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情報化社会の 現状 と課題

森　光　義　昭 ・関 聡

The　Educational　Impact　 of 　New 　Teehnology

MORIMITSU 　Yoshiaki　 and 　 SEKI 　 Satoshi

　In　 recent 　years　 scientific 　technology 　has　 been　remarkably 　de、
・eloped ．　 Besides，　 various

commodities 　have　been　produced 　and 　rnarketed 　along 　with 　the　highly　economic 　developmen し

Moreover ，　 for　 the　 last　 several　 years　 we 　 have　 experienced 　 the　 information−oriented 　societ ｝
・

where 　 such 　 information　 media 　 as 　 televisions，　 personal−compu しers 　 or 　 cellular −phones 　 give

young　people　extraordinary 　effects ．　 It　is　said 　 that　 the　highly　 information−oriented 　 society

itself　causes 　juvenile　delinquency．

　In　order 　to　adjust 　ourselves 　into　 the　modern 　society
，
　 we 　need 　to　 nurture 　the　ability 　to

collect 　and 　se！ect 　carefully 　our 　needs 　from 　the　flood　of 　available 　information，　and 　to　 make

appropriate 　 and 　effective 　use 　of　 information．

　In　this　 paper ，
　 we 　would 　like　to　discuss　the　 present 　conditions 　and 　problerns　of 　the

information−oriented 　 society ，　 and 　 also 　 the　prospects 　 of 　 appropriate 　 information　 gathering

capacity 　and 　of 　our 　adaptability 　to　the　information−oriented 　society ，
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　近．年の科学技術 は 目覚まし く発展 して い る 。 加え て ，高度経済成 長 に伴 っ て ，様 々 な商品が生産 さ

れ ，市場 に 出回 っ て い る。さらに，最近 の 数年間に は，我 々 は情報化社会 を体験 して い る が ，そ こ で

は，テ レ ビジ ョ ン ，パ ーソ ナ ル ・コ ン ビ ．1 一タ ー，携帯電話 な ど の 情報媒体が若者 に 予想外 の 大 きな

影響 をラえ て い る 、．t こ の ，高度情報化社会自体が 青少年の 非行 を．生み 出 して い る と も着 わ れ て い る ．

　1．たが っ て ，我 々 自身が現 代社会に 適応す る た め に は，溢れる情報 の 中か ら必
．
要な もの を収集 し，

選択する能力，そ して それ を適切 に効果 的 に活用 する能力を育て る 必 要があ る．、，

　そ こ で ，本論文で は情報化社会 の 問題点を検討 し，適切 な情報収集の 能力 と情 報化社会へ の 適応 と

そ の 展望 につ い て論述す る．．，

キ
ー

ワ
ー ド ： 1　 情報化社 会

　　　　　　　　 2　
．
科学技術

　　　　　　　　 3　 教育問題

1 ．は じめ に

　まるで ロ ケ ッ トが
．
飛ぶ かの よ うな場

．
面が写 し

出 され，
L‘
つ ば め 翔ぶ

，’
とい うテ ロ ッ プが 現 れ

る 。 最 近 よ く見る ，九州新幹線八 代駅 と鹿児島

中央駅 間の 部分開業の テ レ ビ コ マ
ー

シ ャ ル で あ

る．．、2004 （平成16）年 3 月13日 1こ．・番電車 が ス

タ ー
トす る 、，本筋は こ の 新幹線開業 の 話 で は な

くて，こ こ で 注 1
．
1して お きた い こ とは，鹿 児島

Lii 央駅 を出発する最初の ［つ ばめ 」の 指定席券
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が 1 ケ 月前の 2 月13日に予約販売 され たが，そ

