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概念 形成 、概 念 拡 張 、概念 転化 、概 念 転換 、概念 の 理 解

　は じめ に

　構 成 屯義学 習論 が台頭す る以 前の 科 学的

概念の 形成に 関す る研究は 、理 科教 k学 の

測面か ら必ず しも真正面か ら研 究 されて き

た とは 言 えな い 。
〔 1）

こ こ で は 、科学 的概 念

の形成に 関す る議論を整理 して 、 筆者な り

の 素 案をま とめ て み た い 。

五．禾準諄的羅念形成生の 問題点

　 理 科に 関係す る科学 的概 念 は 、複雑 ・単

純 な もの 、 基 礎的 ・基本 的な もの 、 上位 ・

ド位 の 概 念 な どと さま ざまな よば れ万 があ

る こ とか ら も理 解 で き るよ うに 、きわ め て

多様 で あ る c，それ はまた 、学習者 に と っ て

簡 単に理解 で きる もの とそ うで な い もの が

あ る こ とを意 味 して い る 。

　 これ まで 、こ の よ うな多様な科 学的概念

の 内容構成 や指導 は 、易 しい もの か ら難 し

い もの へ 、下位概念か ら一と位概念 へ 、基礎

的概 念か ら基本 的概念 へ とい っ たよ うな方

法が 主 と して と られて きた 。 しか し 、 近年

明 らか に さ れて きて い る学習者の 概念理鯉

の 実態 と概念形 成に 関す る研 究は 、 多 くの

場 合 、こ の よ うな 方法 で は 学習者に なかな

か 適切な概念を形成する こ とが で きない と

い うこ とを明 らか に して きて い る 。

璽 ．これまでの 概念形成に関する研鑑

　例 え は 、Klausmeier らの 概念達 成の 四 レ

ベ ル （具 体性 の 確認 、同一性の 確 認 、分類

の 確認 、普遍性確認の 各 レベ ル ）に 関す る

研 究
 

をあげる こ とが で きる 。 また 、最近

の 研 究で は 、所澤が概 念形成を概念 の 精緻

化 、概念 の 転換とい う二 つ の カ テ ゴ リーか

ら論 じて きて い る 。

（3）

この 二 つ の カテ ゴ リ

ー
は 、基本的に名称は 異な っ て い て も筆者

の 考えて い る もの に ほ ぼ 匹 敵す るが 、 そ れ

以外 に もう
一

っ の カ テ ゴ リーを設ける必要

があ る と考え られ る 。

邏 。概訟の拡藏 、転艦、転換

　 学習者が適 切な概念を形成するた めに は 、

基 本的に 大刷 して 次の 三っ の カ テ ゴ リーか

ら考 え る必 要が あ る 。 それ は 概 念 の 拡 張

（coficePtval 　develoPment）　、　車云イ匕　（con −

Ceptt 】al　 reSOIution ） 、 転換 （COnCeptual

exchange ）で あ る 。
こ うした考え方は 、 理

科の 内容構成や指導な どにお い て 考慮 され

る必要が ある し 、 学習者 の 理解 とい う側 面

か らみて きわ めて重要 で あ ると考 え られ る 。

（1）概念 の拡張

　 こ れは 、学習者が 科学的概念を理解 しよ

うと して 既有の 概念との 異同 、 弁別 、 統合

な どを行 う過程 を主 と して 意味 して い る 。

した が っ て 、概 念拡 張は学習者の 既有の 概

念 と科学的概念が学習者に と っ て そ れほ ど

違和感の ある もの で はな く 、 教 師の指 導や

学習 に よ っ て 既有 の 概念 よ りも適 切な概 念

に形成す る こ とがで きる 場合をさ して い る 。

つ ま り、学習者の 認知構造 の 基本 的な枠 紐

みを作 り替えな くて も 、 そ の 基本 的枠組 み

を拡 張すれば科学的概念を理解 で きる場 合

に 当た る の で あ る ，，

　概念 の拡張は 、科学的概念の 中で 学習者

に と っ て比 較的分か りや すい概念 、 例えば
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分類の 概念な どが これに相当する と考え て

