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　昭 抽 30 年代の 後 半か ら始 ま っ た我 が 国 の 理料 教 育 の 現代化運動 は 、 戦後 の 理 科教育の 画

期的な転換 で あ っ た。
丶【1時を振 り返 りそ の 経過 の 概略 と特微並 びに 展 望を述 べ て み た い ，，

　 1 ．糸釜 1齢 Of） 徽斃 要 　：　 （1＞ ア メ リカ に お け る現 代化運 動 ：　 科学教 育σ）現代化

運動は 、 ア メ リ カで 1950 年代の 後 半か ら始 ま り、 カ リ SL　・L ラ ム 改 革運動 （curriculura 　 r

erorm 　 movement ） と ［IIEば れ た もの で あ る c，当時ア メ リカ で は 、戦時中 の 〜f年 た ちが軍隊 に お

い て 示 した 科学的 素養 が極 め て 低 い こ と 、大学入学者の 科学 的能 力が 低 い こ とが 問題 とな っ

て い た 。
こ れ は 高等学校以 ドの 科学教育 に問題が あ る と して 、 罰 丁教授で あ 一

・ た J、R．　Zachari

as らが 、　 pSSC委員会を設 疏 し政 癖の 援助資金 を得て 、 高校 また は ジ ュ ニ ア
ー

カ レ ッ ジ用 の 物

Bliの カ リ キ ュ ラ ム 研究を始め た 。
こ れ が PSSC物理 で あ り 、

カ リキ ュ ラ ム 改 ・￥，：運動 の 端緒 と な っ

た も の で あ る 。

　 そ の 後 、こ の 運動 は 化学 と生物 へ と広が り、政府 の 多額 の 資金 援助の トで CBA化学 、
　 C｝猟 S

化学 、 BSCS生物 と い っ た 新 しい カ リ ＝t・　iL ラ ム が生 まれ 、我が 困に も紹介 され た
。

こ の 運動 は、

しば しば ス ブ ー トニ
ッ ク シ 三∫ ッ クに よ っ て生 まれ た と 言わ れ る が

、 必ず し も当を得た もの で

はな い 。

　 1960年代 の は じめ まで に 、 こ れ ら高校 向 け の カ リキ ュ ラ ム 改 革が 終 り、初等 ・中等 レ ベ ル

及 び大学 の カ リキ ュ ラ ム 研究が 始 ま っ た
。

そ の 中で 有名 な ウ ッ ズ ホ ー ル 会議が もた れ、そ の

議長 を 勤め た J．Brunerが 、会議の 資料 を ま とめ て 1教 育 の 過程 1 （岩波 詐店）を出1坂し、科

学教育 の あ るべ き姿 を 論 じ、発見学習 の 理 論、教科 の 幕本構造 の 燈 視 、
ピ ア ジ ェ 理 論の 重要

性等を強調 し
、 現代化の 理論付け を した 。

　 1960年代 に は 、初等 中等 の カ リキ ュ ラ ム 研究の プ ロ ジ ェ ク トが 数 多 く設 立 され て 競 い 会 っ

た 。初等 レ ベ ル で は、 ESS（Ele肥 ntary 　 Science　Study）、SCIS（Scie几 ce 　Curriculum 　 Irnprovem

ent 　 Study ）、SAPA（Science　 A　 Process　 Approach ＞の 3 大プ ロ ジ ェ ク トが有名で あ る 。 中等 レ

ベ ル で は、 IPs（lntroduct（）ry　 Physical　 Science）とPSI〈Physical　 Sciencc　 ll）、ISCS （lnterm

ediate 　Science　 Curriculum　 Study）、ESCP （Eath　 Science　 Currlcv．Lurn　 Project）等で あ る 。

