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1　 研 究の 目的

　教授学習論研究に お い て 、学習者がすで に獲得

し て い る先行概念を、認知的葛藤を通 して 科学的

概念 へ と変化 させ る要因や、そ の 変化 の プ ロ セ ス

を明 らか にす る こ とは関 心 の 高 い テ
ー

マ の ひ と

っ で あり、様 々 な教授方略が 提案 され て き た。そ

れ らは認知 論 的 ア プ ロ
ー

チ と社会 文化論的 ア プ

ロ
ー

チ の 2 つ に 大別 す る こ と が で き
D 、高垣は両

者の 融合に よ る 授業が重要で あ る と指摘 し て い

る 。 し か し 、 高垣 は 理科教育に おけ る社会文化論

的ア プ ロ
ーチ に よ る研究は 少ない こ と も指摘 し

て い る
2 ）。

　例えば、認 知論 的ア プ ロ ー
チ の 教授方略 の ひ と

っ と し て 、概念 変容 モ デ ル （Hashweh ，1986）が挙げ

られ る。ツ ァ イ は、こ の 概念変容 モ デル の 枠組 み

を拡張 させ コ ン フ リ ク トマ ッ プ
3 ）

を提案 し、

CQnflict2を解決す る ため に 、先行概念 と矛盾 す

る事象 の 提示 に加え、思考 の 世 界 に置 い て 、「科

学的概念に 関連 した他 の 適切な概念 （科学的概念

を補足説 明す る もの 、過 去 の 知識 を再 生 させ る も

の ）」 な どを提示す る必 要性 を指摘 し て い る 。

　一方で 、社会文化論 的ア プ ロ
ー

チ の 教授方略 の

ひ とっ に、相 互 教授
4 ）

や参加者 の 構造
5｝
が存在す

るが 、本研究 は社 会文化論的 ア プ ロ
ー

チ教授 法 と

して 、相 互 教授 の 理 論 を 背景 に パ ネル デ ィ ス カ ッ

シ ョ ン 法 を理科授 業に導入す る こ とを試み た 。

　そ こ で 、認 知的側面 か ら コ ン フ リ ク トマ ッ プ

（Tsai， C， 2000） を用 い 、社会文化 論的側面 か ら

パ ネル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン を用 い る。そ し て 、両者

の 融合を図る こ とで 、学習者が認知的葛藤を通 し

て科学的概念に深化す る社会的要因や、そ の変化

の プ ロ セ ス を明 ら か に する こ とを本研 究 の 目的

とす る。

2 　研究の 方法

（1 ）調査対象

　群馬県内 の 公 立小 学校 3年生 （4 ク ラ ス 120人 〉

うち 1 クラス にデ ザイ ン した授 業 を実施

（2 ）調査方法

　子 どもの ワ ーク シ ー トの 記述、授業 の VTR記 録

及 び IC レ コ
ーダー

による音声記録 を用 い た発話

プ ロ トコ ル 、授業実施 前後 の 質問紙 か らの 分析 を

行 っ た。

3　結果及 び考察

　 Conflict2 を生 じさせ る局 面 で 教 師は、科学的

概念 と し て の 「もの の 重さは 形と関係が ない 」 と

先行概念 と して の 「形 が変わ る と重 さが変わ る 」

の 両者を パ ネル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン とい う方略 を

用 い て討論させ る こ とで Conflict2 の 生起を促

した 。さらに、学習者 自身が 持 っ て い る先行概念

を言 語 で 外化
・内省 させ 、他の 児童 の もつ 様 々 な

先行概念や科 学的概念 に触れ る こ とによ り、先行

概念 と 矛 盾 する 事象に 遭遇 し た 際 の 概念変容が

促進 され た 。 本研 究 の 対象 と した全 6時 間の 授業

の うち、パ ネル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン を実施 し た 2

時間 目 の Conflict2と 3 時間 目の 観察・実験を経

験 し て 得 た 「もの の 形 を変え て も重 さは 変 わ らな

い 」 と い う概念は 、4 時間 目の 「置 き方を変え る

と 重 さは変わ る か 」に 対する予想 の 局面 で 活用 さ

れ、社会的文脈に よ り 生起 され た認知的葛藤を通

す こ とで、明確 な根拠 に基 づ く予想が 行 えるよ う

に な っ た。詳細 に っ い て は 当 日発 表 す る。
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