『植物の発芽，成長，結実』の実験「3.花（ヘ

チマやカボチャなど）のつくり（おしべやめ

しべの形や色，表面の様子）を調べる」にお

いて「うまくできなかった」との回答が45％

とたいへん多い。また，『振り子の運動』の

ものづくり「16.おもりの動きや働きを利用

したゲームやおもちゃをつくる」において，

「行わなかった」が65％とたいへん多い。

(4) 第６学年の観察･実験など（N=52，図４）

「行わなかった」との回答が，『土地のつ

くりと変化』の観察「6.がけや切り通しなど

の地層が見られるところで，その様子を調べ

る」において75％，『月と太陽』の観察「10.

月の表面の様子を双眼鏡や望遠鏡などを用いて

観察する」において78％，同単元の観察「11.

太陽の表面の様子を遮光板などを用いて観察

する」において71％とたいへん多い。

図１ 小学校第３学年の観察･実験など（N=50）
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1.身の回りの生き物の様子を調べる

2.種子や子葉を観察する

3.植物の成長の様子を観察する

4.植物の体のつくり（根，茎，葉）を観察する

5.花の様子を観察する

6.実の様子を観察する

7.モンシロチョウなどのたまごの様子を観察する

8.モンシロチョウなどの幼虫の様子を観察する

9.モンシロチョウなどのさなぎの様子を観察する

10.昆虫の食べ物やすみかを調べる

11.昆虫（チョウ，バッタ，コオロギ，トンボなど）の体のつくりを調べる

12.日なたと日陰の地面のあたたかさや湿り気の違いを調べる

13.影と太陽の位置関係を調べる

14.影と太陽の位置関係の変化を調べる

15.風の力で動く物をつくる

16.風の強さによって物の動く様子に違いがあることを調べる

17.ゴムの力で動く物をつくる

18.ゴムの元に戻ろうとする力の強さによって物の動く様子に違いがあることを調べる

19.鏡ではね返した日光を地面にはわせて，道筋を観察する

20.鏡が１枚のときと，２枚，３枚で日光を重ねたときで，あたたかさを比べる

21.豆電球と乾電池をつないで，明かりがつくつなぎ方を調べる

22.回路の一部に調べる物を入れ，電気を通す物と通さない物に分ける

23.電気の性質を利用したおもちゃをつくる

24.磁石をいろいろな物に近付け，磁石につく物とつかない物に分ける

25.磁石と物との間に，プラスチックや空気，水などがあっても鉄を引きつけるかどうかを調べる

26.２つの磁石の極どうしを近づけて，手応えや動きを調べる

27.磁石に付いた釘が，磁石の働きをもつのかどうかを調べる

28.磁石を自由に動くようにしておくと，いつも南北の向きに止まることを調べる

29.磁石の性質を利用したおもちゃをつくる

30.粘土などの身の回りにある物の，形を変える前と形を変えた後の重さを比べる

31.粘土や砂などの身の回りにある物で，体積を同じにしたときの重さの違いを調べる

「うまくできた」と回答した人の割合 「うまくできなかった」と回答した人の割合 「行わなかった」と回答した人の割合
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図２ 小学校第４学年の観察･実験など（N=50）

図３ 小学校第５学年の観察･実験など（N=56）
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1.春の頃の植物（ヘチマ，ヒョウタン，ヒマワリなど）の成長の様子（種まき，発芽後の成長）を観察する
2.春の頃の動物（鳥や虫など）の活動の様子を観察する

3.夏の頃の植物（ヘチマ，ヒョウタン，ヒマワリなど）の成長の様子（茎の長さや葉の大きさなど）を観察する

4.夏の頃の動物（春の頃に観察した鳥や虫など）の活動の様子を観察する
5.秋の頃の植物（ヘチマ，ヒョウタン，ヒマワリなど）の成長の様子（茎の長さや実の様子など）を観察する

6.秋の頃の動物（夏の頃に観察した鳥や虫など）の活動の様子を観察する

7.冬の頃の植物（ヘチマ，ヒョウタン，ヒマワリなど）の成長の様子（茎の長さや実の様子など）を観察する

8.冬の頃の動物（秋の頃に観察した鳥や虫など）の活動の様子を観察する

9.自分の体の骨の位置や筋肉の存在を調べる

10.自分の体を動かしたり，他の動物が運動していることを観察し，骨と筋肉の働きを調べる

11.半月や満月など，いろいろな形の月の位置を一定の時間ごとに観察し，動きを調べる

12.よく晴れた夜の空を眺め，星の明るさや色には違いがあることを調べる
13.はくちょう座やカシオペア座などを見つけて一定の時間ごとに観察し，時間が経つとどのように動くのかを調べる

