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小学校社会科 に お け る情報教育 の 実践
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提案
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堀田 龍也 ，湯澤 斉之 ，平吹 裕

　情報教育を 日常 の教科教育 の 授業の 中で行 っ て い く場合、教科 の 目標 と情報教育 の 目標 が

同時育成 され る よ うに 単元を編成す る必要 が あ る 。 本論 で は 、個／ グ ル ープ ／学級 を 単位 に

した学習活動を積極的 に 組み 合 わ せ 、友 だ ち と の 情報交換 を 主 体 に し て 情報教育 的 に 単 元 を

デ ザ イ ン し た小学校社会科 で の 授業実践 に つ い て 報告す る 。

〈 キーワ ード〉 　情報教育 p 単元編成，授業設計，社会科教育，CSCW

1 ．は じめ に

　学校現 場 で は学 校 5 日制に 伴 っ て 、授業時数 の 確

保や 教育内容 の 精選 が 図 られ っ つ あ る。．一一
方、情報

教育の 重要性 が叫 ば れ な が らも 、
コ ン ピ ュ

ータ の 教

育利用の 研究指定校 の 発表 で は 「情報教育の た めの

時間の 確保が難しい 」 こ とが 指摘 され て い る。

　 コ ン ピ ュ
ータ利用教育 が情報教膏 で はな い こ と は

昨今 よ く言 わ れ る こ とで あ る 。 教膏方法として コ ン

ピ ュ
ータ を利用す る こ と と 、 教育内容 と して 情報活

用能力を 育成す る こ とを 混同 して は な らな い〈1＞。 ま

た 、情報教育 を コ ン ピ ュ
ー

タ リテ ラ シ ー
に 限定 して

考え る こ と も避けな けれ ば な らな い く2＞。 情報教育 は

かな り守備範囲の 広 い 教育内容で あり 、 それ は 日常

の 授業の 中 で総合的に 行われ る べ きもの と考 え る 。

つ ま り、教師が 日常 の 授業を 「情報教育」 の 視点か

ら今
一

度とらえ直 し。日常の 教科教育の 中で 情報教

育を 推 し進 め て い くよ うに 自己の 授業設計 を改善 し

て い く必要 が あ る 。

　 こ の よ うに 、教科教育 の 授業を 「情報教育的」 に

デ ザ イ ン す る 試行 が 多くな さ れ 、教科教育 の 中 で の

擣報教育 の 授業 の モ デ ル が 蓄積 され る よ うな方向に

ならなければ、学校現場で の 情報教育 は系統的 に行

わ れ る こ とに は な らな い 。 本研究で は 、小学校社会

科に お い て 、教科の 黶標を達成して い く方法 の 改善

に よ っ て情報教育を同時に行 う単元の 編成及び授業

実践 に つ い て 報告す る 。

2 ．研究 の 概観

（1 ）小学校社会科の 特性

　情報教育 の 目標 は 、コ ン ピ ュ
ー

タ に っ い て 理解す

る だ けで な く、情報 そ の もの の 整 理 ・
分類の 学習 や 、

発 信 の 学 習 、情 報 モ ラ ル の 学習、情報化社会 の 特徴

な どに っ い て学習させ る とい う こ とにな る 。 こ れら

の 能力の 育成の 授業は 、コ ン ピ ニ
ータを硬 っ た 学習

場面 ばか りで は な い こ とは 言 う まで もな い 。 目常 の

授業 の 中で 情報の 整理 や伝達 の 学習活動を教師 が上

手に用意す る必要 が ある 。

　 こ の よ うな学習活動 は 、小学校で は溶報を 扱 う問

題解決学習として用意 され る こ とが 多い く3＞。 特 に 社

会科 で は多 くの 資料 を扱 う能力 と して 「資料活用能

力」が定義 され て お り〈4＞、情報活用能力の 視点 と似

た学習内容を含ん で い る 。 しか も 「調べ 学習」など

の 主体的な学習に 関す る先行研究 も多 くある 。

　した が って 小学 校 社会 科 は、明 確 な 課 題意識 を 持

っ て 児童 が 主 体的に 学習を進 めて い く際 に 、多 くの

情報処理 活動 を行 わ せ や す い と い う特性を持っ 。

（2 ）児童相互の 情報交換 に よ る情報教育

　情報は 常に 入力／処理／出力 の 過程 を伴 う とい う

性質を 持っ Q 情報教育を 、 児童 に と っ て の 情報の 入

力／処理 ／出力の 機能の 強化で あ る とと らえ れ ば 、

そ れ は 情報の 流れ や 変容の さ せ 方 を 児童 に 積極的 に

意識化させ る こ とに よ っ て 効率的に 育成 され ると考

え る 。 そ こ で 、学習の 中に 個／グル ープ／学級全体