れが な ん と 3 秒間で 全席が満席に なっ た とい う。

い わ ゆる イ ン タ ーネ ッ ト販売で ある が ，情報媒

体 （マ ス ・メ デ ィ ア ）で あ る パ ソ コ ン の 普及は

日を見張る もの が ある。今，まさに情報化時代

を迎 え て お り，子供たちに情報が 素早 く飛 び込

ん で くる こ とと情報量 の 多さに よ っ て ，それ ぞ

れが戸惑 い を感 じるよ うな時代に な っ て い る 。

　今 ，
町を歩 い て い て も，電車に 乗 っ て も，若

者が携帯電話 を手 に しなが らすれ違 っ た り，乗

り合 わせ た りする光景に よ く出会 う。 こ の 10年

の 問 で 何が 変化 したか とい えば，人 々 の 生 活 の

様子や会社 などで の 仕事 の 内容 の こ とが挙げら

れ る 。 そ の変化の 最た る もの は，携帯電話 にあ

る と言 っ て よい だ ろう。 電車に乗 っ て も，イベ

ン ト会場で も必ず，「携帯電話の 電源 を切 っ て

頂 くか，マ ナ
ーモ ー ドに切 り換え て 頂 きますよ

うお願 い 致 します1 と い うアナ ウ ン ス が 聞こ え

て くる。現代 は情報化社会と言われて い る が，

まさに．こ の こ とが 現在社会 を象徴 して い る と

言 えよ う。 特 に若者 の 携帯電話 の 普及率は驚異

的で ある 。

一
日中，携帯電話を手か ら離す こ と

は な い
。 したが っ て 現代の 若者は携帯電話が牛

活の 中心的存在 となっ て い る 。 また，パ ソ コ ン

の普及 も目覚 ましい もの があ り，イン タ ーネ ッ

ト ・オ ーク シ ョ ン とい う新 しい 分 野 は つ い 最近

まで 予想 もして い なか っ た こ とである。家庭 に

あ っ て は育児に多 くの 時問を費やすこ とよりも，

ホ
ーム ・ペ ー

ジに，「育児 に 関す る悩 み や方法

に つ い て の書 き込 み に多 くの 時間を費やす とい

う現 象が起 こ っ て い る 。 子ど もと向 き合 う時間

よ りもパ ソ コ ン と向 き合 う時間の 方が 多い とい

う現象は
， 人の 精神作用 を信じる こ と よ りも，

機械 の何かの 力に頼 る こ との 方が優 先 され る時

代 にな っ て い る 。

　 こ の こ とか ら，パ ソ コ ン をは じめ ，テ レ ビ な

どの マ ス ・メ デ ィ ア の 出現は ，人々 の 生 活の 時

間枠 を圧縮 して い る よ うに感 じられ る 。 半世紀

前に テ レ ビが発明され，実用化 され 人々 の 生 活

は 大 きく変化 した 。 人 々 は 1 日の 24時間をテ レ

ビや パ ソ コ ン に奪 われ，そ の結果，社 会の 産業

構造や経済流通は 人 々 の 生活を夜間に まで 求め

る ようにな り，24時間営業の コ ン ビニ をは じめ ，

企業等の営業時間も延長 され る傾向が益 々 強 く

なっ て い る 。 そ の ため，若者が深夜 に溢れだ し

諸々 の 社会問題 を引 き出す 原 因の
一

つ ともな っ

て い る 。

　 また，テ レ ビやパ ソ コ ン の イン タ ーネ ッ トは

若者が活字文化離れを引 き起 こ し，本を読 まな

い ，文字を書かな い ，文章や手紙を書 かな い と

い う若者が急増 して い る。学校で の宿題や レ ポ
ー

トの 作成 は こ れ まで は，図書館に出掛 けて ，数

多 くの 本 を読み ，そ こ か ら条件に合 っ た内容 の

文献 を選択 し，情報 を収集 して い た。その た め

には膨大な時聞とエ ネル ギ
ーを必要 とする もの

で あるが ，最近の ようにパ ソ コ ン を使えば，キ
ー

操作ひ とつ で ，必要 な情報を検索すれ ば簡単 に

解決する こ とが で きる時代 とな っ た 。

　 こ の よ うに 日常の 生 活にお い て携帯電話や イ

ン タ ーネ ッ トに頼 りきっ た生 活を して い る と，

次 の よ うな意識 と心の ゆが み が生 じる と柳田邦

男氏 は ，  世界中か らたやす く情報 を集め る こ

と が で きる の で ，何で も知っ て い る と い う錯覚

に陥 る，  自分で じっ くり考える とい う，「心

の 習慣」が形成 され ない ，  自分が世界の 中心

に い る とい う錯覚に とらわれ，周囲を白分の 思

うように動か そうとする傾向が強 くなる ，  電

子機器に よ る仮想現実 （バ
ーチ ャ ル ・

リアル テ ィ ）

の 世界に ひ た っ て い るため，他者の命 や痛み に

つ い て 思 い や る感情が育たな い
。

と指摘 して い

る。

　そ こで，本論文で は情報化社会の 中に渦巻 く

課題 を整理 し，学校教育の場 に おける情報教 育

の 取 り組み に つ い て も触れ，情報に対する 正 し

い 認識 と適応能力を養 うた め の 方法に つ い て 述

べ る。

2．情報媒体 の 発 達 と形成

　（1＞ 情報媒体の 発達

　人間は 自然 と共存 しなが ら生活を営ん で い る。

情報 を伝達する手段 として の 発達は 当初 ，自然

界 に存在する物を利用 しなが らの方法で あっ た。

例 えば，火 を使 っ て 煙 を出 し，そ の 状 態を見る
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こ とに よ っ て情報を受け取 り，解釈 した り，太

鼓を叩い て音 を出 し ， 相手に 知らせ て い た 。そ

の うち，よ り具体的に内容を正確に知らせ るた

め に ，近 くで 見る こ との 出来る方法 と して は，

手旗信 号を送 り，手の 振 りに よ っ て ，文 字 を表

し，そ の 文字に変わ る もの と して 使用 された 。

そ の 後 ， 電磁気学の発達に よ っ て電気 エ ネル ギー

を利 用 した無線通信機で あるモ ール ス信 号を発

明 し，音 の長短によ っ て 文字に変わる信号をつ

くり出 し，ある程度遠 くの 距離 まで音 に言葉の

意味 を持たせ て 通知出来る ように な っ た 。さら

に電話機 の 発明 に よ っ て 遠 隔に お ける会話が出

来る様にな っ た ，その 後，竃話は有 線か ら電波

で ある マ イ ク ロ ウ エ ーブ を使 っ た無線に変わ り，

最近で は移動 しなが ら容易に マ ス ・コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン （mass 　communication ）を とる こ と が

出来る 携帯電話 へ と発達 して い っ た 。 最近で は

テ レ ビの 発達 も口覚 ま しい もの があ り，衛星 通

信 を使 っ て ，世界 の 情報が ほ と ん ど リ ア ル タ イ

ム で伝 える こ とが で きる ようになっ た ，， また，

パ ー
ソ ナ ル コ ン ピ ュ

ー
タ
ー

（通称パ ソ コ ン ）の

発明に よ っ て，膨大な情報量 と光ケ
ーブ ル を使 っ

たノ∫法に よる伝達の 高速化が実現 して い る 。 情

報伝達 の 媒体に 関する科学技術 の 発達は 停まる

と こ ろ を知 らない とい う感 じで あ る。

　C21 マ ス コ ミの 起源

　今日，お馴 染み になっ て い る マ ス コ ミ と い う

誘葉は い う まで もな く，マ ス ・コ ミュ ニ ケ
ー一シ ョ

ン の 略 r、｝1で あ るか，そ れ は 耕 聞，フ
』
レ こ ，ハ

’
V

コ ン ，ラ ジオ，映画，出版物な どの 社 会的 な意

思伝達の 機能を指 して い る．

　こ の マ ス コ ミの 最初 は 新聞か ら出発 した ．、 私

聞は 近代社会に お い て，1450年頃，クーテ ン ベ

ル グが金属活字印刷術 を発 明 し， そ の 後急 速 な

印刷技術 の 発達に 合わ せ て 作られた もの で ， ド

イ ツ にお い て 1609年に定期 週刊新聞が発行 され

た の が起源で ある と言われ て い る。17阯紀の 産

業革命は 印刷道具 を機械化 し，マ ス
・メ デ ィア

の 領域 で 大衆化を成立 させ ，大景 の 購読者を つ

く りあげ だ 、また，期 を同じ くして 通信機器 も

発達 し，18世 紀 ，
19［瞬己と時代 と共に 新 聞 は 国

家や社会に おける政治 ・経済 ・文化の 動 きを常

に見 つ め なが らその 歴 史を刻んで きた u

　20世 紀に入 り，社会的 ・技術的条件 の 変化に

よ っ て コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン 市場は急速に拡大 し，

政治 ・経済 ・文化そ の 他の 領域で ，大衆は高度

の 情報の 伝達を要求す る よ うに な り，新聞社は

新聞の 大量印刷，発 行に力 を注 い だ 。 近 年にお

い て は社会 へ の要請 とい う要因 の 他に，購読者

が
．
般 教養を高め る ため の 物 と して も位置付け

た り，レ ジ ャ
ー ・娯楽 とい っ た側 面に対する要

請する よ うにな り，幅広 い 報道が求め られ る よ

うにな っ て い る。したが っ て ，新聞の もっ て い

る メ デ ィ ア と して の 性格は第 1 に 報道機関 と し

て ，第 2 に 教 育機関 と して ，第 3 に 娯楽機関 と

して の 要素 を含んで い る とみ る こ とがで きる，

　（3） 杜会の 構造 とマ ス ・メ デ ィ ア の発達

　現 代社会は分業 と協業か ら成 り、D て い る。

それぞれ の 専門分野 が企画 ・生 産 ・流通の 過程

を受け持 つ とい う分業と，　
一方で それぞ れ の 過

程に お ける ll標 を効率よ く達成させ る ため に は

協業 とい う社会全体の 構成 が重要で ある が，そ

の 時マ ス コ ミ も社会全体 の 構成に併せ て 発達す

る物で ある 。

　と こ ろ で ，現代の 人 々 が 日常 の 社会現象 を把

握 し，理解 し，評価 〔批評）す る こ とが で きる

の は マ ス ・メ デ ィ ア に頼る と こ ろ が 大 きい 、っ特

に 新 聞 の 領域 は ともか くと して ，テ レ ビ の 出現

は マ ス コ ミ文化 を象徴 して い る とみ られ る t．テ

〆 巳 、一よ 勺 1964年 ノ川翻 〜；イ
IJ

〆 ／一一／　 ．1・ の 映 iS／　1．x

大衆化 され た情 報 メ デ ィア として の 先駆 者とし

て の 印象が強 い 、．t 人 々 は 様 々 な社 会 の事象 の 報

道 ・解説を受け る こ と に よ っ て 認知で きる よう

にな っ た 。 また，報道番糾 の み な ら ず，教 養や

余暇 を楽 しむ娯楽番組と して もメ デ ィ ア は大い

に貢献 してい る ， 特に テ レ ビ の 場合は全国の 不 ッ

ト・ワ
ー

ク に よ り，報道が 映像や 音声に よ っ て

リア ル タ イ ム で 瞬時に な され る と い う驚異的な

機能を発揮 し，情報量 は増大化 の 　
・
途をた どっ

て い る．、
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一Eleotronio 　Library 　



