
Society of Japan Science Teaching

NII-Electronic Library Service

Sooiety 　 of 　Japan 　Soienoe 　Teaohing

1J− 09 日本理 科教育学会 （2011）

単元の 意義 と単元構成の 原理

ホ
ー リス テ ィ ッ クな視点か ら

【キ ーワー ド】単元構成，半わ か り

　　 　 遠 西昭寿

　　TONISHI 　Shoiu

　　 愛知教育大 学

ホ
ー

リズ ム ，理 論ネ ッ トワ
ー

ク， コ ン セ ブ トマ ッ プ

1　 ま え が き

　学習内容の 適切な大き さ の ま と ま りと して 単

元が 構成さ れ る。本研究 に お い て は，科学概念

を習得す る こ と を め ざす 理 科授業に お い て は，

単元構成に どの ような機能を期待 し， こ の た め

に は どの よ うな原理 が は た らき，どの ような配

慮 が な さ れ なけれ ば な らな い の か に つ い て 論じ

る、、

2　科学知識

　科学 の語源 で あ る Sciemtiaはそれ 自体が知識

の 意味 で あ り，理論や概 念 で あ っ て 命題 （文）

と して 表現 さ れ る、、

　ウ ィ トゲ ン シ ュ タイ ン
1）は

， 外界 世界 に つ い て

の 文 （命題）が 現実 と一致す る と き，すな わ ち

現 実 の 写像 で ある と き文は 「真」 で あ る と し

た 。そ して
「真」 な る文の 集合で ある文章もま

た 「真」 で ある と考えた 。そ して， こ の よ うに

「
真 」 で あ る文 の 総体 が 全 自然科学 だ と い う。

　 こ こ に は い くつ か の 間題があ る。ハ ン ソ ン
2）

は，観察 は 理論負荷的行為 で あ り事実は 理論に

依 拠 して 成 り立 っ て い る と い う、、ク ワ イ ン
／“は

，

事実 は多数 の 理論の 証拠 とな る こ とが で き，理

論をひ とつ に決定す る こ とが で き ない と い う。

こ れ らの こ と は
， 事実 こ そ が 文 （命題 一理 論）

の 写像で あ る こ と を示唆 して い る。

　 また，同 じ文か らな る文章 もそ の 構成に よ っ

て 異なる意 味 を持ち 得 る の で ，複 数 の
「真 」 が

存在 して しまう こ と に な る と い う 「還元性 」 の

問題 も生 じて くる、，

　そ もそ も科学知識 に は
， 事実に基づ い て 成 り

立 っ て い る知識 と，埋論 と理論の 関係，すなわ

ち論理 に基づ い て成 り立 っ て い る知識が あ り，

後 者 は 観察不 可能 で あ るか ら， すべ て の 科 学命

題が観察 に よっ て確証 され るわ けで はな い 。

3　 単 元構成 と科 学的理解

　科学知識は相互 に 関連 した複雑なネ ッ トワ
ー

ク構造 をもっ て い る。その 最下層，もしくは中

心 の コ ア に あ た る部分は，例 えば原 子 ・分子

（ラ イプニ ッ ッ の モ ナ ド）の ような形而上学信

念か らなり，そ の 最上屑も しくは最外殻の リム

に あ た る部分 が 感覚的経験 と接 して い て ，観察

や実験で 確証さ れ る部分で ある。そ して，そ の

中問に は 中心的信念 と感覚的経験を つ な ぐ論理

的知識 が 存在 して い る と見 る こ とが で き る、、

　 クワ イ ン の ホ ー
リズ ム の 主張に よれ ば，観察

や実験 な どの 感覚的経験 は 理論を 義 的に決定

で きず む しろ理論 は 理論 ど う し の 関係 に お い

て 決定 され る。こ の た め ，学習の 開始直後の 学

習者は教師の説明を聞い て 「そ う考え る こ とも

で き る j と い っ た 理 解 を す る。筆者 は こ れ を

「半わ か り」 と い っ て い る。そ して ，学習者内

面 に 生起する理 論ネ ッ トワークが精緻に なれ ば

な る ほ ど
，　

「そ うか も しれ な い 」 ，　
「そ うで な

けれ ばな らな い 」 とい っ た 「本わ か り」 に近 づ

き，栄元の 終了時に すべ て が 氷解す る よ うに指

導 し な けれ ば な ら な い ，，ま た ，観 察で き な い 知

識 の 理 解に つ い て も考慮 さ れ なけれ ばな らな

い 。　 「わ か り」 は個々 の 授業ご とに独立 して い

る の で は な く，単元全体を 通 して し だ い に確か

に なっ て い くの で あ り，これ は単元構成の問題

で ある。コ ン セ プ トマ ッ プの 使用で 実現 し た い

くっ か の 事例 に よ っ て そ の 考え 方 を 述 べ る、
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