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　　　小学校理科生物領域で の 教材開発に おけるマ ル チメ デ ィ ア の活用 に つ い て
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あ らま し

　高度情報化 の 進展に ともな い ，教育現場 に お い て も社会 に 主体的 に 対応 で き る児童の 資質や能力を育成する

こ とが重要視 さ れ て きた 。 小学校 に おい て も情報教育推進 の た め情報機器等 の 整備が進む な か，筆者 らは 各教

科 の 授業 に お け る マ ル チ メ デ ィ ア の 効果的利用，児童か主体的 に 学ぶ 道具 と して の 活 用 に 関 して の 有効 な教 育

方法 ・技術を実践を通 して 探求す る必要があ る と考え る 。 本研究で は，小学校 理 科 生 物学習用 マ ル チ メ デ ィ ア

教材 開発 に つ い て 述 べ る 。

〈 キーワー ド〉 マ ル チ メ デ ィ ア，教材作成，ソ フ トづ くり，小学校理 科

1 ， 教育とマ ル チ メ デ ィ ア

　情 報化 社会の 変 化 に 対応す るた め ，私た ちは情報

とい うもの に つ い て ，どの ように 対 応 し，取 り扱 っ

て い くか とい うこ とを考 え て い か な け れ ば な らな い 。
そ の た めに も，自分に 必要 な情報を的確 に 選択 し，

そ れを正 し く判断 して 上 手に 活 用す る 能力，さらに

情報を新 しく創造 した り，正 確 に 伝達す る能力 （情

報活用能力）を身 に つ ける こ とが必要とな っ て くる 。

そ こ で，小学校 に おける情報活用 能力 の 育成とい う

観点か ら考え る と，児童 が
冖
自 ら 日標 を 定 め，何を

どの ように 学ぶか一とい う主 体 的 な 学習 へ の 態 度を

養 うこ とが大切で あ る 。 さ らに は 学習 した 内容が身

近 に 活 用 さ れて い る こ と を体験す るこ とで，学習 へ

の 興味 ・関心が さ ら に高ま っ て い くと考える。

　こ の よ うな状況の な か ，教育現 場 に お い て も コ ン

ピ ュ
ータ等の 情報機器 の 導入が進 み，多様な情報メ

デ ィ ア を統合化 して 取 り扱 うこ と が で きる マ ル チ メ

デ ィ ア パ ソ コ ン が 普及 して きた。以 下 に マ ル チ メ デ

ィ ア の 性質をあげる 。

　   マ ル チ モ
ー

ド

　　　　コ ン ピ ュ
ータ データ，文字，音声，静止画，

　　　動画などの多様な情報を 自由 に 組み合わせ た

　　　 り，引き出 した りで きる。

　  イ ン タラクテ ィ ブ

　　　　双方向性，対話性を もつ 。

　  コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン

　　　　ネ ッ トワ
ー

クを通 して 外 に開かれ て い る 。

こ れ らの 性質を教育の 中に 活用 し，文字，音声，映

像 （静 止画 ・動画 ） な どの 情報を，児童また は指導

者が必要に 応 じて選択 し，関係 づ けで きるよう，具

体的 な教育内容
・
方法を明 らか に す る 必要が あ る 。

　小学校指導書 （
一

般編
．
）に おい て は ，　「コ ン ピ ュ

ータ に つ い て は ，小学校 で は そ れ に慣れ 親 しま せ る

こ と を基本 として お り教科 の 揖導の 効果を高める観

点か ら利用 した り，ク ラ ブ活勤 で 利用 した りす る こ

とが 考え られる。： とあ る 。
っ ま り，小 学校 で は コ

ン ピ ュ
ータの 仕組 み や機能に っ い て 理解 させ るよ り

も，学習 や 表現 の 道具 と して の 活用が基本 に な ると

考え られる 。 そ こ で ，こ れ か らの マ ル チ メ デ ィ ア の

効果的 な利用 や 、児童か主体的 に 学ぶ道具 と して の

活 用 に つ い て 考え て みた 。学校教 育 に お け る マ ル チ

メ デ ィ ア の 効果を，次 の 3 つ に 分類 し，そ の 内容を

示す。

　  学習内容が深マ ル

　　　　学習 へ の 動機 づ けを高め た り教材 の 内容を

　　　よ り具体化 す る こ とで 内容 の 理解が深 ま る 。

  指導の方法が広マ ル

　　　　理 解や 思 考を助ける手段 と して ，授業 の 活

　　　性化 が で き有効 で あ る n 従 来の 教育機器 に な

　　　い 双 方向性をもち，ネ ッ トワ
ー

クの 利用 も可

　　　能 に な っ た 。

  児童 の 表現方法が高マ ル

　　　　情報を送 る児童 の 考え を受け手側 に 理解 さ

　　　せ る た め の 表現 の 方法が ふ え，送 り手が選 ぶ

　　　メ デ ィ ア が 増え た。

2，マ ル チメデ ィ ア教材 fたんぽぽの ひみ つ 」 の 設

　計 と 構成

　文部省 の r情報教育 に 関 す る 手 引 き 』 で は 学校教

育の 活用 とい う観点か ら表 1の よ うな 分類がな され

て い る 。

　　表 1 学習指導用 ソ フ トウェ ア の 分 類
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　学習指導 の ソ フ トウ ェ ァ に は ，全体的に 反復練習