Kurume SHIN-AI women's College

NII-Electronic Library Service

Kurume 　SH 工N −A 工　womenTs 　College

48 情 報化 社会の 現状 と課 題

3 ．コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン と住空間

　 （1） 住空間 の 変化 とコ ミュ ニ ケーシ ョ ン

　以前の 住宅事情は ど こ の家庭 も囲炉裏があっ

た 。 当時は現在の ように エ ア コ ン とい っ た暖房

施設 もな く，暖を採る の は囲炉裏などに頼 っ て

い た の で 、そ こ に家族の 者が そ の 回 りに取 り囲

む ように して集 まっ て い た。そ こ で は
一
日 の生

活の 様子 を誰 とはな しに語 りか け，時 に は話に

耳 を傾 け，時にはそれ に対する 考えを述 べ て話

に花 を咲かせ て い た 。 その 話はほ と ん ど毎 日繰

り返え され る もの で あ り， ある個人の 知識量を

増すため の機能 と して で は なか っ た。こ の 時に

行われ る話の ル ール とい っ た もの は な く，そ こ

に居る 者が大人 で あれ子 どもで あれ，比較的自

由に発言する こ とがで きた 。 それ がか え っ て ，

現在と は 異な っ て ，コ ミュ ニ ケ ーシ ョ ン を活発

にする シ ス テ ム ともな っ て い た 。 世間話は食事

の 時の何 よ りの 雰囲気づ くりに
一躍 を担 っ て い

た 。

　 しか し，最近の よ うな住宅事情 の変化 は人 々

の 生活の様式や生 活に対する認識 を変え る こ と

に なっ た。そ れぞれ の 部屋 は機能的に細分化 さ

れ，食事を作る所，食事を摂る所 ，仕事 をする

所，休息 を取る所，寝る所 と言 っ た 具合 に，ま

た家族の それぞ れが個室 を持つ よ うにな っ た。

そ の こ とか ら家族 の 者が 同 じ場所に集まる と い

う共通空 間が少なくなり，家族間の コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が取 りに くくな っ た 。

　（2） 生活の 時間帯 と コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン

　人 々 の 生 活様式 に大きな変化を もた ら した の

は，高度経済成長時代を迎えた時である 。 産業

構造は 大量生産の 体制に入 り，夜問操業や夜間

交代勤務体制を施 し，全国 の 都市は及 ばず，外

国に も生産．T．場 を増設する こ と に よ り，生 産の

増大化 と生産 コ ス トの 安価を図 っ た。また ，商

品流通 の 面で も生産技術の 海外流出を促 し，国

内は もとよ り，外国に まで販売ル ー
トを拡大 し

各所に 直営 の支店や販売特約店を増 や して ，利

潤の 拡大 を図る よ うに な っ た 。 そ の こ とか ら，

それぞれの 社員は 長距 離勤務や単身赴任を余儀

な くさ れ た 。そ こ で ，家庭 に お い て は 就労体系

の 変化 に伴 っ て 早朝出勤 した り，夜遅 く帰宅 す

る状況 とな り，また ，単身赴任に よ っ て 留守が

ちにな っ た りす る傾向が 年々 増加 した 。

一
方，

子 どもた ち も，習 い 事，学習塾 通 い ，ス ポー
ツ

ク ラ ブ と，時間的に ゆ とりの な い 生活へ と追 い

込 まれ，益 々 家族 の 者が 同じ時間帯に同 じ場所

に 居合わ せ る こ とが 困難に な っ て い る 。 家族 の

コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン 不 足 は こ の よ うな時問的 な

要因か らも考えられる 。

　（3） 食事時に交 わ される会話の 本質

　我 々 の 日常生活 に お ける行動は ほ とん ど同 じ

行動の 繰 り返 しで ある 。食事の 時の 話題 もほ と

ん どの よ うに毎 日同 じ話題 が登場する 。 しか も

そ の 話題は 特別に重要な事柄に つ い て の 議論で

は な い
。 芸能界の こ と，ス ポ

ー
ツ 関係，趣味に

関 わる こ とな どが 中心 に な る 。 そ の 話題 は対立

的 な もの で は ない
。 したが っ て ，話題となっ て

い る 内容が重要で は なく，会話する こ とそ の も

の を楽 しん で い る。話題 の 内容は何 で あ っ て も

良 く，話すこ とに意味が ある の で ，内容が毎日

の よ うに繰 り返され て も一向に構わな い と い う

こ とにな る 。 話題 の 中 には い ろ い ろ な事柄が繰

り込 まれ て い る 。
い わゆ る世間話は周囲の 人々

と直接 関係 な い 話で あるか ら，特別に気 を使 っ

て 話す必要 もない
。 そ の 方が コ ミュ ニ ケ

ー
シ ョ

ン を活性化する もの と して は格好の 材料 となる 。

食事の 時は家族の 者が
一

同 に会するわけで ある

か ら，年齢を越 えて 会話が行われ る関係で話題

も多岐にわ たる 。 また，茶の 問にお ける食事 の

時間で あるか ら，基本的に家族で構成されて い

る関係で ，当然懇和的で あ り，そこ に は大人と

子 どもが対等 な立場で コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が 行

わ れ る 。 こ の 場所で 行わ れ る コ ミ ュ ニ ケーシ ョ

ン は年齢差があるに も関わ らず，大人は大人 な

りに，子 どもは子 ど もな りに 自己表現的なス タ

イ ル で行なわれ る 。 その 時，お互 い 相手が理解

して い るか否かは別の 問題で ある。
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4 ．マ ス ・メ デ ィ ア と して の テ レ ビ の役割

　（1） 情報媒体 と して の テ レ ビの 立場

　本来 の ジ ャ
ー

ナ リズ ム は新 聞や雑誌で取 り扱

われ て い る活字文化に よっ て 成立 して い た もの

で ある 。 しか し，最近 で は ジ ャ
ー

ナ リズ ム の 担

い 手 とな っ て い るマ ス ・メ デ ィ ア は新聞や雑誌

（週刊誌）か ら テ レ ビへ と移 行 し て い る感が あ

る ．特に 最近は子供た ちの 活字離れが 指摘 され

て い るが ，
こ の 現象が現れて い る原因は，新聞

は 言論活動に よ る報道が 中心で あ り，堅苦 しい

とい う認識に対 して ，テ レ ビは娯楽 とい う意識

が強 い こ とや，また，新聞 の 場合は文字を読む

とい う主体的 な活動 を伴うが ，テ レ ビの 場合は

た だ単 に見て い れ ば よ い とい う受け身的で い ら

れ る とい う容易さが あるな どの 認識の 違い にあ

る と思 われ る 。

　現代の 若者 に テ レ ビ が情報 メ デ ィ アの 中心 に

なっ て い る傾向に つ い て は，情報を受け取 る側

の 立場か ら考え る と，新聞や 雑誌か ら情報 を得

る ため に は 「読む」 と い う活動が伴 っ て くる。

そ こ に何 ら か の活動す る ため の エ ネル ギ
ー

が必

要に なるが，テ レ ビ の場合，「視聴」 と い う活

動に費や される エ ネル ギーと比較 して みる と，

それ程 の エ ネル ギ
ーを必要 としな い

。
こ の こ と

は換言的に表現すれ ば，活字文化に よる情報収

集よ りも映像文化の 方が受け身で い られ る とい

う こ とにな る。また ，情報伝達の 速度を考え る

と テ レ ビ の 方 が瞬時性 を持 っ て い る とい うこ と

だ ろ う、，人 よ りも速 く知る と い う こ とは 日常生

活の 中で 大 きな力にな る 。 人 と の コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン にお い て も話 題 の 中に容易 に入 り込む こ

