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1　 問題の所在

　私た ちは，様 々 な自然事象に 向き合 っ た とき，

保持 して い る概念 の 適用範囲 を探りなが ら，それ

に っ い て の 意味づ けを行お うとする。私た ちが構

成す る概念は，個々 の さま ざまな事例（以下，外延

とする）の 中か ら線引きされた もの の 括 りで あ り，

概念に は必ずその 適用範囲が存在する。こ の よう

な提案は，構成主義者 の ハ シ ュ ウェ
ー（Hashweh ，

M ．Z．）1）によるもの である 。 さらに ，
ハ シ ュ ウェ

ー

は，そ の適用範囲内外の 関係性を明確に して い く

こ とが，学習には必要 で あ る と述べ て い る。こ れ

は 「概念の適用範囲 の 画定（demarcation）」 とい う

観点 で ある。

　これに関係 して ，細谷 2）らは，そ の概念 の 適用

範囲 の 内外を比較す る こ とで ，それ を決定する定

義（以 下 ， 内包とす る）をよ り正 確に捉え る こ とが

で きる と指摘 して い る。また，宇野 3）らは，概念

の 適用範囲 の 内外 を分ける境界事例を提示する こ

とが，児童 の 動物概念の 学習を効果的に進 めると

して い る。

　そ こ で ，本研究で は，これらの 理論的背景に基

づ き ， 小学校理科 の 生命領域の 学習（特に動物単

元）に関する授業を構想 し，実践およびそ の 検証を

行 っ て い く こ ととす る。

2　研究の 実際

　児童は，日常経験や生活科で の学習経験に よ り，

自分 よ りも小 さく身近 な動物で あ る昆 虫や 甲殻

類，魚，鳥，哺乳類等を 「生 き物」 と し，その 中

で も哺乳類や鳥類以外の 生 き物を 厂虫」 と捉えて

い る状況に ある。また，多くの場合，児童は ，
「動

物」 を昆虫や魚を含まな い 哺乳類 として捉 えて い

る傾向があ る。 こ れに関連 して ，宇野 3）らは ， 学

習以前の 児童 の 動物概念 に 関する適用範囲を調査

して い る。こ の調査で，児童 の 動物概念の 適用範

囲は ， 哺乳類を中心 とした縮小過剰型誤概念で あ

る こ とが報告 され てい る。つ ま り，児童 に動物 で

あるかど うかを問 う形式で調査をす れば ， 哺乳類

を中心とした脊椎動物や昆虫程度までは，動物概

念 の 適用範囲で あ る と認識で き る が，軟体動物や

微生物に 関 して は動物 とい う認識 が で きな い とい

う指摘で ある。

　上述 した よ うな児 童 の 実態 があ るに も関わ ら

ず，小学校理 科の カ リキ ュ ラム にお い て ，生物や

動物，植物の 定義は，教科用図書に明示 的には記

載 されて い ない。これは，科学用語 と日常用語や

生活科で使用 され る用語 との 使 い 分けが行 われ な

い まま に，っ ま り，認識 の 齟齬を整理 し ない まま

に学習が進行 して しま っ て い る とい うこ とを表 し

て い る。そ こ で ，現在の カ リキ ュ ラム に お ける単

元配置の 中で，どの ように科学用語 と 日常用語の

分化を図ればよい か を検討 し，生活科か ら小学校

理科，中学校理科 へ とス ム ーズ な概念形成を行 う

ため の 授業プ ロ グラ ム を構築 した 。 具体的に は ，

小学校第 3 学年で取 り扱 う昆虫概念 と生活経験で

培われた ヒ トに っ い て の 概念を動物概念の対極に

位置づ けつ つ ，全体像を捉 えさせ なが ら ， 両者 の

間に他の 動物を位置づ ける とい うもの で ある。

3　 結語

　理科学習における ス ム ーズな概念形成を図 るた

め に ， 概念 の 適用範囲 とい う観点は 有効で ある。

附記

　 本研 究 は，福岡教育大学研究開発 プ ロ ジ ェ ク ト 「現 代 的

教育課 題 に応 え る共 同研 究 の 推 進 一各 教科 等に お け る 言

語活 動 の 充実一1 の
一

環 と して 行 わ れ た もの で あ る。
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