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1 ．背景

　子 どもが何か を学ぼ うとす る時 、 そ こ には子

ども固有の 概念が あ らわれ る 。 科学的にτEしい

概念 では な い に して も 、 子 ども の 学び に つ なが

る概念 と して、重要 な働きを示 す 。 森本
2 ）

に

よれ ば、これ を preconception と して とらえ、

意味を持 つ も の と して捉 える べ きだ と述 べ て

い る。ま た 、こ うい っ た 子 ども固有 の 考 えは 、

子 ども の 感性 や そ の 経験や体験 に よ っ て も 変

化す る。 ヴィ ゴ ツ キ
ー 3 ）が 指摘す る思考 の 媒

介 と して の 働 きを持ち、学び を深 め て い く過程

にお い て 重要な役 割を持 つ と考えられ て い る。

こ うい っ た指摘 は 、ブ ル ーナ ー 5 ）が 指摘す る

「ナラテ ィ ブ 」で説 明す る こ とが で きる と考 え

られ る。そ れ は 、子 どもの 思 い や願 い に そ っ た

ス トーリー作 り、言い 換えれぼ経験 と体験 を結

び つ ける概念が 構築され て い る と考え られ る 。

　本 実践 にお い て は 、
上 記考 え方 に基づ き 、 子

ども固有 の 表現 に着 目を し 、 学び の 過 程に見 ら

れ た 表現 に つ い て 報告す る 。

2 ．実践の 視点
・子 ど もの 表現を学び に生 かす こ と。
・
子 ども の メ タ フ ァ

ー
な ど の 表現を生 か し、顕

在的な要 素と潜在的な要素を加 味しな が ら、動

的 カ リキ ュ ラ ム を検討 する 。

・
preconception を生 か し て 、子 ど もの 動機付

けに つ なげて い く。
・教員 ・生徒 が楽 し く授業に 取 り組 め る雰囲気

や見取 りをもて る ようにす る。

3 ．実施概要
・私 立開智小 学校 （総合部）　 3 学年
。調査時期 平成 21 年 2 月

・授業名　電気 の 正 体を考 えよ う

4 。方法

　電気の 実験 （豆 電球 で 光 るな ど）を行 っ た あ

と に、子 どもが 実際 に導線や豆電球の 中で何が

起 こ っ て い る の か を問 い か け、電気 の 正体 を描

画する こ とに よ っ て 表現 し発表 を しあ っ た。

5 ．結果

　例 えば図 1 を見 てほ し い
。

こ れ は 驀電球 が光

る過程を見 て感 じ取 っ た子 ども の イ メ
ージ 画

で ある 。 起 きて い る現 象 を人 が 動い て い る こ と

に捉 え表現 して い る 。 人 の 動 き → 電池の 構造の

preconception と考 え られ る。また、図 2 で は、

「ヱ ネ ー
マ ン 」 と称 した電気 の キ ャ ラ ク タ

ー

が 、導線の 中を ぐる ぐる回 っ て い て 、豆電 球 に

到 達 した際に 、光 っ て い る と表現 して い る 。 こ

れは 、動 き→ 電流 の 流れ の preconception と考

え られる。こ の よ うに子 ども達は 、自分が 見た

もの を捉 え直 し、媒介 とする ス トー リーや展開

を作 り上 げ、電気の 正 体 を探 ろ うとした。
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　　　　図 1 電気 の 中で の 様子 　図 2

6 ．考察と今後の 展望

　子 どもは 、 自分が考えた事に対 して こだ わ り

を持 っ て い た。こ の こだわ りは 白分だけ の も の

で は な く、普段 の 経験や体験、教室で の 学び合

い に よ っ て も大 き く左 右 され る と考え られ る。

同 時 に こ うい っ た こ だ わ りを価値づ け る こ と

で 、学習の 動機付けが行わ れ 、回路の 学習 へ と

っ な げるこ とが で きた と考え て い る。 今後、回

路学習で の 状況に つ い て 考察 を加 え、子 どもの

学び へ の 取 り組み を さらに見て い きたい と考

えて い る。
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