とか で きる 。 しか し，活字離れ の 現 象は物事 を

論理 的に 思 考 した り，自己 を表現す るカが 養わ

れ な い な どの 課題が 生 じて く70，、「新 聞に読 ま

れ な い で ，新聞を読む力」の 必要性が言われ て

い る の はその こ と で ある 、，

　il　21， 視聴者か らみ た テ レ ビ に対す る意識

　本来，ジ ャ
ー

ナ リズ ム の もつ 特質は社会的事

象 を正確に 伝達報道す る こ とと社会の 持 つ 様 々

な問 題性に対 して提 言を加 える こ と に ある と言

えよう。と こ ろが もう
一

方で ，その 報道 の受け

手側か ら見た場合 ，
つ まり情報媒体 と して の テ

レ ビ を視聴者は どの よ うに受け止め て い る か と

い うこ とを考え て お く必 要がある．視聴者側か

らい えば，テ レ ビ は知 りた い 情報 を報道 して く

れ る もの と して 受け止 め て い る
一
面，他方で は

テ レ ビは 娯楽の ため の もの で ある とい う認識 も

強い v したが っ て ，送 り手側 （放送局 ）は娯楽

指向に合 うよ うな番組の 制作を行 うこ とに なる，

こ の こ と が ， お茶の 間 の 話題提供となれば何 ら

か の 目的 を達成する こ とになる ． そこ で ，今や

視聴者 は テ レ ビ は楽 しい 情報 ・面白い 情報を提

供 して くれ る マ ス ・メ デ ィ ア で ある と認識 して

い る 。 その ように考え る と，もう一つ の ジ ャ
ー

ナ リ ズ ム は情報の大衆化を進行 させ ，それ ら の

情報が商品化 される こ とにな る 。 情報が商品 と

し て扱 わ れ る よ うに な る と，当然そ の 商品は 売

らなけれ ばな らな い こ とにな る。売 れ るような

商品をどの よ うに つ くれば よ い か と い うこ と に

力点がお かれ る あま り，時々 テ レ ビ番組 の 視 聴

率が問題に なっ た りして い る 、 視聴率競争は本

来の ジ ャ
ー

ナ リズ ム の 立場 を考えた番組 内容 の

上 に立 っ て の こ とで は ない だ ろ うか、、

　（3） テ レ ビと茶の 間の 関係

　1960年代 にな りテ レ ビが 急速に普及 し た が ，

そ の きっ か け をつ くっ た の は，1964年に 開催 さ

れ た東京オ リ ン ピ ッ クで ある 。 そ の 頃か ら テ レ

ビ が茶の 問 に 入 り込む こ とになる が ，家庭の 食

事の風景 も こ の 頃 か ら変化 し始 め る ．、食壌そ の

もの に 変化はない が，そ の 時の コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ

ン の取 り方 に変化が現 れ て くる．テ レ ビ は 茶の

間に様 々 な話 題を提供 して くれ る、t 家族 の 話 題

の 材料はそこ か ら取 られる こ とになる、，話題 の

内容 に つ い て ，以前 と今を比較 して み る と，以

前は 自分 の 生活範囲またはそ の 周辺 に存在 して

い る もの が話題の材料で あ っ たが ，今 は テ レ ビ

で放映 され る事柄が 話題 の 中心 材料とな りそ こ

か ら さ ら に話題が広が っ て い く。 テ レ ビで は様 々

な こ と に つ い て
， 話題 とな る材料が提供 され る ，

それ を基に コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン が大 きく展開 さ

れ る こ とに なる。した が っ て，テ レ ビ は膨
．
大な
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知識を視聴者に 与える こ ととなる 。 そ の こ とか

ら飛躍的に知識量が増加 し，話題が活性化する 。

こ の 頃か ら 「一億総評論家時代」 と言われる時

期 を迎 える こ とになる。しか し，こ の現象がそ

の 後，話 を聞か な い で，話をして い る人の存在

を無視 し，自分 の 論 を と うと うと 展 開す る よ う

な行動パ タ
ー

ン が定着して い く こ とになる。

　（4） ホ
ーム ドラ マ と コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン

　 日本 の テ レ ビ番組は外国の テ レ ビ番組 と比較

する と 「茶 の 間」 の 風景が よ く写 し出され て い

る こ とに気付 く。特にホ
ーム ドラマ には数多 く

登場 して くる 。
で は なぜ 食事の 場面が 多く取 り

上げられ る の だ ろ うか v 家族 の全員が集まる の

は 茶の 間で あ り，食事が家庭生 活の 原点で ある

か らで ある 。 換言する と
，

わが国で は 以前か ら

家庭文化は家族の 者が 同 じ場所に，同じ時間に

集ま っ て 食事をする こ とで ある と定義 し
， そ の

こ とを最 も重要視 して きた。それは家族の コ ミ ュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン が活発に行 える所であ っ たか らで

あ る 。 そ の 意味に お い て ，現在テ レ ビで 茶 の 間

の 風景が映像 と して お 目見えする こ とか ら考え

る と，以前 も今 も基本的な考え方は変化 して い

な い と言 える 。したが っ て ，テ レ ビ の ホーム ド

ラマ に写 し出され る映像 は食事そ の もの が 中心

的な存在で はな く手段 と して の もの で あ り，そ

の 時に展開 され る家族 また は知人 を交えた集団

に お ける コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン を写 し出そ うとし

て い る 。 ブ ラ ウ ン管に 現れ て くるお 茶の 間 の 映

像 は我々 の 日常生活の 最 も一般的な光景を再現

して い る と言 っ て い い だろ う。

　〔5＞ テ レ ビ は家族の 人 間関係を変えた の か

　テ レ ビ の 放送が 始ま っ た の は 1953（昭和 28）

年の こ と で あるが ， 居間にテ レ ビ が入 り込ん で，

家族の 間 の コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン に 変化が現れ始

め た 。 テ レ ビの 影響で家族の 者同志がなか なか

話 し合う時間が取れ なくなっ た と言われて い る 。

しか し，
一

方で本当にそ うであろ うか とい う疑

問 も湧い て くる 。 で は，テ レ ビ が家庭 に入 り込

んで くる前 の ラ ジオ の時代 は どうであ っ た の だ

ろ うか 。 ラ ジオ全盛期における家族の コ ミ ュ ニ

ケ
ーシ ョ ン の 様子 と ど の よ うな違 い が ある の だ

ろ うか 。ラジオか らテ レ ビに変わ っ た時，その

他 の もの に は変化が なか っ た の だろ うか 。 以前

は台所 と食事をする と こ ろ は特別に 区別され て

い なか っ た 。 しか し，最近は ダイニ ン グ ・キ ッ

チ ン とリビ ン グ t ル ーム は 分化 さ れ ，住空 間に

も変化が認め られ る 。 空間的に も家族の コ ミ ュ

ニ ケ
ーシ ョ ン が取 りに くい 状況 をつ くり出 し て

い る の では な い だろ うか 。
こ の ように空間的変

化は 人 々 の 日常生 活における生活意識 も変化さ

せ て い る と受け止め て お く方が 妥当で ある よ う

に 思われる 。 その よ うに考える と，テ レ ビそれ

自体が 家族の 問の コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン を取 りに

くくして い る とは断言で きな い の で はない だ ろ

うか 。
つ まり，生活空間 の 変化は生活様式を変

え，生活に対する認識 の様子 を変え T 家族の コ

ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に影響 を与え て い る とい うこ

と に な る 。 情報化社 会の様 々 な要因を吟味す る

時，生 活文化 として の トータ ル 的な全 体把握が

重要な要因 とな っ て くる 。

5 ．マ ス コ ミと広告の機能

　〔D 　コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン として の 広告の 機能

　広告は商品の 存在 を知らせ ，イ メ ージと価値

を高め る こ とを目的 と して い るが，しか し，最

近で は こ の ような目的や機能 に加えて ，コ ミ ュ

ニ ケ
ーシ ョ ン 活動 の 基礎で ある言語の 習得 とい

う点に大 きく関わ っ て い る こ とを付け加えてお

か なけれ ばな らな い
。 多くの 調査で 理解され て

い る こ と で あるが ，就学適齢期前の 幼児の 言語

生活 に大 きく影響 を与え て い る と言 うこ とで あ

る。幼児期の 生活の 空間は家庭の 中が ほ とん ど

で あ り，また，強 い て 言えば，近所 にある 公園

な ど に 限 られ て い る
。 人 との 関わ りも家族 の 者

が 中心 で あ り，幼稚 園や保育所へ の 通 園を経験

す る ま で は言語を伝達 され る機会は極め て 限 ら

れ て い る 。 しか し，乳幼児期 の成育環境で ある

家庭 にお い て，テ レ ビ の コ マ
ーシ ャ ルが，乳幼

児期 の 子 ど もの 言語生活の な か に入 り込ん で い

る 。 特に コ マ
ー

シ ャ ル の 制作にあた っ て当事者

は ，如何に テ レ ビ 画面 の 残像 を残すか とい う視
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点で 臨 ん で お り，記憶活動の 活発な幼児に と っ

