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中学校 ・高 等学校 に お ける情報教育 の体 系化 に 向けた教科書分析

　　　　　　　　　一 情報モ ラル 教 育に 着 目 して一
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　情報社会の 「影」 へ の 正 し い 理 解 と対処法の 習得は ，情報社会 に 主体的に参画 するた めに必 要

な素養で ある と 言 え るが
， 情報モ ラル に 関する 教育は ，他の 分野 よ り軽視され が ちな傾向にある．

　本研究で は ， 情報 モ ラ ル 教育を行 う教科書に 記述 され る単語を，学校種別 ，出版教科書会社ご

とに分析 ・分類 し，体系 的な情報 モ ラ ル 教育 に資す る こ との で きる基礎的資料の 作成 を行 っ た．

共通 の 単語 に着 目した分析結果 か ら，中学校 「技術科」 教科書 と高校 「情報科」 教科書の 間には

一定 の 体系性がある こ とが 明 らかに なっ た．
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1 ．研究背景

　今 日，情報社会 の 進展 に 伴 い ，SNSサ イ トや

ウ ェ ブ ロ グ，電子掲示板 の 不用意な利用に よ る

トラブル や著作権 ・肖像権の 侵害など，情報社

会 の 「影」 の 部分が顕在化 し，社会問題 とな っ

て い る．

　現行の 小学校 ・中学校 ・高等学校学習指導

要領で は，総則内の 指導計画 の 作成等に 当た

っ て配慮すべ き事項の 中で ， 児童 ・生徒が情

報手 段 と情報 モ ラ ル を身に付け ， 適切 に活用

で きるよ うにするた め の 学習活動 を充実する

こ とが記述 されて い る
Du）3）．

　現行の 高等学校学習指導要領解説情報編で

は ，情報活用の 実践力 ，情報 の 科学的な理

解，情報社会に参画す る態度を 育成す るため

に ，　 「義務教育段 階にお ける情報教育の 成果

を踏まえ，高等学校にお い て確 実に身に付 け

させ る とい う視点 を重視す る」 と記述 され て

い る
4）．

　 こ の よ うに ，義務教育段 階に お け る情報教

育 と ， 共 通教科 「情報」　 （以下 ，情報科 とす

る） の 間には指導内容 に体系性 が求め られて

い る．

　 しか し，実際には情報教育に 当て られる時

間数 が少 ない とい っ た問題や，　 「技術 ・家庭

科」 技術分野 （以 下，技術科 とす る）で 学習

した 内容 と同質の もの が情報科で も行われて

い る問題 など，情報に関す る知識 ・技能 の 習

得に 十分 な教育が行われ て い な い 現状が あ る
5｝6〕

　学習指導要領に明記 され た内容が 実際には

行われて い ない 理 由と して ，  教員の 質的不

足 ，   生徒の 学力的不足 ，   教科書の 質的不

足 の 3 つ の仮説が考え られ る．  ，  は澤 田

等（2008）に よ り，指摘，研究 されて い る
6）

が ，  の 教科書の 質的不足 の 問題 につ い ては

十分な研究が な され て い な い ．

2 ．研 究目的

　本研 究で は ， 体系性 が 求め られ て い る情報

教育の 実態を，　 「技術科」 ，　 「情報科」 の 教

科書の 校種，出版社 の 違 い に起因する単語の

取 扱い に 着目 した調 査をお こ な うこ とで 明ら

か にす る こ とを 目的 とす る．

3 ．研 究方法

　採択率 と中学校 ・高等学校 と の 関連性 な ど

を中心に調査対象 とす る教科書を選択 し，教

科書ご とに 自己組織化 マ ッ プ を生成 し た ，そ

して ， す べ て の 教科書に 共通 し て 記述 され る

情報教育との 関連が高 い 単語を抽 出して ，自

己組織化 マ ッ プ上 に マ ッ ピ ン グ され た語周辺

の 語 の 学校種別 ・教科書別の 変化 を分析 し

た ，

4 ，調査 ・分析結果

（1）教科書の選択

　本研 究で は ，中学校 と高等学校にお ける情

報教育の 体系性 に 着 目した 分析 を行 うた め ，

以下 の 4 点を選 択 の 条件 として設定 した．

  「技術科」 、 「情報科」 の 教科書を両方

　 とも出版 して い る出版社で ある点

  採 択 率 の 高い 教科書で ある点

  情報 モ ラ ル 教育 の 内容が充実 し て い る 点

  履修率が 高い 科 目で あ る点

　こ れ らの 点 を踏ま え，本研究で は 「技術

科」 か らは 3 社 3 冊，　「情報科」 か らは 3 社

4 冊の 計 7 冊 を分析 の 対象 とする こ とに し

た ．分析対象 とした教科書を表 1 に示す．

（2）単語の抽出に つ いて

　生 徒が実際に教科書内で 記 述 されて い る 単

元や 単語 等の 内容を どの よ うに 読み 取 っ て 内

容を理解する の か を 目的 と して 分析 を行 っ た．
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表 1 ．分析対象と した教科書と調査 ペ ージ数

