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【はじめに】

　本発表では、諸外国の動向としてイギリス を

対象とし 、 国か ら示されたナシ ョ ナル ・カ リキ

ュ ラム （以下、NC と表記する） と主として民

間が中心 とな っ て 作成した Twenty　First　CentUi　y

Scienceを取り上 げ、科学教育の 目的論や内容論

につ い て分析 し、それ を踏まえ て わが国の新し

い理科教育課程へ の期待につ い て論じてみたい 。

【誰を対象として、なぜ科学を教える の か一目

的論】

　もとともイギリスでは、伝統的に匳bien  for

Ail［が標榜されてきた。しか しなが ら、［§bience□

や ［All［a）意味すると こ ろは、時代により異なる

場合が多か っ た。1989年に導入された NC で は、
’
断 1」や社会的背景 に限らず、す べ て の児童生徒

を対象 として 科学を学ぶ ことが法律によ り定め

られた。ただ、こ の NC は直接的に私立学校へ

影響する こ とはない。けれども、16歳時にすべ

て の 生徒が学外試験で ある GCSE 試験を受験し、

そ の 試験詳述書 （specification）と教科書は、　NC

に準拠して い るため、間接的には私立学校の 生

徒も NC の影響を受ける こ とになる。

　NC 科学で は、当初か ら学習発達段階 （WS ）

4 （14歳〜16歳）で は、大多数の 生徒が学習す

るモデル と、他の 教科に関す る能力が極めて 高

い ごく少数の 生徒が学習するモデルが想定され

て い た。しかしなが ら、2006 年か ら改訂 された

NC 科学で はすべ て の 生徒が学ぶ べ き最低限の

知識 ・理解やスキル が示され る こ ととな っ た。

　加えて、政府からの独立機関である QCA （資

格カ リキュ ラム当局）は、義務教育段階におけ

る児童生徒の 中で 、学習能力の 高い児童生徒

（gifted　and 　talented　pupils） と学習困難な児童生

徒 （pupils　with 　leamhlg　difficulties）へ の 指導につ

い て も、web サイ トにおい て 具体的な指針を示

しすべ て の能力に対応できるよう工夫して い る 。

　目標に関する NC 科学の
一

つ 特色は、　KS ごと

に到達 目標が示されて い る こ とで ある 。 つ ま り、

NC 科学は、方向目標で はな く、どの 段階まで

に 、何を学ぶか、具体的か つ 明確化され て い る。

　
一
方、QCA の意向を受けて ヨー

ク大学、ナフ

ィ
ール ド財団、OCR （オ ッ クス フ ォ

ー
ド ・ケ ン

ブリ ッ ジ・RSA 試験委員会）などにより、　Twenty

First　CentUry　Scienceが開発され た。こ れは、2006

年度か ら実施された KS　4 を対象とした GCSE

試験科目で あり、そ の根本的な考え方は、21 世

紀の 科 学教育 の あ り方 を提言 した 〔Bayond
2000’ Science　education 　for　the　f註tUre匚加lillar＆

Osbome，
1998）の 考え 方を反 映 して い る 。こ

の 〔Bay■nd　2000［］（Sは、　 「科学カ リキ ュ ラムは、

なぜすべ て の 子どもが科学を学ぶ の かそ の価値

につ い て、そ して、科学を学ぶ経験か ら彼らに

何 を獲得 して もらい たい の か、に つ い て の 明確

なる 目的を含む必要が ある。そ の 目的は、教師

や子ども、保護者に 明
1

快に か つ 簡潔に理解で き

るもの で あるとともに、現実的で あ り達成可能

でな ければならない 」と勧告され 、 その 目的は、

　「児童生徒が 21 世紀に十分満ち足 りた生活を

する ための準備をする こ と」 とされた。Twenty

First　CentUry　Scienceで は、こ の 目的論を考慮 し

て 、 将来の科学技術社会における市民を対象 と

した科学教育を想定 し、その市民を科学的知識

の 消費者として位置づけた。

　 と こ ろ で 、科学教育の 目的論を科学の もつ 教

育的価値か ら分類する と、  実用的価値、  経

済的 ・国家的価値、  教養的価値、  民主主義

的価値に分けられる 。 NC を導入した当時の政

府首脳の考え方は、  や  がかな り支配的で あ

っ た の に対し、Twenty　First　CentUry　Scienceで は、
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む しろ  や  の考え方が強く反映されて い る。