14.晴れや曇り，雨の日に，昼間の気温を一定の時間ごとに測って記録し，天気による１日の気温の変化の違いを調…

15.水と氷を入れた瓶やコップなどをいろいろなところに置き，瓶やコップなどの外側に水が付くのかどうかを調べる
16.２個の乾電池をモーターや豆電球につないで，豆電球の明るさやモーターの回り方の変化を調べる

17.乾電池１個のとき，乾電池２個を直列につないだとき，乾電池２個を並列につないだときそれぞれの電流の強さを…

18.光を当てる，光をさえぎる，光の当たる角度を変えるなどし，光電池の働きを調べる

19.乾電池や光電池とモーターを使って，おもちゃをつくる
20.金属板にろうを塗り，端を熱して，ろうの溶け方を調べる

21.試験管などに入れた水のあたたまり方をサーモテープを用いて調べる

22.水を入れたビーカーや試験管に，お茶の葉などを入れ，熱したときの様子を見る
23.ビーカーに線香の煙をため，ビーカーの底を熱して，煙の様子を見る

24.ヒーターや電熱器などに線香の煙を近づけて，煙の様子を見る

25.フラスコにガラス管のついたゴム栓をし，ガラス管の先に，ゼリーをつめたビニル管をつなぎ，フラスコを湯や冷た…
26.丸底フラスコ（または試験管）に水をいっぱい入れて，ガラス管付きゴム栓をはめ，丸底フラスコをあたためたり冷…

27.金属球膨張試験器の，金属球をあたためたり冷やしたりし，輪が通るかのどうかを調べる

28.ビーカーに水を入れて温め，一定時間ごとに温度をはかりながら，水の様子の変化を調べる

29.水が沸騰したときに出る泡をロウトに集めて，ポリエチレンの袋に送り，袋の中の様子を調べる
30.空気でっぽうをつくり，空気でっぽうの玉が飛ぶ様子を詳しく調べる

31.注射器などを使い，空気に力を加えたときの体積や圧し返す力の変化を調べる

32.注射器などを使い，水に力を加えたときの体積や圧し返す力の変化を調べる

「うまくできた」と回答した人の割合 「うまくできなかった」と回答した人の割合 「行わなかった」と回答した人の割合
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1.種子が発芽するために必要な条件を調べる

2.発芽前後の種子の中の養分を調べる

3.花（ヘチマやカボチャなど）のつくり（おしべやめしべの形や色，表面の様子）を…

4.おしべの先についている粉のようなもの（花粉）を，顕微鏡で観察する

5.花粉をめしべの先に付けた場合と付けない場合の実のでき方を比較する

6.メダカの卵を２～３日おきに解剖顕微鏡などで観察する

7.顕微鏡などを使って、水中の小さな生物を観察する

8.晴れや曇り，雨の日に，昼間の気温を一定の時間ごとに測って記録し，天気に…

9.土で山をつくって，上から水を流し，土が削られたり，運ばれたり，積もったりし…

10.一定の量の水に，食塩やミョウバンが溶ける量を調べる

11.一定の量の水を加熱し，食塩やミョウバンが溶ける量の変化を調べる

12.ミョウバンを溶かした水溶液を冷やして，ミョウバンを取り出す

13.食塩水の水を蒸発させて，食塩を取り出す

14.食塩を水に溶かす前の全体（食塩，水，容器）の重さと食塩が水に溶けたあと…

15.条件（振り子の長さ，おもりの重さ，振れ幅）を１つずつかえ，振り子が１往復…

16.おもりの動きや働きを利用したゲームやおもちゃをつくる

17.ポリエチレン管（ストロー）エナメル線を巻き，コイルをつくる

18.コイルに鉄心を入れ，電流を流している間，鉄心が磁石になることや，電流の…

19.考えた条件（電流の強さ，コイルの巻き数）を１つずつ変えて，電磁石の強さを…

20.モーターやブザーなど，電磁石を使ったものをつくる

「うまくできた」と回答した人の割合 「うまくできなかった」と回答した人の割合 「行わなかった」と回答した人の割合
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図４ 小学校第６学年の観察･実験など（N=52）
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1.唾液の働きによる，でんぷんの変化を調べる