て は格好の言語習得の 場 となる側面を もっ て い

る こ とを認識 して お く必要がある 。 それ だけ に

コ マ
ーシ ャ ル制作者 サ イ ドか ら言 えば，広告の

持 っ て い る機能の 全 て の 条件を備 え て お くこ と

が，現代社会に マ ッ チ した コ マ
ーシ ャ ル と い う

こ とに なる。

　  　時代 を写 し出す コ マ ーシ ャ ル

　近年，高度経済成長の波は益 々 ，広告 の 存在

を決定付けて い る感がある 。 街 を歩 くと ， 固定

された看板，電光掲 示板，ネ オ ン サ イ ン な ど，

広告の 形態も多元化 し，情報媒体の 技術 的発達

に よ っ て ，様 々 な広告 に出会 うこ とが で きる 。

そ の 形態は時代や社会の 要請 を反映 して い る と

捉える こ とが で きる 。 そ の こ と は テ レ ビ コ マ
ー

シ ャ ル を見て い る と時代 の 流れが鮮明に 理 解で

きる。したが っ て ，制作者 は コ マ
ーシ ャ ル 中に

使用 されて い る キ ャ ッ チ ・フ レ
ーズ が 時代受け

をす る と，どの メ ーカ
ー

も我 も我 もと同 じよう

な内容の コ マ
ーシ ャ ル を制作 し放映す る 。 し か

し，視聴者側 の 受け止 め も厳 し く時代に合わ な

くなる と，ク レーム が付けられ，内容 の 変更 を

させ られ る こ と にな る 。 例え ば，環 境問題が取

り上 げ られ ると，企業の イ メ
ー

ジ ア ッ プに
・
役

を買 っ て で ようと，
“
技術 は 入 に あ た た か い

”

とい う風 に テ ロ ッ プを添付 した りしなが ら，広

告の 効果を高め よう と努め て い る 。 したが っ て ，

現在使用さ れ て い る メ デ ィ ア は非常に 多様化 し

て い る が ，テ レ ビ の コ マ
ー一

ン ヤ ル を通 して ，商

品価値を判断す る こ とと併せ て ，こ の コ マ
ー

シ ャ

ル は今，社会や 時代が何 を求め て い る か と い う

観点で見 る こ とも，もう
一つ の 見方で ある 。

　（3｝ 広告の威力

　現在 の 新聞はか な りの ス ペ ース を使 っ て 広告

が掲載 されて い る 。 新聞の 広 告料は高額 を要す

る が ，多額 の 経 費を要する 以上 に そ の 効果が あ

る とい う。 新聞広告の 特徴は，広告 に も関わ ら

ず，あたか も新聞記 事で あ る か の 様な イメ
ージ

を読者が持 つ と こ ろにある とい う。 新聞 に掲載

すれ ばそれ だけ信頼性 も高まる と い うメ カ ニ ス

ム を持 っ て い る 。 それ に併せ て，最近の 新聞に

は折 り込み チ ラ シ が か な りの 量で挟まっ て い る。

ス ーパ ー
マ ケ ッ トをは じめ，マ ン シ ョ ン ，自動

車 ， アパ レ ル ，美容健康 ， 旅行，な ど多種多様

に またが っ て い る 。 特に最近で は新聞に 折 り込

まれ る広 告チ ラ シ は年々 増加の
一
途をた ど っ て

い る。例 えば ス
ーパ ー

マ ケ ッ トが新聞に 商品や

サ
ービス の 売 り込み の 広告チ ラシを折 り込む と

当 日の ス
ーパ ーマ ケ ッ トで は商品購入客の動 き

が全 く異 な っ た状況に なる とあ る経営者は語っ

て い る 。 今まさ に テ レ ビ は もと よ リコ マ
ーシ ャ

ル 時代で あると い うこ とが言え るの で は ない だ

ろ うか 。

C4） マ ス ・メ デ ィ ア にお ける 広告の 登 場

　放送事業は総 務省 （旧郵政省）の 認可事業で

あり，放送内容 は公 共 の 福祉 に供する ように求

め られ て い る 。 民間放送が 開始 さ れ た の は 1953

年で ある が，こ の 民間放送は基本的に は広告料 ・

コ マ
ーシ ャ ル料 を収入 の 財 源 と して い る 。 我々

が新聞や テ レ ビ に接す る時，必ずと言 っ て い い

ぐら い ，広告や コ マ ーシ ャ ル に触れ る 。 また，

町の 中 に出て み る と，い たる所で 看板や広告塔

が 目に 飛 び込み ，コ マ
ー

シ ャ ル 時代 を感 じさせ

る 。

　現在広告と言えば ，マ ス ・メ デ ィ アを媒体と

して 行われ て い るが ，C ・A ・カーク バ ト リ ッ

ク は ，「広告活動 と は ，利益 を極 大化 す る た め

に，購買者を説得する意図を持 っ た情報の マ ス
・

」 ミ ユ ニ b −一
ン ヨ ン て ある 」 と定義 づ け し こtt

る。特 に最近 の よ うに商品流通が盛 ん に な っ て

くると，商品に付加 価値を持 たせ る ため に ，ま

た ，イ メージづ くりの た め に商品の 存在を消費

者に知 らせ る ため の コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン の つ

として 不可欠 で あ る、、経済の 成長 ・発展の ため

には コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン 活動として ，

こ の コ マ ー

シ ャ ル が必 要に な っ て くる。また ，こ の コ マ
ー

シ ャ ル は印刷技術や 映像技術の 発達 と共に ，様々

な メ デ ィ ア に 登場する こ と に な る。

Il引　生 活 の 中 に浸透する コ マ
ーシ ャ ル

現代 の 経済流通機構の なか で ， コ マ
ーシ ャ ル
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（CM ）は不可欠 の もの とな っ て い るが ，
コ ミュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン の手段 と して も重要な役割 を占め