を基本と し た ドリル 型の ソ フ トや，解説指導型の 説

明 ・理解や確認 を して 個に応 じた 指導に 利用 されて

い る ソ フ トが多 く見 られ る。教材 として それぞれの

ソ フ トの よさや特徴 を生か した活用 の なか で 効果も

あ る こ とを認め る が，教材の 構成に も っ と発展牲を

も た らす もの を期 待 した い 。 つ ま りコ ン ピ ュ
ー

タだ

けの 世界 に 留 ま っ て い るの で な く，課題を提起 し児

童 に 興味 を喚起 さ せ ，行動 に 移 させ る よ うな教材は

で きな い だ ろ うか と考えた 。 今回
冖
た ん ぽ ぽの ひ み

つ ．1 を作成す る の に あた っ て 以下 の よ うな 点 に留意

した 。

　 NEC ス
ーパ ーYUKI で 作成し た教材 ソ フ ト

「た んぽぽの ひ み つ 」の 構成

  問題 コ ース 　 ⇒ 知識を つ ける

　　　 2 〜 3の 選択肢に よる正 誤問題 とした n

  博士 コ ーナ ー ⇒ 考え る

　　　問題 に対 して 自分 の 考え をノー
ト記 入 さ せ解

　　答 と比較させ るよ うに した 。

  観察 コ ース 　 ⇒ 調 べ る ・作 る

　　　児童は 生活 体験が少な くな っ て い る の で 問題

　　に
「

や っ て み よ う」 と 問い か け の 形式 で観察や

　　体験学習に 結び つ くよ うに 工 夫 した 。

さ らに 発展さ せ て ，各個人で テー
マ を決め そ の テ ー

マ を解 決させ る手 だ て を も教材 ソ フ トに 入 れ て み た 。

以前 6 年生 に 論文 づ くりを試 み た こ とがあ る、 「○

○○ の ひ み つ 』　『○ OC に つ い て 」 な ど，児童が 目

標を決め て 調 べ 学習を し、調 べ た こ とを ノー トに ま

とめ発 表 させ る とい う取 り組 み で あ る。目 標 や 自分

の や るべ き内容 が明確 に な る と児童が 自主的 に 活動

した こ とがあ っ た 。 この よ うな こ とをマ ル チ メ デ ィ

アで 表現する こ とが で きるな ら，内容が さ らに 深 ま

り，マ ル チ メ デ ィ ア の 特性 で ある長期保存 もい か せ

る，

3 ．題封設定の 理 由

たん ぽぽ の x 　 つ 　
驢

ん だ理

  たん ぽぽ は 誰もが知 っ て い る身近 な植物で あ る 、

  あず ら しい 白花たん ぽぽが瑞穂 町 内で見られ る 」

  花 ・種 ・根 な どに た んぽぽ ら しい 特徴が多 くあ

　 り発見 した り，調 べ た りす る こ とが で き る。

  外来の た ん ぽぽ の 分布 を調 べ る こ とで，地域 の

　特性 を知 る手がか りとす る こ とが で きる。

  国語の 教科書 「た ん ぽぽ の ちえ』光村 図書 出版

　に 掲載さ れ て お り，説明文を よ り映像 化 し理解

　 しやす い もの に し よ う と考え た 。

　 さて ，理科 の 学習指導要領 に は ，具体的 な 素材 は

示 され て い な い の で ，地域や児童 の 実態を ふ まえ活

動 を想定 しなが ら，素材 を選択 し教材化す るこ とが

大切で ある 。 また，継続的 に観察する こ とをね ら っ

て ，物事に 対して 予想を 立 て た りしなが ら関 心 をも

た せ る こ とも必要で ある 。

　学習活動が，目標達成 に 向か っ て 確実に 積み 上げ

られ て い くた め に は，学習課程 を具体的 な 活 動に よ

っ て 連続的 に 発展す るように 構 成 させ る こ とが大切

で あ る 。 児童 の 学習態度が深 まる場面 を分析す ると，

次 の 場面 で は な か ろ うか 。

　 見方や考 え方を深めて い く場面

　 自然事物 ・現象 に 働 きかける場面

　疑問 や 問題を意識を もっ て 解決す る場面

まさに 教 材開発 に 必要な事項 と考え る。前述 し た 3

コ ー
ス を設計 した意図 もこ れ らの 場面 に 合致す るの

で あ る 。

4．まとめ と今後の課題

マ ル チ メ デ ィ ア の 活用 で

  学習に 関する情報の 提供が豊 富 に なる。

　  教育 ・学習方法の 改善と充実がなされる。

　  生涯学習 の 場へ と拡大され て い く。

こ とが一般的 に い える 。
こ の 教材 づ くりを通 して

・学習内容で は 　た ん ぽぽ に つ い て の 理解 は もちろ

　 ん 生物 とそ の 環境 に まで 広め る こ とがで きる

・指導の 方法で は ， プ リ ン ト，挿 し絵や写真以上 に

　そ れ ぞ れ の メ デ ィ ア を融合 し て有効 に 使用 で き，

　児童 に 理解を深 め させ る こ とが で きる

・児童 の 表現方法 で は，問題提起 と して植物 に 対す

　 る興味を持 た せ るき っ か け と な りf 観察をす る 児

　童が で て くる

と考え る。さらに、事実を覚 えるばか りで な くその

事実を次に 発展 さ せ る こ とが望 まれ る 。 理科 の ため

の 理 科で な くr 日常生活 の 中で 役 に 立ち，生 涯 の 知

恵と し て 身に 付 くよ うな 理科教育 で あ り，科学的な

見方が で きるよ うに して い く必 要があ る。そ の た め

に も，メ デ ィ ア の 特性を考え た 授業 で の 活用 が 望ま

れ る 。 今後，開発 した マ ル チ メ デ ィ ア 教材 「た ん ぽ

ぽ の ひ み つ 」 を授業 で実践 し教 育効果 を検証 して い

きた い e
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