を 単位に した協調活動〈5＞を積極的に組み合わ せ て単

元を デ ザ イ ン した 。 児童が 自分一t人で情報を処理 す

る活動ばか りで な く、友だ ち との 情報交換を主体と

した学習 活動を 用 意 した 。 情報交換 を上手 に や ろ う
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〈 社会科 と して の 目標 〉

  わ が 国が 貿易 の うえ で 外国 と深 い っ な が りを

　 も っ て い る こ と を理 解 し 、 他国 と協調 して い

　 くた め に 、正 しい 国際理解が 必要 な こ とに 気

　 づ く 。

〈 情報教育 と して の 目標 〉

  主体的 に 学習 に 取 り組 み 、協調活動を通 して

　ア〉自 分 に必要 と思 わ れ る情報 を 収集 し、
　イ〉そ の 情報の 自分 に と っ て の 重要度 を判断 し

　ウ）必要 に 応 じて 情報 を整理 ・加 工 し、
　エ）友だちに上手に情報が伝わ るよ うに工 夫す

　　 る こ とが で き る 。

［Fig．1］単元の 目標

と児童 に 強 く意識 させ る こ とが、情報の 収集／処理

／発信の 学習に な り 、 教科内で の 惜報教育 の 方法 と

して 適 して い る と考 え る 。

　 よ うに な っ た 。

  さ らに 、 常 に 単元 の 見通 しを与え 、どん な こ とを

　 どの よ う に して 学習 を進 め て い くの か と い う学習

　方法を明らか に す る よ う心 が け た 。

　本単元の 学習指導過 程 は ［Fig．2］ の よ うな もの で

　ある が 、児童 は 「つ か む」 「深 め る1 厂ま と め る 」

　の 3 段階に よ る学習方法 に 慣 れ て お り、目的を持

　 っ て 学習に 取 り組む こ と が で き る 。

3 ．情報教育と して の 単元の デ ザ イ ン

（1 ）単元 の 目標 の 設定

　通 常 、授業 は 教科 の 目標達成 を 目的 と して 行 わ れ

る 。 そ の 中で 同時 に情報教育を行 うの で あ るか ら、

学習 目標も2 つ の 視点を持 っ たもの に な る 。 本実践

で は 、6 年社会 「世界 の 中の 日本」を題材と して 取

り上げ、 ［Fig．1］の よ うに単元の 目標を設定 した 。

  の 教科の 目標を達成 して い く方法を 、 これ まで の

知識伝授の 授業か ら児童主 体の 協調活動 に よ る情報

交換 の 授業 に 切り替 え る こ とに よ っ て 、   の 情報教

育 の 目標を 達成す る よ うに 単元を編成 して い る 。

（2 ）単元の 学習指導過程 とそ れ まで の 学習指導

　社会科 の 授業の 中で 憎報教育を 行 うた め に ．単元

の 編成 に あた っ て 以下 の 3点 を配慮 した 。

  本学級 で は 、 児童 に 主体的な態度 を 養わせ るた め 、

　社会科 に 限 らず日 常の 授業の 多 くを 児童 の 調 べ 学

　習を中心に 行 っ た 。 常に 自分の 調べ た こ とと自分

　 の 意見を 持 ち 、 そ れ ぞ れ の 意見を出 し合 い 話 し合

　 う こ と に よ っ て 授業 が進 ん で 行 くとい う ス タ イル

　で あ る 。 時 に は そ れらの 意見をグル ープを単位と

　して まとめさせ る こ とに よ っ て 、意見の 違 い を比

　較 した り お互い の 共通 理解を得るよ うな説得 の 学

　習を させ る よ う心がけた 。

  児童 に と っ て の 学習諜題 は 教師が与え る の で は な

　 く、自分た ちで 作 っ て い くよ う に指導 した 。 最切

　はなかなかで きなか っ た が、次第に 、 自分達の疑

　問点 を 出 し合い 話 し合 うこ とで 学習課題を作れ る

　な お本実践 は 、 単元全体 が情報教育として意味を

なす もの で あ る 。 こ の よ うな学習活勤の 組 み合わ せ

を用意す る た め に は 、1 時間 の 授業 の 中で ク ロ ーズ

す る よ うな学習展開で は十分な試行錯誤や猜報交換

が で きな い で 終わ っ て しまう。

4 ．実践 の 内容

（1）　「っ か む一i段階の 学翌指導

　こ の 段階 で は ．，世界の 中 の 日 本 と い う学習範囲で
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［Fig．2］単元 の 学習指導過程
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［Fig．3］ グ ラ フ 化 ソ フ トで の 作成例