て い る ． 我 々 の 日常牛活 の 中で 交わ され る会話

に コ マ
ーシ ャ ル に 関わ っ た話題が必ず登場する 。

コ マ
ーシ ャ ル に使用 され るキ ャ ッ チ ・フ レ ーズ

の
一

部や キ
ー

ワ
ー

ドが そ の 時の 流行語 を生 み 出

した り，また， コ マ
ー

シ ャ ル ・
ソ ン グが 生活の

中で 歌わ れた りする と い うこ と は
，

コ マ
ー

シ ャ

ル その もの と人 々 が コ ミュ ニ ケ
ーシ ョ ン を取 っ

て い る こ とに なる 。 特 に コ マ
ー

シ ャ ル に起用さ

れ た俳優 ・女優 ・タ レ ン トさんが話題 となっ た

りする 。 したが っ て，企業サ イ ドか ら言えば，

コ マ
ーシ ャ ル が 受けるか否かは登場人物に も大

きく影響 し，そ の 起用 の 在 り方が 問われ る とい

う 。 要す る に商品 と登場人物がオ
ーバ ー

ラ ッ プ

す る わけ で ある か ら
，

．
卜分に検討が重ね られる

こ とになる 。
コ マ

ーシ ャ ル の 目的 は如何 に して

消費者が商品に対 して どの よ うなイ メ
ー

ジを持 っ

て くれ るか で あるか ら，イ メ
ー

ジ づ くりが大 き

な課 題 とな る 。 テ レビ の視聴者が イ メ ージづ く

りをするとい うこ とは コ マ
ー

シ ャ ル や コ マ ーシ ャ

ル にの っ て い る商品とコ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ンを取 っ

て い る とい うこ と で ある 。それ は
， 日常生活に

お い て 我々 はテ レ ビの コ マ
ーシ ャ ル を見て商品

を購入する とい うこ とが 多い こ とか ら も言 え る

こ とで ある 。

6 ．学校 に お け る情報教育

　〔1〕 フ ラ ン ス の NIE 事情

　 フ ラ ン ス の NIE （教育 に新聞 を）活動 の 現

状 を見るため に，小 ・中 ・高校の 教師が パ リや

ト ゥ
ール などを訪れ た 。 目本新聞教育文化財 団

主催の 視察団に参加 した の は， 9都道府県か ら

の 10人 で ，学校で の メ デ ィ ア教育の 中で新
．
聞が

取 り．ヒげられ て い る状況や新 聞社 の 取 り組み を

見た 。 学校で は 歴 史 ・地理 や フ ラ ン ス 語 の 授業

で 新聞が活用 され て い る他，新聞週 間を設け，

国を挙げて メデ ィ ァ教育に取 り組ん で い た の が

目を引 い た 。 国民教育省に メ デ ィ ア 教育専 門 の

機関を設 けて メ デ ィ ア と学校を結ぶ など，メ デ ィ

ア教育を通 して ，子ど もが 自分な りの 考えを持

て るよ うにする市民教育 に力を入れ て い る点 も

参加者の 関心 を呼 ん だ 。 （西 日本新聞記事 よ り

引用 ）

　 フ ラ ン ス は パ リ近郊の ジ ャ コ メ ッ テ ィ 中学校

で は新聞週間にちなん で ，新聞を使 っ た授業が

行われ た。そ こ で の 授業は新聞の見出 しや構成

の 分析が 中心に行われ，そ れが新聞に よ っ て ど

の ような表現の 違 い があるか を比較 した り，同

じ事象で も新聞 に よっ て 取 り上 げ方が 異な っ て

い る こ とを学習 した 。 こ れ は，表現の 自由を守

るた め に様 々 な書 き表 し方があ る こ とを学 ばせ

る ため の もの で ある 。情報 の 活用 の 方法に 力点

をお くわが国 の メ デ ィ ア教育とは異な りt メ デ ィ

ア に の み込まれな い ようにする ため の 学習で あ

る 。

　 フ ラ ン ス で は メ デ ィ ア と学校教育を結ぶ ため

に ，20年前 か ら国民教育省が各教育区に専 門の

ス タ ッ フ を置 き，
メ デ ィ ア に対する理解を深め，

自立 した市民を育て る こ とを目的に実践 して い

る 。 新 聞週 間の 期問 は各新聞社 とも，新聞の 無

償提供 や学級新聞づ くりの指導などで 学校 を支

援す る 。 フ ラ ン ス で も活字離れが あ り，新聞を

多くの 人が読 むよ うに なる た め に も．．役 を買 っ

て い ると い うこ と で あ る 。 また，新聞 は 自国

（フ ラ ン ス ）の もの だ けで は な く，外国 の 新聞

に も触れ させ
， 世 界に は い ろ い ろ な文化が存在

して い る こ とを知る 目的で も学習を行 っ て い る 。

　メ デ ィ ア教育の 例 と して ，フ ラ ン ス の 新聞を

教材に した授業を取 り上げて 現状を述 べ て み た

が，世界におい て もマ ス ・メ デ ィ アに関する学

習が様々 な ス タ イ ル で 実践 され て い る 。

　（2） 学校教育の 連携を深め る ネ ッ ト網

　福 岡市 の 市 立幼 稚 園連 盟 に 加入 し て い る

124園 の 幼稚 園 の 全 て が デ ジ タ ル 通 信 網

（ISDN ； lntegrated　Services　Digital　Network ）

を2000（平成12）年の 10月か ら稼働させ てい る 。

少子化時代 をに らみ，各幼稚 園の 様々 な情報 を

市民 に発信する
一方，乳幼児教育 をめ ぐる保護

者 の 悩 みや相談に応え ，地域 か らの 意見 も吸収

し，地域 幼児教 育の 推進 を 図 っ て い る
tz ／

。 こ

の 新シ ス テ ム で は連盟 と全て の幼稚園を連結 し，
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利用者は連盟の ホ
ー