2.石灰水や気体検知管を使って，吸い込む息と吐き出す息を調べる

3.日光を当てた葉と当てていない葉で，でんぷんのでき方を調べる

4.植物に袋をかぶせて，日当たりのよい場所にしばらく置き，袋の中の酸素と二…

5.ジャガイモやホウセンカなどに着色した水を吸わせ，葉や茎などを切って，その…

6.がけや切り通しなどの地層が見られるところで，その様子を調べる

7.砂と粘土の混じった土を水とともに流し，流れる水の働きによって，土が層に…

8.月と太陽の位置を観察し，月の輝いている側と太陽との位置の関係を調べる

9.月に見立てたボールに光を当てるなどのモデル実験をして，太陽と月の位置と…

10.月の表面の様子を双眼鏡や望遠鏡などを用いて観察する

11.太陽の表面の様子を遮光板などを用いて観察する

12.空き缶の中で木をよく燃やす方法や，瓶の中でろうそくを燃やし続ける方法を…

13.石灰水や気体検知管を使って，木を燃やす前の空気と燃やしたあとの空気を…

14.酸素を満たした瓶の中に火の付いた線香やろうそくを入れ，空気中での燃え…

15.水溶液の見た目やにおい，リトマス紙の変化，溶けている物を調べ，水溶液…

16.炭酸水から出ている気体を，試験管や集気瓶に集め，その性質を調べる

17.塩酸，炭酸水，食塩水，石灰水，アンモニア水などに鉄（アルミニウム）を入れ…

18.鉄（アルミニウム）が溶けた液の上澄み液を蒸発皿にとり，液を温めて水を蒸…

19.ポリエチレン管（ストロー）エナメル線を巻き，コイルをつくる

20.コイルに鉄心を入れ，電流を流している間，鉄心が磁石になることや，電流の…

21.考えた条件（電流の強さ，コイルの巻き数）を１つずつ変えて，電磁石の強さを…

22.モーターやブザーなど，電磁石を使ったものをつくる

23.太さの違う電熱線に電流を流し，発熱の仕方を比べる

「うまくできた」と回答した人の割合 「うまくできなかった」と回答した人の割合 「行わなかった」と回答した人の割合

(5) 「うまくできなかった」「行わなかった」

と回答された観察･実験などについて（N=208）

各学年で実施される観察･実験などのうち，

1/5～1/3が「うまくできなかった」または「行

わなかった」と回答されている（図５）。

図５ 「うまくできなかった」「行わなかった」
観察･実験などの割合の各学年ごとの平均
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５年

６年

「うまくできなかった」「行わなかった」観察，実験などの割合の平均

「行わなかった」観察･実験などの割合は，

学年が進むにつれ増え，第６学年においては

1/6 を超える観察･実験などが行われていな

いと回答された（図６）。

図６ 「行わなかった」観察･実験などの割合
の各学年ごとの平均
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「行わなかった」観察・実験などの割合の平均 （回答者全員N=208）
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「うまくできなかった」観察･実験などは，

第４学年が最も多く，1/4以上が「うまくで

きなかった」と回答された（図７）。

図７ 「うまくできなかった」観察･実験など
の割合の各学年ごとの平均

(6) 「うまくできなかった」「行わなかった」

と回答された観察･実験などの割合が多い学

年について（N=208）

図８ 「うまくできなかった」「行わなかった」
観察･実験などの割合が３割を超える学

級の割合

図８から，各学年で実施された観察･実験

などについて，「『うまくできなかった』ま

たは『行わなかった』観察･実験などが３割

を超える学級の割合」は第４学年が54％と最

も多く，最も少ない第３学年でも18％となっ

た。第４学年においては半分以上の学級で，

第３～６学年で平均すると全体の４割近い学

級において，教科書に掲載されている観察･

実験などのうち，３割を超える観察･実験な

どに苦労していることがわかる。

図９は，調査協力いただいた学級のうち，

「うまくできなかった」「行わなかった」観

察･実験などの割合の最高値を示したもので

ある。すべての観察･実験などが「うまくで
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「うまくできなかった」観察・実験などの割合の平均（回答者全員 N=208）

