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子 ども の 興味 ・ 関心 を高 め る初等理 科 の授 業構成

一 ARCS モ デル に基 づ い た 島根大学教育学部附属学校 で の 授業分析
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1　 目　 的

　 平成 20 年 3 月 学習指導要領 の 改訂 に よ り、

理 科で は 、こ れ ま で 以 上 に 観察 ・実験活 動が 重

視 され るよ うにな っ た 。ま た 、それ らの 活動 の

ま とめ の 時間を単元 の 中で ど の よ うに位 置づ

ければ 、子 どもが 自然の 事物や現象に 意欲的 に

働 きか ける こ とが で きる の か が重要な課題 と

し て あげ られ る。本研究で は 、理 科授業で の 指

導法の 分析を行 い 、子 どもの 興味 ・関心 を高め

る初等理科 の 授業構成が ど の よ うなも の で あ

る か を考 え 、提 案す る。

2 　 方 　 法

　本研 究は 、主 に 以下の よ うな先行研究の 文献

調査 と、実際 の 授 業で の 観察 と分析に 基づ い て

行 っ た 。

　 文献調査 で は、「学習意欲」 と keller （1993）
が提唱 した ARCS モ デ ル の 関係 につ い て 、整理

しま とめ た 。 授 業観察 ・分析 に つ い て は 、島根

大学教育学部附属 学校園 の 授 業研 究会 で の 授

業を参考に 、小 学校 5 年 「物 の 溶 け方 」 、中学

校 1 年 「水溶液」 の 授業観察 を詳細 に行 い 、こ

れ ら の 授 業 を ARCS モ デ ル の 視点で 分析 し た 。

3　 結　果

（1 ）　 「学習意欲 と ARCS モ デル 」

　 Keller （1973，1979，1983）が 提唱 した ARCS

モ デ ル につ い て 表 1 に ま とめた。
表 1ARCS モ デ ル の 学習 意欲 に 関わ る 4 因 子

　 　 　 　 　 　 　 　 　 （Keller，1973，　1979，　1983）
注 意 関連性 自信 満 足 感

Attention 民e 且evanceCQnfidenceSatisfactlon

驚 く べき こ と 授 業の 内容が．授 学 習 活動 に 対す 授 業 を 受 け る ｛則

や、予期 しな い 業 を受 け る側 の る成 功への 自信 の 学習 の 結果 ．受
もの を持 ち 込 興味 や 目的 とど を啓発 し、肯定的 け られ る報 酬が

んで 、学習者 の の よ うな閲 係 が な期 待感 を 起 こ 期 待 に 沿 う も の

注 琶 を 喚 起 す ある の か示す． させ る， で あ る よ うに 設

る、 定す るこ とで 、意
欲 の 持続 を図 る．

　 Keller （1983）は個人の 動機づ けを説 明す る

た め の 4 因子 ARCS モ デ ル を提唱 し て お り本研

究で は 、こ の モ デ ル を視点 と して 、授業観察 ・

分 析 を行 っ た 。

（2 ）附属 小 5 年生 「物 の 溶 け方 」 の 授 業観察

の 結果、学習場 面の 中で 、Attention （注意）

に分類 され る場 面 は 0 、Relevance （関連性 ）

に 分 類 され る場 面 は 16、Confidence （自信 ）

に分類 され る場面 は 1 、Satisfaction （満足感）

に分類 され る場面 は 0 とい う結果 にな っ た。

（3 ）附属中 1 年生 「水溶液」 の 授業観察の 結

果、学習場面の 中で 、Attention に分類 され る

場面 は 2 、Relevance に分類 され る場面 は 6 、

Confidence に 分 類 さ れ る 場 面 は 0 、
Satisfaction に分類 され る場面 は 0 で あ っ た。

4 　 考　察

　附属 小学校 と 同 中学校で の ARCS モ デル の 観

点か らの 授業分析 の 結果 、どち らも、Relevance

の 場面が多 い こ とが分か っ た。こ れ は 、そ れぞ

れの 授業場面が観 察や実験結果をもと に し た

考 えを議論する こ とを主 と した授業デザイ ン

を教 師が意識 し て い た か らで あ り、「学び合 い 」

を 目指 した 授業構成 と し て 、ARCS モ デ ル に お

い て も理想的な全 体の 授業デ ザ イ ン で ある こ

とが 分か っ た 。 詳 細 に み る と小 学校 は 中学校に

比 べ て 子 ども の Relevance と し て 抽出 し た場

面数 が 中学校よ り多い こ とが分か る 。 こ れは 、

小 学校で は 「知識 」 の 定着や 「思 考」 を促すね

らい があ っ た た めだ と分析す る 。

　
一方 中学校 で は知 識 の 定着 を前提 に探究的

な思考活動 へ と導 くね らい が あ っ た た めだ と

考 え られ る。

5 　 ま とめ

　今回の研 究で は 、ARCS モ デ ル に 基づ い た子

ども達 の 理 科学習の うち、議論 の 授業場面 で の

授 業構 成 を分析 し たが 、効果的 な授 業デザ イ ン

と し て 「R」 が他の 要素に 比 べ て 突出す る も の

が今 回 の 場合は 望 ま し い と考え られ る。
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