ム ペ ージ に ア ク セ ス し
， 育

児相談，保護者，幼稚園教諭 を目指す学生用の

情報提供にあた っ て い る 。
こ の ように地域 をあ

げて 教育活動 の
一

貰性 を持たせ て 実施する とい

う こ とは，対面形式の 育児相談が で きに くい 保

護者や ，時間的 な制約が生 じて くる勤務の 関係

な どへ の 解決 にもつ なが り，市民全体の 幼児教

育全 般に わた っ た事柄 につ い て の 理 解 を深め て

い くこ とが で きる 。
こ こ に地域の育児 コ ミ ュ ニ

テ ィ
ー ・セ ン タ ー的な機能が 出来上 が る こ とに

なる 。こ れか らは，誰で もが気軽に パ ソ コ ン の

操作が で きる ように なるため の 研修 の 機会を設

定す る こ とと，そ の 習熟な どを推進 して い か な

けれ ばならない こ とになる 。

　（3〕 情報化時代にお ける 日本語の 重要性

　中央教 育審議会は 2000 （平成 12）年 12月，幼

児期か らの 「教養教育」 の 在 り方を審議 して い

たが ，目本語 の 力が理解力や表現力などの 教養

の 基盤に なる と位置付け，読書体験 の 機会 を増

や す よう求める 「中 間 まとめ 」を公表 した 。 本

稿で も取 り上 げて い る こ と で あ るが ，最近の 子

ど もた ちは特に，活字離れ の 傾向が 指摘 され て

い る 。 それ は情報化社会を迎 え，新聞や本 を読

まな くて も，情報が たやす く入手で きる とい う

事情がある か らで ある 。 テ レ ビ や パ ソ コ ン は即

効性が あ り，テ レ ビ の チ ャ ン ネル リ モ コ ン や パ

ソ コ ン の キ ーボード操作
．一

つ で 簡 単に情報が掴

め る とこ ろ にある ．．／また，テ レ ビ は新聞と違 っ

て ，読ん だ り書 い た りす る こ と よ りもは る か に

少 な い エ ネル ギ
ーで 目的に達成で きる か らで あ

る ，

　そ こ で ，中央教育審議 会は教養 を 「異 なる 生

き方や価値 を互 い に尊重 しあ い なが ら 主体的に

生 きる カギ」
t3 ／

として い る 。
こ の こ とは 大学生

だ けの 問題で はな く幼児期や 小学生 ・中学生 に

も教養 を育 む必要性 を提唱 して い る もの である。

教養の 習得に あた っ て は 「読み ・書 き ・計算」

を基盤 に しなが ら，特に ，凵本語 の 理 解力や思

考力，表現力な どを身に付ける こ とを重要 な課

題 と し て 位置付け て い る 、先 程述 べ た よ うに ，

児童 ・生徒の 読書離れ を食い ILめ ，日本語の 力

を養 っ て い くため に，「異 なる 環境 を体験 し、

想像力 を羽ばたかせ る」 と して 本に親 しむ機会

を積極的 に 設 ける よ うに 提言 して い る。こ の よ

うに情報化社会 に対応す る教育の在 り方として，

学校教育の み な らず ， 特 に幼児期に お ける家庭

教育の 場 に お い て ，テ レ ビ に の み 頼 り過 ぎる こ

とな く，絵本 の 読み 聞か せ など の機会を多 く持

つ こ とが必要 で はな い だ ろ うか。

　幽　学習活動に おけるパ ソ コ ン の 導入

　情報化の波 は学校教育の 場 にお い て も変化が

現れ始め て い る 。 2000 （平成 12）年12月 に提 言

された学習指導要領改定案で は21世紀 の 小学校 ・

中学校 の 姿 を示 し，例 えば授 業で 電子 メ
ー

ル

（E −
mail ）を作成 し ， や り取 りをする とい う，

時代の 変化 を写 し出 して い る 。

　中学校 の 技術 ・家庭科で は パ ソ コ ン を
．一

人 1

台つ つ 使 っ て ，電子メ ール （E − mail ） を作 成

し，他の 生徒 らに発信する活動 を取 り入れて い

る 。 また，選択 すれば，ホ ーム ・ペ ージの 開設

や コ ン ピ ュ
ー

タ
ー

に よる文書作成，図形操作が

学習で き る ように もな っ て い る。中学校で 必修

となる外国語 （英語）で も，英文の 電 子 メ ール

を海外の 姉妹校 など に 発信，交流す る こ とを想

定 した授業 を展開する こ とな どが組 み込 まれ て

い る 。 中学校の 美術で は 2 ・3年生 で 漫 画や イ

ラ ス トをは じめ，写真や ビデ オ，コ ン ピュ
ーター・

グ ラ フ ィ ッ ク などの 映像 メ デ で ア で 表現す る学

習活動を取 り人 れ て い る
ニー こ の よ う に 学校

教育の 場にお い て も情報化 に よ る 新 し い メ デ
／

ア を教育機器 として 取 り扱 う こ とが 提言され て

い る t．t

　〔51 総 合的な学習 の 時間 と情報教育

　全 国の 小 中学校で ，イ ン ターネ ッ トを使 っ た

情報教 育が盛ん に 行われ て い る、2002 （平成14）

年 4 月に ス タ
ー

トした 「総合的 な学 習 の 時間」

に伴 い ，コ ン ピコ ．一タ
ー

の 授業におけ る活用が

小 ・中学校に 導入 された，t 福岡 rf沖 央区 の 大名

小学校で は高速回線が整備 され，「自動 車 の 歴

i芝を見つ けた」「エ コ カ
ー

っ て 面 白 い 車が あ る

ら しい よ 」。 社会科の 授業で 自動車産 業の 弁用
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をする 5 年生 は慣れた手 つ きで マ ウ ス を動か し

ク リ ッ ク して イ ン タ
ーネ ッ トで次 々 に 自動車の

関連情報を見 つ けて い っ た。イ ン タ
ーネ ッ トの

活用 で，子供た ちは 「休み時間に もパ ソ コ ン で

調べ もの をするな ど，子供たちの やる気が上が っ

た」
C5）

と喜こ ん で い る とい う。 こ の よ うにパ ソ

コ ン の 導入は総合的な学習の 時間の 「情報」の

領域の 学習 と課題解決学習 の 学習方法 と して の

活用 とい う観点で ，パ ソ コ ン の ハ ー ドウ エ アと

ソ フ トウエ ア の 二 面 を学習活動 の 教 材 と教具 の

関係で捉 える こ とが で きる 。
こ の ように情報化

社会に おける情報の 増大化 と速度化 は，こ れか

らの学校教育の 在 り方の
一

つ と して ，情報の 活

用能力 を養 うこ との 重要性 を問い かけて い る 。

イ ン タ ーネ ッ ト回線は 現在 ，
ア ナ ロ グ回線 ，

IS

DN ，　 ADSL ，ケ
ー

ブ ル テ レ ビ，光フ ァ イバ ー

の 順で 通信速度が速 くな るが ，現在の 学校 に整

備 されて い る もの の 中 には ISDN 回線を利用 し

て い る学校が最 も多い の で ，こ れか らの 高速化

に向けた回線の 整備が行わ れ なけれ ば な ら な い

だ ろ う。

7 ．情報化時代にお ける社会的問題

　（1〕 会話時に おけ る子 ど もたち の 様子

　最近，子供たちの コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の と り

方に様相の 変化 を呈 して い る 。 それ は 人 と会話

をする 時，相手の 顔を見ない で 話をする傾向が

ある とい うこ とである。こ こ に 日本小 児科学会

の 興味深 い 報告がある。それは 「子 どもとメ デ ィ

アの 問題 に対する提言」の なか で ，  授乳や 食

中毒は テ レ ビ ・ビ デ オは避 ける，  小学校入学

前まで は メ デ ィ ア と接触する時間は 1 日 2 時間，

テ レ ビ ゲ
ーム は 1 日30分まで を目安 にする ，  

子 ども部屋に テ レ ビや ビデ オ，パ ソ コ ン は置か

ない
（6）

な どを提言 して い る 。 そ の 提言の 根底

にある の は，最近の 乳幼児たち の 間 に，視線を

合わせ なか っ た り，言葉が遅れ て い た り，友だ

ちと遊ぶ の が苦手 とい う子 どもたちが増えて い

る こ とに ある 。 そ して ，こ の よ うな状態が現れ

る子 どもたちに共通 して言える こ とは，テ レ ビ

などを長時間に わた っ て 見て い る とい うこ とで

ある。そ こ で ，テ レ ビなどを視聴 しない よ うに

注意 した ところ，子 どもた ちが 目を合 わせ るよ

うに な っ たな どの 変化が現 れ た とい う。
こ の 問

題 は，何 も乳幼児に 限っ て の こ とだけで はない
。

小学生 の場合で も，ゲーム に熱中 した り，携帯

電話で メ ール を発信 し続けた りして い る ためか，

同 じような傾向が現 れ て い る 。 テ レ ビゲ
ーム は

巧み に人工 的の つ くられた画像で あり，バ ー
チ ャ

ル で画
一

的な画像である 。
モ ニ タ

ー
であるため，

操作 を確実に 行えば 自分の 意思 の まま に な る 。

そ こ には会話 を必要 とする こ ともな く，何時で

も止め られる 。
コ ン ピ ュ

ータ ー
に よ っ て つ くら

れ た架空の 世界 は，想像力 を介入させ る部分が

ほ と ん どなく，目を見 て語 り合 うこ ともない し，

人 間関係 を容易 に築 くこ と も困難 にな っ て くる 。

　（21 成人式 の 様子

　最近 ，毎年の ように各地 の 成人式で の成人の

対応の在 り方 に つ い て
一

つ の 問題が提示される 。

時 々
，

ど こ か の 会場で 主催者側 の 挨拶を聞か な

い で騒 ぎ立て た とい う現象が テ レ ビで報道 され

る
。 なぜ ，最近 の 青年は 人 の 話を聞 くこ とが で

きな い の だ ろ うか 。 そ の 背景 にある も の として

は 二 つ の こ とが 考え られ る 。 現在の青年たちは

生 まれ た時か らテ レ ビの 中で 生活を し て い る 。

家庭は言うまで もな く，学校，地域社会にお い

て もテ レ ビ に接する機会は 非常に多い
。 家庭 に

お い て は それ は最た る もの であるが，特に幼児

期はテ レ ビ 浸 け とい っ て も過 言で は な い
。 む し

ろ ．テ レ ビか ら育児 して もら っ て い る と で も表

現で きそうで ある 。 テ レ ビの 子 ども向け番組は

家人が 食事や 家事で 慌た だ しい 時間帯 に設定 し

て ある 。子ど もた ちの 生活環境に，い つ もテ レ

ビが主体者として存在 して い る。そ の 環境 の 中

にあ っ て ，テ レ ビの 存在 とは別に今，自分が や

りた い ことをや る とい う生 活に慣れ て い る 。
つ

ま り，テ レ ビ は無意識の 中に あ り，興味 ・関心

がある時，例 えば音楽や引 きつ けられる ような

場面の 画像が写 し出され る と， その時はテ レ ビ

の 方に注意が注がれ るが ，そ うでなか っ た，テ

レ ビ は意識 の ど こ か に飛んで い き，自分が今や

ろ うとして い る遊 び に注意が移 る 。 また，最近
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で は家族の 者が
一
堂 に 会して食事 をす る こ とが