今後どん な こ とを勉強 して 行 くの か を見 い だ す こ と

が学習 目標で ある 。

　まず 、自分た ちが 集 め た 日本と世界の 国々 に 関係

の あ る 資料 を グ ラ フ作成 ソ フ トで グ ラ フ 化 す る学習

を行 っ た 。 グ ラ フ化 に は 、「SimpleChart　 Ver1．O」

（株・STELLA） とい う市販 ソ フ トを利用 した 。 こ の ソ

フ トは 、機能が単純 で 操作 が簡 単 な こ とが 児 童用の

ッ
ール に 適 して い る 。

　い か に 簡単な ソ フ トで あ っ て も、そ の 操作 に 思考

を奪 わ れ て い る よ うで は学 習 に対 して は ノ イ ズ とな

る 。 そ こ で 、 まず算数 の 「グ ラ フ の 見方」の 学習で

こ の ソ フ トに 慣 れ させ て お い た 。

　第 1 次で は 、 自分 た ち の 興味あ るデータか ら導入

す る こ とで 、 学習 へ の意欲づ け を狙 っ て い る 。 また

慣 れ た ッ
ール を使 わ せ る こ とで 操作に 目を奪われ ず、

学習 の 本質 に 迫れ る よ うに 配慮 して い る。

　 ［Fig．3］は児童が 作成 した グ ラ フ の倒で あ る 。 こ

の よ うに 名 グ ル ープで い くつ か の グ ラ フ を作 らせ た

あ と、そ れ を教師刪 で 集 め 、さ らに 各 グ ル ープ に提

供 した 。 グ ラ フ の 数 は 57個 とな り 、 グ ラ フ データ ベ

ース が で きた 。 こ の 後 、自分の グル ープ以外の グ ラ

フ を見る時閤を と り、別な 興味や 別な 切 り 口 を知 る

こ とに な っ た 。 作 っ た 児童た ちに と っ て は発表の 場

で あ り、見 る 児童 に と っ て は 情報の 収集／判断の 場

とな っ た 。
一通 り見た あ とで 、グル ープ ご とに 「不

思議 に思 っ た こ と」 「問題だと思 っ た こ と」 を書 い

て 提出 させ た。これ を
一

斉 授業で 整理 して こ の 単元

の 学習課題 と した ［Fig．　4】 。

（2）　「深 め る」段階の 学習指導

第 2 次 く 深 め る 〉 段階で は 、 第 1 次で 作成 した学

習諜題 に 対 して グル ープで 調

べ 学習 を行 い 、自分 た ち の 調

べ た こ とをFCAIの コ ース ウ ェ

ア に す る こ とに した 。 第 2 次

の 最後に お互 い の 作 っ た コ
ー

ス ウェア を見 合 い 発 表 しあ う

た め で あ る 。

　 しか し本学級 の 晃童 は ワ
ー

プ ロ は操作 で きて もFCAIで コ

ー
ス ウ ＝一ア を作成す る こ と は

で き な い
。 ま た そ の 技能は小

学生 に 無 理 に 身に っ け させ る

べ き もの か と い う疑 問 もあ る。自分た ち の 調べ た こ

とを わ か っ て も らい やす い よ うに 系列を考 え て 提示

す る こ とが で き れ ば よ い わ けで あ る か ら、コ ース ゥ

ェ ア 化 は 自動化 した e

　開発 した コ
ー

ス 自動作成 ソ フ トは 、簡単な操作で

文書 フ ァ イ ル を単線型 の コ
ース ウ ェ ア に 変換で き る

もの で あ る ［Fig．5］ Q 操作が 簡単な た め 、授業時間

内 に 何度 も同 じ操作を経験 させ る こ とがで きる 。 操

作 に 時間 と労力が取 られ な い 分 、学習の 本質を追求

させ や す い
。 提示情報の 流 れ を試行錯誤 させ な が ら

考 え させ る こ とが で きる 。

　児童 は 、調 べ た こ とをどん どん ワ
ープ ロ に 蓄積 し、

ある程度蓄積 され た と こ ろ で 必要 に 応 じて 行を入れ

替 え 、
コ
ー

ス 自動化 ソ フ トで コ ース ウ ェ ア に した 。

　各 グ ル ープで コ ース ウ ェ ア を作 っ た 後、友だ ち の