そ れ ぞれが 独 自の 理 念 を展 開 して 多様 な カ リキ ュ ラ ム が完成 した 。 しか しこ れ も1970年代に

人る とベ トナ ム 戦争の た め に 総 て の プ ロ ジ ．・．ク トの 活動 は 停 止 さ れ 、隆盛を誇 っ た カ リ キ ュ

ラ ム 改 革運 動 も終 焉を迎 え た 。

　（2）我が 国の 現代化運動 1　 我 が国の 場合は、 PSSC物理 の よ うな 高校理科 の カ リキ ュ ラ ム

の 紹介か ら始 ま っ た 。
こ れ らの 紹 介 は 、ア メ リカ か ら講師を招 き、研修会 と い う形式で 行 わ

れ た 。 続 い て 中学校 で は ESCPと IPS及 び ISCSが 1司様 に して 紹介 さ れ た 。 ま た 、 イ ギ リ ス で 進

行 して い た ナ フ ィ
ール ド物理 と生物 も紹介 され た 。 引 き続 き これ ら の テ キ ス ト と実験 書が翻

訳 され 市販 され て 理科教師 の 関心 を高め た
。

　 当時ア メ リ カ で は 、既に 完成 した 高校の カ リキ ュ ラ ム を 国内の 学校 に 普及 す る た め に 色 々

．な 大学 で 教 師の 再教育 の た め の 研 修会が 開催 され て い た
。 筆者 は ハ ワ イ 大学 主催の 第

…一
同の

研 修会 が 、調 布 市の 軍 事基地 内の 高校 で開催 さ れ た と き 、 ゲ ス ト と して 参加 させ て い た だ き

1）SS　Cを受講 した
。

こ れ が 筆者を現代化 に 没頭 さ せ る大 きな契 機 とな り、 ヒ記 の 中学校 、 小学
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校 の カ リキ ュ ラ ム が開発 されて い る こ と を知 る 奇縁 と もな っ た 。

