
研究レポート
research study report●「理論と実践の融合」に関する共

同研究活動とは／兵庫教育大学の
ミッションの一つである「教育実践
学の推進」をより一層図り、その成果
を国内外に発信し、学校現場や教
育委員会のニーズに応えるため、平
成23（2011）年度から「理論と実践
の融合」に関する学際的な共同研
究を教員から公募し展開しています。

（
平
成
25
・
26
年
度「
理
論
と
実
践
の
融
合
」に
関
す
る
共
同
研
究
活
動
に
採
択
）

異
な
る
水
準
へ
の
適
用
を
可
能
に
す
る

「
知
識
の
有
機
的
関
連
づ
け
」に
関
す
る
教
授
学
習
心
理
学
的
研
究

こ
の
研
究
は
、小
学
校
と
中

学
校
の
3
人
の
先
生
に
も

加
わ
っ
て
も
ら
い
協
働
し
て
進
め
た

も
の
で
す
。す
で
に
同
じ
メ
ン
バ
ー
で

「
異
な
る
単
元
ど
う
し
を
関
連
づ

け
る
授
業
の
開
発
」を
行
っ
た
の
で
、

そ
こ
で
の
成
果
と
課
題
を
踏
ま
え

取
り
組
み
ま
し
た
。

　
「
異
な
る
単
元
ど
う
し
を
関
連

づ
け
る
授
業
の
開
発
」で
は
、小
学

校
生
活
科
と
中
学
校
理
科
で
の
授

業
実
践
の
開
発
に
取
り
組
み
ま
し

た
。小
学
校
で
は
、「
恐
竜
」と「
動

物
の
形
と
く
ら
し
」を
関
連
付
け

た
授
業
と
、「
お
店
と
品
物
」「
町

探
検
・
お
店
探
検
」と「
電
子
紙
芝

居
：
マ
グ
ロ
の
旅
」を
関
連
付
け

た
授
業
を
開
発
し
ま
し
た
。中
学

校
で
は
、「
化
学
変
化
と
イ
オ
ン
」

単
元
の
学
習
後
に
生
じ
や
す
い
と

考
え
ら
れ
る「
電
池
」と「
電
気
分

解
」の
間
で
の「
混
乱
」を
取
り
上

げ
、こ
れ
を
解
消
す
る
た
め
に「
粒

子
」の
視
点（
統
合
概
念
）に
よ
っ
て

小
単
元
間
の
関
連
付
け
の
促
進
を

図
っ
た
授
業
を
開
発
し
ま
し
た
。こ

れ
ら
の
授
業
実
践
か
ら
、学
習
者

に
一
定
程
度
の
概
念
変
容
が
認
め

ら
れ
る
な
ど
、関
連
付
け
の
効
果

に
つ
い
て
は

一
定
の
成
果

が
得
ら
れ
ま

し
た
。
同
時

に
、
そ
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
や

対
応
す
る

内
的（
心
理

的
）過
程
に

つ
い
て
、
関

連
付
け
の
モ

デ
ル
を
さ
ら

に
精
緻
化
し

て
い
く
こ
と

な
ど
の
課
題

も
残
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
う
し
た
課
題
を
踏
ま
え
、新

た
に
知
識
理
解
の
3
水
準
論※

に
基

づ
い
て
、学
習
者
内
部
に
関
連
付

け
が
成
立
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て

実
証
的
な
検
討
を
加
え
ま
し
た
。

知
識
理
解
の
3
水
準
論
と
は
、知

識
理
解
の
評
価
に
は
、再
生
課
題

（
知
識
の
直
接
的
適
用
）と
転
移

課
題（
知
識
の
操
作
的
適
用
）に
二

分
さ
れ
る
よ
う
な
水
準
だ
け
で
な

く
、推
論
過
程
そ
の
も
の
に
対
し

て
知
識
を
制
御
的
に
適
用
し
得
る

か
ど
う
か
を
測
定
す
る
第
3
の
水

準
が
用
意
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と

す
る
も
の
で
す
。こ
こ
で
は
、こ
の

第
3
の
水
準
を
測
定
す
る
課
題
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
誤
前
提
課

題（
学
習
材
料
の
内
容
と
矛
盾
す

る
誤
っ
た
前
提
に
基
づ
く
質
問
に

答
え
る
こ
と
を
学
習
者
に
求
め
る

形
式
の
課
題
）を
用
い
た
実
践
研

究
を
紹
介
し
ま
す
。

　

小
学
5
年
生
の
総
合
的
な
学

習
の
時
間
で「
栽
培
植
物
の
不
思

議
を
学
ぼ
う
：
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
編
」

と「
同
：
イ
ネ
編
」の
授
業
を
開

発
し
、授
業
の
前
後
に
誤
前
提
課

題（
4
年
生
に「
イ
ネ
は
花
も
咲
か

せ
な
い
し
タ
ネ
も
で
き
な
い
植
物

で
し
ょ
う
。じ
ゃ
あ
ど
う
や
っ
て
子

孫
を
ふ
や
す
の
?
」と
尋
ね
ら
れ
た

ら
、ど
の
よ
う
に
答
え
ま
す
か
?
）

を
評
価
課
題
と
し
て
組
み
込
ん
だ

授
業
実
践
を
行
い
ま
し
た
。そ
の

記
述
内
容
を
、タ
イ
プ
1（
イ
ネ
も

花
が
咲
き
タ
ネ
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
）、タ
イ
プ
2（
タ
ネ
が
あ

る
こ
と
は
指
摘
）、タ
イ
プ

3（
花
が
咲
く
こ
と
は
指

摘
）、タ
イ
プ
4（
ど
ち
ら
も

指
摘
な
し
）に
区
別
し
、学

習
者
を
対
応
付
け
て
授
業

の
前
後
で
の
変
化
を
見
ま

し
た【
図
】。そ
の
結
果
、過

半
数
の
学
習
者
は
上
位
の

タ
イ
プ
へ
変
化
し
て
お
り
、

授
業
後
に
知
識
の
制
御
的

適
用
と
見
な
し
得
る
発
展

的
な
推
論
過
程
が
生
起
し

て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま

し
た
。こ
の
よ
う
に
小
学
生

を
対
象
と
し
た
授
業
場
面

に
お
い
て
も
、こ
れ
ま
で
大

学
生
を
対
象
と
し
た
学
習
場
面
で

用
い
ら
れ
て
き
た
誤
前
提
課
題
に

よ
っ
て
、知
識
の
制
御
的
適
用
の

様
相
を
測
定
で
き
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。教
室
で

の
教
授
学
習
過
程
を
構
想
し
実

践
を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
、

さ
ら
に
そ
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し

て
い
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
す
。

※
工
藤
与
志
文
２
０
０
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誤
前
提
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題
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「栽培植物の不思議を学ぼう」でのトウモロコシの提示（教師が左手に持っている）

黒
くろ

岩
いわ

�督
まさる

授業実践開発コース教授

吉
よし

國
くに

秀
ひで

人
と

教育コミュニケーションコース�
准教授

【図】誤前提課題の記述内容の変化［イネ編］
（タイプ分けに基づいた変化パターンとその頻度）
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