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1　 研究の背景および 目的

　子 ども自らが 自然事象か ら見出 した疑間に対 して 予想や仮説をも

つ 局面の 重要さにつ い て 多 くの指摘があ る。予想や仮説を形成する方

略に 関す る研究と して ，様々 な先行の 諸研究の 成果が報告 され て い る ．

例えば，小 林は F（）ur 　question　strategy を基 に仮説 設定 シ
ー

トを開発

し，子 どもに仮説 を形成 させ る指導法を検証 して い る
1）。

　仮説 の 発 見 に つ い て ，パ ー
ス は，帰納k 演 繹 の 他 に第三 の 科学 的思考

の 方法 の 様 式 と して ，仮 説形成 法 や仮説的 推論 と呼 ばれ るアブ ダ クシ

ョ ンの 存在 を指摘 し，「科 学的 発見に お い て 最 も重 要 な役 割 を果 たす 」

として い る
2）。さらに，

パ ー
ス は，ア ブダクシ ョ ン につ い て ，「最初に

色 々 な仮説 を思い つ く示唆的段階 と，それ らの 仮説に つ い て 検討 し，そ

の 中か ら最 も正 しい と思われ る仮説 を選ぶ熟考的な段 階の 2 っ の 段

階か ら成 り立 っ て い る 」 と，指摘す る 。そ して 様 々 な仮説 を思い つ く

示 唆的段 階で は，突然心 に生ず る閃きや思 い つ きで ある 「アブダクテ ィ

ブな示 唆」 が，科学的仮説 を発案 し発 見 へ と導 く重 要な きっ か けにな

る と指摘 して い る
3 ）。こ れ らの パ ー

ス の 指摘を参照 し，米盛 は，ア ブ ダ

ク シ ョ ン を 「あ る意外な事 実や 変則性 の 観察か ら出発 して ，その 事 実や

変則性がなぜ 起こ っ た かに っ い て 説明 を与え る 「説 明仮説 」を形成 す

る思1隹または推論」 と指 摘する
4 ）。こ れ らの 指摘を受 け本研究 は，ア

ブ ダク シ ョ ン を 「驚 くべ き事象の 観察 と，その 驚きを解決す るた めの 説

明の 局面」 と 「事象 を説 明す るた めの 仮説 を導 き出 す推論 の 局 面」 に

基 づ い て 成立 して い る と とらえた。

　楡井は，仮説の 発想場面 にお け るア ブダクシ ョ ン を取りあげ，それは，

「偶然 な思 い つ き」 「論理 的 推論 」 「経験 的推論」 「パ ターン の 変形 」

に類型化で き，日常 の 理科 授業 で は，特 に，「偶 然な思 い つ き」 「パ タ

ー
ン の 変 形」 が多 く出現 してい る とい う

5 ）。こ の 指摘の よ うに ，理 科

授業 の 仮 説形成 の 前提 とな る問題 発 見が ，r一ど もの 「偶然な思い つ き」

や 「パ タ
ー

ン の 変形」 に よ るの で あれば，仮説形成の 局而の 形骸化に

つ なが る問題 となる。本来，理 科授業は ，楡井の 指摘す る論理的 推論 に

基づ く仮説形成を行 うこ とが重要となる 。こ の よ うに仮説 形成の 背景

となる 問題の 発見に つ い て の 実態が 報告され て も，こ の 問題 を解決 に

導く 「論理的推論に基づ く仮説 形成 」を 日途 と した理 科授業を実証的

に 研究 し た例は ほ とん どな い 。

　そ こ で ，本研 究は，前 述 の 2 っ の 局 面 を理 科授 業の 導入 の 過程に組

み 込 む方 略を用 い る こ とが，「論 理 的推 論」 に基 づ く仮 説形 成に結び

付 くの で はな い か と考えた。そ こ で，小学校第 5 学年 「物の 溶け 方」

の 授 業 で 実証的 に検証 した。

2　研究の 方法

（1）調渣対象 ・調査時期

　埼玉 県 内公 立小 学校 5 年生 1 ク ラ ス 32 名を対象 と し，平成 23 年 1

月に行 っ た。

（2 ）調査方法

　 「驚くべ き事象の 観察」 の 過程で は，巨大試験管を用い て食塩が溶

けて 目に見えなくなっ て い く様子を観察 させ，50g の 水に 5g の 食塩

を溶かす と何 g に なるかを考え させ た。こ の 時，パ ー
ス の ア ブダク テ

ィ ブ な示 唆の 考え を援用 し，教師は ，子 どもの 直 観的 な 考えを ク ラ ス

全 体へ 広 げた。次に ，「驚きを解決 する ため の 推論」の 過程 とし て ，食

塩水 の ろ過 に よっ て ，食塩 は溶 ける と液 体 にな る とと らえ させ た。そ

して ，ク ラス 共通 の 溶 けた 食塩 を描 画 させ，子 ど もの イ メ
ー

ジ を基 に

して モ デ ル を作成 した．さ らに，食 塩 を溶 か して い る水 も食塩 の よ う

な粒 子状 の モ デル で 表 現 させ る こ とで 溶 け る現 象に つ い て 推 論 させ

た。そ こで ，食塩 が水に溶ける前後の 重 さにつ い て 考え させ，喩え るこ

との 意味を と らえ させ な が ら驚きを解決す る説明の 過程を発展 させ

た e 再V
’
，　50gの 水に 5g の 食塩 を溶か した後 の重 さにつ い て考え る局

面 を設 定 し，仮 説形成 を行 わせ た。そ の 後，実際 に水 に食塩 を溶かす こ

とを通 して溶け る前後で重さの 総和は変化 しない こ とを とらえさせ，

考察 として仮 説 を検 証 させ た。

3　結果および考察

　 予想 の 際 　 「食塩 は溶 ける と水 と合 体す る」 とい う直観 的 な説 明 を

アブ ダ クテ ィ ブな示 唆 と して 教師 は クラ ス 全 体に広げた。「驚 きを解

決す るた めの 推 論」 の 過程 で は，液体 で ある食塩 を小 さな丸 い 粒子 モ

デル と して表 現 で きる こ とで，液体で ある水の 粒 r一モ デル 化を図ろ

うと した．しか し，子 どもは水を粒子 の よ うなモ デル で 表現で きるま

でに は至 らなか っ た。そこ で ，食塩 の モ デ ル を黄色で 黒板上 に表現 し

たこ との 意味を問い ，次に ，水の 色 を喩え させ る 問い を続 けた こ とで ，

水を 「しずくモ デル 」 で 表現 させ る こ とに成功 した。

　質量保存概念 の構築に 向けた 「事象を説 明す る た めの 仮説 を導き出

す推論」の 過程で は ，食塩 と水 の 関係 を問 い ，創 造 したモ デル を用い て

溶 け る現象 を 両者 の 関係 で 考 え させ た と こ ろ，「それ らは互い に合体

して い る」 等の 精緻 な考 えを 導き 出す こ とに成功 した．また，仮説を

検 証す る局 面で は，現象を解釈す るた め に モ デル を 自分なりに 生か し

て 表現 で きる 予 どもが 存在 した。「溶け る」 現象を解釈するた めに モ

デル を 自分 な りに 表現 して い る 子 ど もの 存在に よ り，理科授 業 に お け

る論理 的推論に よる仮説形成 を目途 とした導入の 過程の 有効性を検

証できた。検証結果の 詳細等に っ い て ，当日，報告する。
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