　 方 文 部省 で は 、昭和 43・44年 度 の 学：習指導要領の 改訂を控 えて お り、 40年 頃か らそ の 協

力者会議を も っ て い た 。 あ る 日 の 協力者会 議 の 席 Lで 調査官で あ っ た関利
一
郎先生 が 、　1文

部省 1こ管 の 理科教育講座 （5 鮒 1｛】で ＊4　r）の 名称 を変 え て 、新 し い 講座名に しな くて は な ら

な い が 、良 い ア イ デ ィ ァ は な い か ［とag，　 ，
−
1
’
、す る と r葉県理 科教 育 セ ン タ

ー
の 小金井 IE 巳 さ

ん が ：そ れ な ら理科 教育現代化講座に した らどうか 、 、関 先生 ［現代化 ？キ ザ だ な あ i。 と

こ ろが次 の 会合で 関先生 か ら i事務官 に話 した ら大変好評で あ っ た の で 現代化に した ｝と報

告さ れ た 。 そ の 後学 習指導要領に 先 蹉 っ て
r
理科教育現 代化 講座 1が 始ま り 、 そ の テ キ ス ト

が 発行 され 、そ れ に そ っ て 、全国の 指導者を対 象 と した 1申央理 科教育現 代化講 座 1が 、 部

、

Tf

．　fy育研 究所で 開催 され 、や が て 現代化 とい う，藻 も い っ の 問に か 1キ ザ 1 で な くな っ た 。

引 き続 き 44年に学習指導要領が公布 され 、 日本中の 理 科教師が 現代化の 道 を歩 む よ うに な っ

た 。 た だ し、 こ れ も中学 校 高等学校が 中心 で あ り、小学 校 は蚊帳の 外で あ っ た 。

2 ＿ 現 代 化 の 脱 張 と 短 所 ： （1）轍 汰 きな変 革は、理科舞 1の H
標 観 の 変更 で あ る 。

’【

〜時 の 目標観 は デ ュ
ーイ の 進 歩 ｝こ義教育の 流れ を 汲 み 、生 活中心 の 考 え

方で あ り 「日常生活 や産 業に 役 立 つ 理 科 i が 第
一
に 強 調 され 、そ の 基礎 と な る科学知識 を理

解 さ せ る こ とが 目標 で あ る と され て い た 。 そ の た め に 指導 内容が 膨 大 に な り、精選 集約 せ よ

と 言う官民の 声に も拘 わ らず、そ れ が で きな か っ た、，現代化で は 、科学 （学悶）中心 の 考え

方で あ り 、 科学観 と技術 観 に 基づ き、科学 と技術 を切 り放 し、 日常生 活や産業 へ の 応用面を

切 り捨 て 、桝学 の 本質を理解 させ る こ とが 目標で あ る と した 。 科学 の 本質は 、 探 求の 過程 と

基礎的基本的 な科学概 念 で あ るか ら、 こ れ ら2 っ を Lな 目標 と し、そ れ を柱 と して カ リキ ュ

ラ ム を組み 、γて よ と い う。
そ の 後、 こ れ が行 き過 ぎて 理 科 の 学習 と 1〈供 の 日常生活 とが乖離

し、理科を 無味乾燥 な もの に して い る嫌 い が あ る
。

（2）当時 は L記 の 1−1標 と並ん で 1科学的態度能力の 育成 1が 目標あ る と され 、 そ の 分析 も

行われ て い た が具体的 な指導法に まで は結 び っ か な か っ た 。そ れ が 探求 の 過程 と探求 の 技 法

（科学 の 方法〉の 導入 に よ り明確 に な り 具体化 された 。 と こ ろが教材内容 と独 x
’
f．に技法や 方

法 を教 え る と い う誤解が 生 じ 、 　1科学 の 方法の
一
人歩 き i とい っ た 非難が で る よ うに な っ た 。

（3 ）当時の 理科教育で も科学 概念 の 重．要 さ は あ る程度鯉 解 され て い た が 、基
．
本的概念は何

か 、科 学概念 の 階層構造 は どうか と、．亨っ た議論 は され なか っ た 。 物質 と エ ネ ル ギー
の概念が

基本的な概念 で あ る こ とが認識 され 、 そ れぞれ の 概念 構造 が分析 され るよ うに な っ た 。

（4 ）当時の 実験指導 は 、 や や もす る と結果を確認 す るた め の 検証実験に 終始す る傾向が あ っ

た 。
こ れ を発 見的 な 実験 に し、オ

ープ ン エ ン ドの 実験 に す る こ とが 強調 され た 。 そ の だめ教

科書 の 実験の 記述 も 「答えの 無 い もの i とな り、，多 くの 教師 を悩 ませ た
。

3 ． 今 後 の 展 望 と 希 望 ： （D 般 鰾 と し禰 斗学搬 と鯨 の 方

法 は 間違 っ て い なか っ た 。た だ し科学 と日常生活や 社会生活 ま た は産 業 と の 関連性 を 目標の

っ に 追加す べ きで あ る 。 そ れ は以 前 の 生 活理科 に帰 る こ とで は な く、学校教育 と実社会 と

の 橋渡 しを し 、 科学知 識の 理解 と定着を増す た y）で あ る 。 そ し て こ の 中 に 環 境教育 と して 、

環 境問題の 科学 的な 処理 の 方法や考 察 を含め る よ う に す る
。

（2 ）科学概念 の 分折 は現 在 もまだ 1一分で は な い
。 学 習指導 要領 の 改訂の 度に 概念 構 造が 曖

昧に な りっ っ ある
。 科学概念の 発達 過程 と難易を分析 し、小中高 の 関連 を 考察す べ きで あ る 。

（3 ）
一
般 に探求 の 技法が軽視 さ れ る傾向に あ る 。 特 に 小学校 に お い て 甚だ しい 。 こ れ は理

科 教育 の 自滅に っ なが る よ うに 思え る 。 また 、そ の 分析が そ の 後殆 ど深め られ て い な い
。

（4 ）学習評価 の 研究が必 須 で あ る 。 これ を改 善 しなけれ ば理 科教育の 改 革は な い
。

（5 ）理科 に限 らず総 て の 教科 に通 じる学習心理 学 と して の ピ ア ジ ェ 理論 が 重要で あ る 。

（6 ）諸外国の 教育情報を入 手す る とき、そ の 価値の 十分 な検講 と取捨選択が必要で あ る 。
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