作 っ た コ
ース を見 る時間を と っ た 。 同じ学習課 題 に

対 して 違 う結論を出して い る グル ープ もある 。 こ の

〔Fig．4］話 し合 っ て で きた 学習課 題
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児 童 が ワ ープ ロ で

作成す る フ ァ イル

［Fi9，5］

コ ース 自動作成 ソ フ ト

コ ース 自動作成 ソ フ トで

で きあが る コ ー
ス

あ と 、そ れ ぞ れ の 学習課題 を もとに
一

斉授業で 話 し

合 い を し 、 1 っ 1 っ 解決 して い っ た 。

（3 ） 「ま とめ る」段階の 学習指導

　単元の ま とめ は 、 通常 と同様 に 画用紙や模造紙に

ま とめ さ せ た 。 学習順序 に 従 っ て Q ＆ A 形式 に す る

児童も い る な ど 、 児童は こ の 方法 に は か な り慣れて

い る。決ま っ た大き さの 紙 に 書 くた め に は 、本当に

自分の 伝え た い 部分を精選し、わ か っ て もらえ る よ

うな書 き方 を しなけれ ばならな くな る Q そ の 意味 で

も書 き っ ぱ な しに な らない よう、全員の ま とめ を教

窒や廊下 の 壁 に 掲示 した 段階で 、お 互 い の もの を見

合 っ て よ い まと め方などを学 べ るよ う に した 。教師

もよ い もの に は積極的 に反螂 して み せ 、同じ方法を

取 り入れ さ せ る よ うに した 。

5 ．考 察 と課題

　本実践で は 、日常 の 授業 の 中か ら自分 だ けで 考え

る場を必ず保障し、考え た こ とをみん なで 拙 し合う

こ とで 学習 が深 ま っ て い くこ とを意識 さ せ る よ うに

して きた 。 その た め 、第 1次で グ ラフ を作成され る

段階 で も、第 2 次で コ ース ウ ェ ア を作成 させ る 段階

で も 、 こ れ を ま とめ れば i っ の データ ベ ース にな り、

友だ ち の 考 え を知 る こ とが で き、さらに 画面転送に

よ っ て 話 し合 い に 利用 で き る こ と を児童 は 把握 して

活動を進 め る こ とが で きた 。 また 第 3 次 の ま とめ で

も、自分 の 作成 した もの を見合っ て 評価 し合 う時間

を保証す る な ど、単元全体 に渡 っ て 常に 個／ グル ー

プ／学級全体 で情報を やりと りで きるよ うに 工 夫 し

た。こ れ に よ っ て 児童 は 自分 の 欲 しい 情報 や 伝 え た

い 情報を 強 く意 識 す るよ うに な り、そ の 収集 ・加 工二

・伝達 の 方法を 自発的 に 考 え る よ うに な っ た 。

　本実践 で は 、そ れ ぞれ の 段階 で 、個／ グ ル ープ の

活動が終わ っ て 綴 に 学級全体 の 活動 に移 っ て い くよ

うな ス タ イ ル に な っ て い る Q 個／グル ープの 学習が

進んで い く中 で 、 全体を見渡 して 足 りな い よ うな デ

ー
タ を供給して い こ うと い う態度を 支援す るよ う に

は な っ て い な い 。 そ の よ うな モ ニ タ リン グ機能 を 持

っ た ソ フ トゥ ェ ァ があれば、さ らに新しい学習活動

が 展開で き る と考 え る 。 こ れ は エ ン ドユ ーザ ーレ ベ

ル で LAN が 自由 に コ ン ト ロ ール で き る よ うに な れ

ば実現可能で あ る＜6＞。 CSCW （Computer　Supported

Cooperative　Work．）的 に グ ル ープ ウ ーT．ア が 用意で き

れ ば 、よ りい っ そ う個が 確 立 した実践 とな る 可能姓

がある 。 この 点 は 今後の 課題 と した い 。
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