きなかった」「行わなかった」との回答があ

るなど，観察･実験などについて非常に苦労

している学級があることがわかる。

図９ 各学級における「うまくできなかった」

「行わなかった」観察･実験などの割合

の最高値

３ 研修の充実と指導資料発行の必要性

独立行政法人『科学技術振興機構 理科教育

支援センター』による「平成２０年度小学校理

科教育実態調査及び中学校理科教師実態調査に

関する報告書（改訂版）」※３）によると，「学級

担任として理科を教える小学校教員の約９割が

理科全般の内容が『好き』と感じている」一方

で，「学級担任として理科を教える小学校教員

の約５割が理科全般の内容の指導が『苦手』か

『やや苦手』と感じている。

図10 あなたは，理科の授業に関する各項目に
ついて，どのように感じていますか（学級

担任）

図10のように，学級担任として理科を教える

小学校教員のうち，理科に関わる①～④の項目

について，「やや低い」または「低い」と感じ

ている割合は次の通りである。

①学習内容についての知識・理解…58％

②指導法についての知識・技能…70％
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①理科の学習内容についての知識・理解

②理科の指導法についての知識・技能

③理科の観察・実験についての知識・技能

④理科の学習評価についての知識・技能

高い やや高い やや低い 低い 無回答
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初等理科教育の観察･実験等の実態について

③観察･実験などについての知識・技能…66％

④学習評価についての知識・技能…74％

また，学級担任として理科を教える教員の60％

以上が，すぐに使える優れた教材情報と優れた

指導法に関する情報の入手の支援を，また，50％

以上が身近に理科教育をサポートしてくれる

「場」の設定や充実を「大変期待」している。

当センターはこれまで，観察･実験など，直

接体験を重視した教材を多く開発し，開発した

教材を小学校理科研修講座等で紹介するととも

に，観察･実験などの基礎を小学校教諭が身に

つけることを目的とした小学校理科移動研修講

座を実施し，成果を挙げてきた。平成21年度に

は174名の小学校教諭を定員とした研修講座を

実施することができたが，定員の関係で当センター

での研修を在職期間中に受講することができな

い小学校教諭も多数いる。

今回の調査結果から，学習指導要領改訂の趣

旨を踏まえ，目的意識をもった観察･実験など

を重視する理科の授業を全道の学級で実践する

ために，「小学校教諭を対象とした理科研修講

座を充実」させるとともに，「理科研修講座を

受講できない小学校教諭のための，理科の観察

･実験などの充実を図るための指導資料」を早

急に発行するなど，多くの小学校教諭が目にし

やすく即効性がある情報を提供し，これまで以

上に小学校の理科教育を支援する必要があるこ

とは明らかである。

「小学校教諭を対象とした理科研修講座を充

実」させるためには，教科書に掲載されている

観察･実験などに工夫や改良を加え，小学校教

諭にとって，身近な素材を活用していて取り組

みやすい，しかも本質的なものとした教材をこ

れまで以上に開発していく必要がある。

「理科研修講座を受講できない小学校教諭の

ための，理科の観察･実験などの充実を図るた

めの指導資料」は，写真や図を多用し観察･実

験などのポイントを明確に示したものにするこ

とが必要である。理科が専門ではない，理科を

苦手とする小学校教諭にとっても，わかりやす

く読みやすいものとするためには，小学校理科

の教科書の表現が参考になる。指導資料の作成

に当たっては，まず，小学校理科研修講座テキ

ストの充実を図る。特に，「うまくできなかっ

た」「行わなかった」との回答が多かった観察

･実験などには重点をおく必要がある。また，

指導の展開例や観察･実験などのコツやポイン

ト，問題解決の能力を育てるための「児童を支

援するポイント」の充実を一層図る必要がある。

そのテキストに，理科研修講座において口頭で

説明している事項や，観察･実験などの期待さ

れる結果等を追加して記述し，指導資料を作成

する。この資料を全道の小学校教諭に配布する

ことで，全道の児童に観察･実験などや自然体

験，科学的な体験を通し科学的な知識や概念の

定着を図り，科学的な見方や考え方を身につけ

させたい。

おわりに

北海道小学校理科研究会との連携により，今

年度の調査には208名の小学校教諭の協力を得

ることができた。今後，さらに多くの回答が得

られるように努め，初等理科教育の観察･実験

などの実態について調査と調査結果の分析を一

層進め，小学校現場の実態や要望にあった研修

講座を企画運営するとともに，各種情報の発信

に努め，初等理科教育の充実に力を尽くしてい

きたい。
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