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1　 研究の 目的

　理科教育で は ， 科学的な 思考力 ・表現力 の 育

成 を通 して ， 科学概念を構築して い く こ とが求

め られ て い る 。 そ の た め には ， 自律的に他者 と

問 題 解決 を 図 る協調的な 学び を授 業デザイ ン

の 軸に して い く こ とが重 要で ある。

　本研究では，ウィ リア ム（Wiliam，2007）や レ イ

へ ら の 研 究（Leahy　et　aL
，
2005）に 見 られ る 「形成

的ア セ ス メ ン トの た め の教室 方略」 に あ る 「仲

間 同士 が相互 的な教育資源 となる よ うな生 徒

の 活動促進 」に焦点 をあ て た理科授業の デザ イ

ン とその プ ロ セ ス にお ける科 学概念構築の 内

実に つ い て の 分析を行 っ た。

2　相互 アセ ス メ ン トに基づ く科学概念構築

（1 ＞Peer　assessment と Interactive　assessment

「子 ども同 士 に よ る 相互 ア セ ス メ ン ト （peer
assessment ） 」 と 「子 ど も と教師に よ る相互

ア セ ス メ ン ト（interactive　assessment ）」 が連

関 しなが ら理科授業で 展 開 され て い く と き ， 仲

間 同 士 が相互 的な学習資源 とな る よ うな生徒
の 活動が促進 され て い く。 理科授業にお ける問

題解決 の プ ロ セ ス にお い て ，こ の 2 つ の 相互 ア

セ ス メ ン トの 連 関を十分に機 能 させ て い くこ

とが重要であ る。

（2 ）ア セ ス メ ン トの 視点

　科学概念構 築を促す子 ど もの パ フ ォ
ー

マ ン

ス に お い て は 、メ ン タ ル モ デル と し て の イ メ
ー

ジが重 要な機能 を果たす。理科教育で は ，自然

事象に対す るイ メージを創 り上 げる際、絵や図

に 限定せ ず、こ とばに よる説 明も同時に備 わ っ

て い る と い う子 ど もの 学習状 況を捉 え る こ と

が 重要で あ る 。

　ペ イ ビ オ の 二 重符 号 化理 論 （Pavio，1986）に
お い ては 、絵や図 と こ とばと い う二 っ の 側面 か

ら形成され る も の をイ メ
ージ と定義 され て い

る 。子 どもの パ フ ォ
ー

マ ン ス にお い て 二 重符号

化理 論 に お け る シ ス テ ム の 参照 的連結が駆動

し て い る とき、子 どもは納 得 し た形 で 科学概念

を構 築 して い く。 しか し、子 ども の 発 達や 学び

の 状況に お い て 生 じる認知 処 理 の 様 相が 二 重

符号化理論 に影響を及 ぼす こ とで 、 科学概念構

築の プ ロ セ ス にお け る メ ン タ ル モ デ ル と して

の イ メ
ー

ジ が十分 に機能 しな い 状況 にな る場

合もあ る こ とが想 定され る。

　ダ ス ら （Das　et 　al ，1994） の 研 究に よ っ て，

認知 処理 様式に は ，情報 を 1 っ ずっ 時間的な順

序に よ っ て 処理す る 「継次処 理 」 と複数の 情報

をそ の 関連性 に着 目し て 全体的に処理 する 「同

時処 理 」 が あるこ とが知 られて い る 。 また，認

知処 理様 式 は子 どもの 発達や学び の 状況に よ

っ て 偏 りが 生 じる こ ともあると示唆 して い る 。

　本研 究で は，認知 処理 様式 にお け る継次処理

と同時処理 の 特徴 が，二 重符号化理論 にお け る

言語 ・非言語 シ ス テ ム の 参照的連結に影響をお

よぼす と捉 えた。それ故 、科 学概念構 築にお け

る パ フ ォ
ー

マ ン ス とア ス メ ン トの 視点を 二 重

符号化理 論 と認知 処 理様 式 に設 定 した 。

3　 授業実践およ び分析結果の概要

3．1 授業実践

対象 ：川 崎 市立 M 小学校第 5 学年

期間 ： 2013 年 9 月

単元 ： 「もの の とけ方」

3 ．2 分析結果 の概要

　子 ど もに よる認知 処 理 の 様相 が 二 重 符号 化

理論 の 参 照的連結に 対 し て それ ぞ れ の 特徴 を

も っ て 影響をお よ ぼす こ とに よ っ て ， 子 ども の

表現 に多様性が帯び て い た 。 社会的分散認知 と

もい える子 どもの 表現の 多様性 は ， 相互 ア セ ス

メ ン ト（Interactive　assessment ・Peer　assessment ）

によ る合意形 成や 相互 承認 を通 して ， 認知処理

の 調 和 的な結合が行われ て い き，子 どもそれぞ

れ の preconception であ る科学概念 とし て 構

築 され て い っ た。また 、こ の プ ロ セ ス に お い て ，

科学概念構築 に及ぼ すメ ン タ ル モ デル して の

イ メ
ージが 効果的に機能 して い き，子 どもの パ

フ ォ
ーマ ン ス は よ り高次な も の とな っ た。

一230一
N 工工

一Electronlc 　 Llbrary 　


