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1　 まえが き

　 ま ず観察や 実験 を行い ，結果の 111 か ら帰納的

に 法則 （き ま り）や概念を発見さ せ る授業を拝

見す る 。 教科書 もまた こ の ような構成 に な っ て

い る。　 「気 づ き」 や 「発 見」 を知識の 基 調に お

い た 学習観 で あ る。本研 究 で は こ の 学 習観 の 問

題点 を指摘す る 。

2　 「科学的発 見」 の 意味

　 慨念や 白然法川 （こ こ で は科学理論 と同意）

は命題 で あ り，自然言語に よ る 文や 文章 として

表現 され る も の で あ る。自然法 則 （一科学 理

論 ）は 科学者 の 創造物 で あ り発明品 で あ る 。 白

然 の 11 ［に は命題 （文）は 存在 しな い か ら，発見

で きな い の で，　 「〜法 則 の 発 見 」 は不適切 な表

現 で あ る 。 で は，事実 は 発見 され る だ ろ うか 。

　 科学史で は ，先 に 酸素を単体で 取 り出し 「フ

ロ ギ ス トン の 少 な い 空気 」 と命名 した プ リ
ー

ス

トリ
ー

で はな く， こ れ を空気 の成分 の つ と考

え た ラ ボァ ジ ェ を酸素 の 発見 者 とす る の が通説

で あ る 1〕
。 酸素 の 発 見 は モ ノ の 発見 で は な く概

念 （文）の 発明 で ある 。

　 ハ ン ソ ン は ，見 る とい う行為 は
「〜として 見

る」 こ とで あ り，　 「〜で あ る こ と を見 る 」 の で

はな い と言 っ て い る
2）

。 事 実 は観察者が先行 して

保持す る理論や概念に 依拠 して 生 じて い る。

　 科学的発見 の ほ とん どが ，モ ノ ・コ トの 発見

で は な く
「
文 ・文章 」 の 発明 を含意 して い る 。

は学習課題や実験 の 日的か ら離れ ，無駄な時間

を 過 ご して い る。

（3）観察 ・実験の 「成功」

　 実験が成功 した が 否か は始め の r・測 と実験結

果の
一

致 に あ る か ら，先行 して 結果 を予測 す る

理論 の な い 実験 で は そ の 成 否す らわ か ら な い 。

　 観察事実は 理論負荷的性格を もつ か ら，観察

者の 理 論の 数 だ け事実 は 生 じ得 る。教 師 と同 じ

も の を見 る の は，教師 と同 じ 理論 を保持 し，学

習す る必 要は な い 学習者で あ る 。 観察で も理 論

が先行 して お り，こ れが観察の 視点 で あ る 。

（4）観察 ・実験 は発 見 の場で は な い

　 観 察 ・実験 に お い て 先行 すべ き理 論 や概 念

は，そ こ で 得 られ る 「回答」 で あ っ て ，　 観察 も

実験 もは じめ に 答 えを知 らな い 者 は参加 で きな

い
。 観察 や実験 で は 先行 す る 理論 や概 念 が 確 証

され る だ けで，新 しい もの は 発 見され な い
。

（5）理論 ・概念 の構成

　 理論 も概 念 も単独 で はな く既有 の 知識や経験

と関係 して 生 じ る。多 くの 関連す る 科学知識 と

の 調和性 を配慮 して 構成 され る科学 理論や 科学

概念 は，学習者 の 場合 とは大 き く異な る 。

（6）教科 占を使わな い 授業

　 理科 で は 教科書 は 授業中 に は 使わ ない こ とが

多 い
。 唯

・
， 参照 す る の は観察や 実験 の 方法 で

あ り，あ とは机 に しまっ て お く。教科 占に は答

えが 書 い て あ る か らだ。答 え は学習者 の 発見で

あるべ き とす る考え か らの 帰結 で あ る。

3　 発見学習 の 空虚さ

（1）命題 （文）は 発見 で きな い

　 自然の 111 に は 「
文」 も

「
文章」 も存在 しな い

か ら，法則 （理論）も概念も発見で きない 。

（2）観察 ・実験 の 方法

　 実験 の 方法 は 先行す る琿 論 ， すな わ ち仮説に

依拠 して 構成 され る。理論な しに は 方法は 得 ら

れ ず，実験 書 の 手順 に添 っ て 操作が 行わ れ て

も，それ は無意味操作 で あ る か ら，学習者 の 心

4　 あ とが き

　 授業 の 大 半 を虚 しい 無意味操作 に 費やす こ と

は そろそ ろやめ た い 。教科 占は 科学理論が構成

され た 背景を示 し， 観察や 実験 の 前に視点や仮

説を与えるもの で あ りた い 。
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