　【どの ような内容を教えるのか一
内容論】

　 まず、NC の 内容選択基準を見てみよう。1989

年 版 の NC 科 学 の 作 業部 会 の 中間報告書

（DESIWO ，
1988）で は、　「学習内容は、幅広く調

和が取れたもの であり、か つ 児童 ・生徒の 興味

関心、知的進歩によ っ て適切で なければならな

いし、加えて現代の技術社会の必要性を反映し

たもの で なければな らな い 」 、　 「科学教育は、

科学の経済的、社会的、個人的そ して倫理的な

関わ りを含むべ き で あり、物理 、 化学、生物の

相互 の 関係を十分に反映 し調和の 取れた もの で

ある べ きである とともに、児童 ・生徒の 日常生

活に経験に関連づけられる べ きである」　「地球

科学 と天文学は現在検討 中で ある」 とされ た 。

そ して、最終報告書で は到達 目標 （AT ）が 22

項目設定された 。 こ の うち、16項目がいわ ゆる

物理的、化学的、生物的、地学的 ・環境的内容

で あり、 4 項 目が科学の方法に関する もの で あ

り、2項目が科学につ い て の 内容であっ た。し

かし、1991年には省令が改訂され、AT （後に、

学習プロ グラム PoS ）は 4 つ （科学の本質や科

学の方法、い わゆる物理的、化学的、生物的な

内容で 、地学的 ・環境的内容はそれ らの
一
部 に

組み込まれ て い る） にま で 削減整理され、こ の

形態が現在まで継承されて い る。

　NC 科学にお ける教授 ・学習内容は、ス キル

を含めた科学の方法に関する知識やスキル と科

学の 内容か ら構成され て い る 。 科学の 内容 には、

科学そ の もの の 内容 （科学概念）と科学につ い

て の 内容が含まれ る 。 義務教育段階を通 して み

ると、これ らの教授 ・学習内容には、初等 ・中

等教育の連続性と
一貫性が認め られる 。

　 と こ ろ で 、こ の よ うな NC 科学 に つ い て

［］Beyond　2000［で は、　「20 世紀中頃の過去を引

き摺っ て お り、 提示されて い る科学は、価値判

断をせず、客観的で公正 と思われる知識体で あ

る と強調され て い る 」 とい う見解が示され、ニ

コ ルソ ン とホル マ ン （Nioolson＆ Holman
，
　2003）

は、NC 科学は、か つ て の物理、化学 、 生物の

集合体の 形をとどめて お り、学習者の興味や科

学の応用とい っ たこ とよりも伝統的な科学の分

類に基づい て いる、と指摘 して い る 。

　これ に対して 、Tveenty　First　Cenait　y　Scienceで

は、市民は科学的知識の プ ロ で デュ
ーサー以上

に消費者とい う認識である 。 その ため、従前的

な科学の概念やビ ッグアイデア とい っ た教授 ・

学習内容の 選択基準ばか りで はなく、市民は

日々 メディ アを通 して科学に触れる機会が多い

ことか ら、メディ ア報道も
一

つ の 選択基準 と考

え られ て い る。そ して 教授 ・学習内容が 「科学

が説明で き得る事実 （Science　explanations ）」 （科

学の 主要な概念）と「科学につ い て の考え （Ideas

about 　science）」 （科学の本質と科学が どのよう

に働くか）と い う考え方から構成されて い る。

前者の 「科学が説明で き得る事実」 は 、 市民と

して 、 ある いは地方や国レベ ルの諸問題でそれ

に対する意思決定に関わる観点や 、人間の 進化

や宇宙論な ど人類の存在条件に関わる文化的に

意義の ある観 点を、提供する もの で あ る。後者

の 「科学につ い て の考えは 」 は、知識ある市民

が科学的知識の本質を知 り、自然界にっ い て の

科学的知識の特徴やそれ らが獲得され、評価を

受け洗練される方法につ い て知る必要がある 、

とい う観点に基づ く内容で ある（Millar，2006）。

【おわ りに
一
新しい理科教育課程 へ の期待】

　学習指導要領の改訂の度に、そ の是非につ い

て 論議される。百家争鳴の議論が起こ る こ とは

重要で はあ る が、ややもする と それ は教授 ・学

習内容の取捨選択に焦点化され、本質か らはか

け離れた議論とな っ て い ない で あろうか 。 そ も

そも、小学校から高等学校までの理科教育は、

どの よ うな人間形 成を意図 し、どの よ うな教

授 ・学習内容の選択基準で あろうか。理科を学

ぶ意義が問われている今 こそ、まずは 、 こ の 理

科教育の哲学的原理が明確に される こ とが求め

られ て い るように思われる。
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