よい だろ う 。 また 、 学習の 方法と して 用い

るの で あれ ば 、こ れ まで に 用 い られ て きた

概念地 図法 な どが当て は まる と言えよ う 。

　（2）概念の 転化

　 学習者 の 概念 形成 は 、概念拡 張だ けで適

切な もの に なる とは 限 らな い 。 む しろ 、 そ

うで ない こ との ほ うが多い と言えるだ ろ う 。

その よ うな場合に 概 念の 転化 とい う過程 が

必要 に なる 。
こ れは 、学習者の 既有の概念

が 科学的概念とい くぶ ん 調和 しな い よ うな

場 合に相 当す る 。

　 要す るに 、学習者 が既有の 概念を単に拡

張す るだ け で は適 切に な らない 場合で 、 既

有 の 概念 を変形 した り 、 変化 させ た り、転

化 す る必要があ ると きで あ る 。 い わば 、既

有 の 概念の 部 分的修正 を必 要 と して い る と

きで あ る 。

　 こ の 場合は 、学 習者の 既有の 概念の み で

は 概念の 弁別 や統 合が起 こ らず 、そ の まま

の 状 態で は 科学的概念を理解で きな い こ と

に な る 。 した が っ て 、 こ の よ うな場 合は 、

学習者の 既有 の 概念 の 不 適 切性 に気づ かせ

る よ うな内容構成と指導場面の 設定が 重要

に な る 。 認知 的葛藤な どの導入 は 、 概念転

化 の
…一

方法 で ある と考え られ る 。

　 こ の よ うな概念の 転化は 、学習の 方法 と

して 用 い られ て い る事 例 と して は 、事例

（象）面接 法が相 当 して い ると考えて よい

だ ろ う 。

　 た だ 、概念形 成の どの 時期に 概念転化 と

い う過 程を導入 した らよいか に つ い て は明

らか に されて きて い ない 、，

（3）概念 の 転換

　 こ れ は 、学習者が 既有の 非科学的な概念

を 捨て 、新 しい科学的概念を受 け入 れ る過

程 をい う 。

　例 え ば 、 学習者が 物理的囚 果関係 に つ い

て ア リス トテ レ ス 的な考え方 を して い る場

合 、 教師の 指導や学 習に よ り、ニ
ュ 　
一一トン

的 考え 方を受け入 れ るよ うな場合を い う。

学習者が 自分 自身で 、 科学 的な概念 を構 成

す るこ との 重要さは 、 か ね て か ら繰 り返 し

説かれ て きた 。 しか し 、 い くら大 切で あ る

と い っ て も 、 天 才 と い われ る科学 者 た ちに

よ り過 去400年以一ヒに わた り作 り上げ られて

きた科学的概念を 、学習者 自身が 限られ た

時間の 中 で理解 す る こ とは 、 至難 の わ ざと

言え るだ ろ う 。

　理科の 学習の 対象 とな っ て い る科学 的概

念の 多 くに 対 して 学 習者 が理解す る ため に

は 、ま さに こ こ で あげた概 念の 転換を必要

とする もの が きわめ て多 い 。どの 概 念 も同

じよ うに 内容構 成 した り指導 ・学習すれば 、

その ま ま理解 で きるよ うに な るわ けで は な

い の で あ る 。

　ただ 、こ こ で あげたよ うな概念の 転換 と

い う過程は 、 学習者 の 既有の 概念 と真 っ 向

か ら対 立す るもの で ある の で 簡単 に で きる

もの で は ない
。 しか し、理解の た めに は 、

概念 の 転換 とい う過程をた ど るこ とが ど う

して も必 要なの で あ る 。

　おわ りに

　 こ こ で あげた機念形成に おけ る三 つ の 過

程 は 、学習者の理 解とい う視点か ら考え る

と 、こ れ まで の よ うに 科学 的概念の 内容構

成や 指導が どれ も同 じとい うや り方 は不適

切で ある こ とを示 して い る 。 しか し、どの

科学 的概 念が 学習者 に と っ て概念の 拡 張 と

い う過程 を 丸転化 を 、あ る いは 転換 を必 要

と して い る の か 、まだ まだ 調査 ・研究 しな

ければな らな い 課題 は 多い 。 研究を深め て

い く必要性を痛感 して い る 。

　　　　　　　　 儘 ）
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