校種 出 版社 教科書名 ペ ージ 数

中 A 社 技術 ・家庭A 11P

中 B 社 技術
・
家庭 B 2P

中 C 社 技術 ・家庭 C 3P

高 A 社 社会と情報A 42P

高 D 社 社会 と情報 D1 17P

高 D 社 社会と情報D2 19P
高 C 社 社会と情報 C 12P

　
一

般に教科書分析 で 形態素解析 を行 う際に

使用する コ
ーパ ス は未知の 言語や 専門用 語 の

教師デー
タがな く ， 正 しい 専門用 語 を抽出す

る こ とがで きない ．

　そ こ で，形態素解析 ソ フ トウ ェ ア
7）

と専門

用語 自動抽出Per1モ ジ ュ
ー

ル
8＞9＞

を用 い る こ と

で ， 対象と した教科書に記述 された用語全 て

を集約す るユ
ー

ザ辞書を作成す る こ ととした．

（3）教科書分析に つ い て

　単元 や 文章の 構造や，含ま れ る単語 の 関係

性 を調査す る こ とを 目的に ，単語同士 の 関連

性 の 強 度を座 標間の 距離で 表現で きるこ とが

特徴の 自己組織化 マ ッ プを用い るこ ととした．

　 松原 （2008）は，自己組織化 マ ッ プ を応用

し ， 単語 の 関連か ら理科教科書の 内容全 体の

構造を分析で きる こ とを示 して お り ID），自己

組織化 マ ッ プは ， 質 ・量的側面か らの 分析が

可能で あ り ， 教科書の 詳細な分析 ，調査を行

う上で 有効で ある と考 え られ る．

（4＞単語の分析結果

　専門用語 を抽 出 した後 に 自己組織化 マ ッ プ

を用い た教科書分析 を行 っ た結果か らは ，  
校種に着 目 した分析で は ，　 「技術科」 教科書
で 記述 された単語 が

，　 「情報 科」 教科 書 で

は，よ り具体的な説明が され るか ， 複合語化

す る傾向がみ られ る こ と，  共通 の 専門用語

に着 目した分析結果で は，それぞれ の 校種ご

との 専門用語周辺 に，同じ単語や同 じ意味を

持 っ 単語 が出現 して い る こ と，  出版社に 着

目 した分析結果で は 、両校種 の 教科書を発行
し て い る場合 ， 特定 の 専門用語 の 周囲に出現

す る単語 の 出現度数が
一

方 σ）校種の 教科書 に

偏る傾向にある こ と，が明 らか とな っ た ．

5 ．考察

　各種分析 ・調査 か ら  「技術科」 教科書で

記述 され た単語 の 多くが，　 「情報科」 教科書

で具体化 ， 複合語 化す る傾向が見 られた こ

と，   共通 する専門用 語では，多くの 出版社
は校種 ご とに専門用語 の 持 っ 意味を変え つ つ

も，同
一

の 校種の 場合，専門用 語に 対 し て他

社 と同様 の イ メ
ージを持 っ て い る と い うこ

と ，   両校種 の 教科書を発行す る出版社 の教

科書では ，　 「情報科」 に記述 された 単語が

「技術科」 よ りも単語の 意味 が深化 して い る

わけでは ない こ と，専門用語の 周囲に出現す

る単語の 重複が少ない 傾向にある こ と， が指

摘で きる．

　こ の こ とか ら， 仮説 と して 挙げた 「  教科

書の 質的不足」 は ， 同
一

出版社 の 教科書 に限
っ て は立証 で きな い と い え，各出版社 共通の

単語 と同
一

出版社 に着 目した分析結果か ら

「技術科 」 ，　 「情報科 」 間に，連続的な体系

性がみ られ る こ とが い える．教科書 に体系性

が 見 られ たこ とは，出版社が教科書の 構成を

学習指導要領 に忠実に準拠 した 結果で ある と

い え ， 教科書に記 述 され た内容を踏ま えた学

習を行 うこ とが ， 情報 モ ラル 教育に とっ て 重

要で ある とい える．

6 ．今後の 課題

　今後は，教科書 ・出版社間の 違 い に 着 目 し

た，よ り体系的な情報教育に資す る こ との で

きる基礎的資料 とした い ，その ため に も，作

成 した ユ
ーザ辞書の 精度 を改善す る予 定で あ

る．
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