少な くな っ た とい う指摘を数多 く聞 くが，それ

で も食事を一緒 にする家庭にあ っ て も，夕食の

時間もテ レ ビを見なが ら とい う家庭が非常に 多

い
。 テ レ ビを見る人，見な い 人 それぞ れが 自分

の 意思 の まま に行動 して い るため，折角家族の

者が
一緒に顔を合わせ て 食事を して い て も，共

通 した話題 で の会話 とな っ て い な い
。 テ レ ビ で

誰か が話 を して い て も，話の 内容 に つ い て の 会

話で はな く，話 を して い る人の服装 とか，格好

とか それか ら飛 躍 した と こ ろ で の 話題が 中心 に

な っ て ，ほ とん ど真剣 にテ レ ビを見ない とい う

習慣が 自然と身に付い て しま っ て い る 。 したが っ

て ，今誰かが話を して い るけれ ども，興味があ

れば聞 くが ， 興味が なければ 人 の 話 は 聞か なく

て ，自分た ちの 興味ある話 に典 じて い れば よ い

とい う意識が何時の 間にか つ くり．ヒげ られ て い

る 、，
つ ま り，成人式で の 主催者の 挨 拶 や記念講

演で の 講話をして い る人の 存在は テ レ ビ で話 を

して い る人 と 同 じ感覚で しかな い
。 それ で は，

話をする人が興 味 の 湧 くような話をすれ ば，こ

の ような現象は解決で きるか とい うとそ う容易

な こ とで はな い 。それ は もう
一

つ の 原因と して

考えられ る，「人 と話 をした り， 人の 話を 聞 く

時は 話を して い る人 の 冂を見て 聞 く」 とい う基

本的な生活習慣 と して の マ ナ
ー

や エ チ ケ ッ トが

成育過程 にお い て 形成 され て い ない か ら で あ る。

マ ナ
ー意識は 自分に と っ て 興 味ある話で ある か

ら聞 くが，そうで なか っ た ら聞かな くて 良い と

い うもの で は な い ．人 の 、i占を聞 くと い う こ とか

杜 会入 として の マ ナ
ーで ある ，， その こ とが認識

され ない 限 り講演者サ イ ドか ら の 問題 の み を指

摘 して も解決する もの で は ない 。 しか しなが ら，

成人式 の
一・つ の 問題現象 は マ ス ・メ デ ィ ア の

一

つ で あ るテ レ ビの み の 問題で はない 。 こ こ で は

詳述 しない が ，社会の 複雑な構造 ， 家庭環境，

学校教育の 様子，そ の 中 で も人々 の社 会規範意

識の変化が何 らか の 関わ りにお い て 影響 を与え

て い る こ とが 考え られ る。

　1：3〕 元々 ，情報発信 と して の サ イ ト （site ）

は ，天気予報 と交通事情 を知 らせ る こ とか ら出

発 した もの で あるが，最近で は情報の サ
ービス

網 も充実 し，多方面に わた っ た様 々 な分野で の

情報が簡単に入手で き る よ うに なっ て い る 。 し

か し，プラ ス面 と して の 利便性 の 裏に ， 「出会

い 系サ イ ト」 とい わ れ る ような少なか らず青少

年に悪影響を与える社会問題を発 生 し兼ね ない

サイ トも現れ始めて い る 。 現代の 若者の バ
ーチ ャ

ル 感覚は ，顔 も見た こ とが ない 全 く知 らな い 人

と簡単に会 っ た りする行動に結び つ か せ て しま

う。「知即愛」 とい う言葉が ある ように、コ ミュ

ニ ケ
ーシ ョ ン を重ね る こ とに よ っ て相手を知 り，

理解 を深め て こそ愛情が湧 い て くる もの で ある 。

したが っ て ，望 ま しい 人 間関係 を築 き上げて い

くため には ，
コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン の 重要性 を学

校現場 で は勿論 の こ と で あるが ，家庭教育の場

に お い て も日頃よ り重要課題 として 認識 を深め，

対応する姿勢づ く りに努め なければな らな い 。

　 また，携帯電話 に関わ っ た ，「おれ おれ詐欺」

が頻繁に 発生 し，社 会問題に な っ て い る。この

よ うな事態の 発生 の 背景には家族の コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン不足が 突かれ た とい う点で 極め て 現代的

な社会問題 と言 える。少な くと もコ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ンが十分行われ て い れ ば
， 仮に 「おれおれ」

だけ で も，家族 の
・
員 であれ ば誰の 声で あるか

は判断で きるはず で ある。口頃よ り，家庭 内で

の 会話 の 希薄 さが こ の ような結果 を つ くり出し

て い る こ とを考え る と，情報化社会におけ る情

報媒体 と して の 携帯電話 の 活用 の 仕 方，い や そ

れ 以前の ，人間関係をつ くり上 げる コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン の 在 り方を，凵頃よ り情報化社会し

1

）課題

と して 捉えて 対応で きる 能力を養 うこ とが重要

な こ とにな る 。

8 ．ま とめ

　20世 紀は物 造 りの 世紀 と して とらえる こ とが

で きる 。 こ の 時代 の 科学技術の 発達は 目覚 まし

い もの が あ り，特に 科学 の 領域に お ける発 明や

発見は，人類が 月 へ 到達 したとい う現実に みら

れ る よ うに驚異的な もの で あ り， 社会の 動 きが

形と して 具体的に見え る もの で 分か りやすかっ

た。しか し，技術の革新に あ た っ て は 常に 人間
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が意 図 しない マ イナ ス の要因が 出現する 。 日常

生 活に おい て の 利便性の みが大 きくク ロ ーズ ア ッ

プ され ，負の 効果 を軽視す る傾向にある 。今世

紀 に入 っ て ，情報技術が飛躍的に開発 され，多

くの 情報が 瞬時に手に入 る時代 とな っ た 。 しか

し，こ れ まで に論述 して きた よ うに，IT の 技

術は やや もする と人 問形成に 関わ っ た精神作用

の 面で，形 として表され て い な い 面で の 抽象的

な負の効果が大きな要因 となる もの を持 っ て い

る 。 1950年代に テ レ ビが 普及 し始め た 頃 は ，子

ど もたち の 成長 とテ レ ビの 関係，特 に放送 され

る 番組に対 し て
， そ の 影響を幾度と な く懸念す

る 議論が展開されたが，今回 の テ レ ビ ゲ
ー

ム や

ゲ
ーム ソ フ ト，パ ソ コ ン の イ ン タ

ー
ネ ッ ト，携

帯電話 の E −
mail な ど に つ い て は そ れ ほ どテ

レ ビ の 時の ようには論議されて い ない 。 その 違

い は テ レ ビ の 方が
一

般 に馴染み やす い とい う側

面を も っ て い る か らで ある と解釈され るが ，パ

ソ コ ン や携帯電話に も青少年の 発達過 程に及 ぼ

す影響は同 じように，い やそ れ以上 に 関わ っ て

くる こ とは予測 され る 。 した が っ て ，人間の 精

神作用 の 形成な どの 負の 側面 を見抜 く力と適切

に対応で きる力を身に付ける こ とが重要なこ と

にな る 。 現代社会の搆造はイン フ ォ メ
ー

シ ョ ン ・

テ クノ ロ ジ
ー

に よっ て 支え られて い る状況 で あ

る 。 企業は もちろ ん の こ と
， 家庭や学校に あ っ

て も，テ レ ビや パ ソ コ ン な どの マ ス ・メ デ ィ ア

を活用 しない 生活は考 えられ な い c 情報化社会

の 中に あっ て ，重要な こ とは如何に多 くの情報

を得る か とい うの とで はな く，情報 を選択する

能力 ， 活用す る能力を身に付けるか とい うこ と

にある 。 また，前述 した よ うに，人 間 の 心 の 作

用 は メ デ ィ ア に よ っ て形成され るもの で はな く，

人 と人が コ ミュ ニ ケ
ーシ ョ ン を交わす こ とによ っ

て 相手の 感情 を汲み取 り，理解 を深め て い くこ

と に よ っ て形成 され る もの で ある 。 そ こ には学

校 にお け る教育は当然の こ と で あるが ，家庭や

地域社 会にお い て も教育の 力に よ っ て解決 して

い か なければ な ら な い こ と で ある 。
こ れか らは

情報教育の 環 と して ，育児や 教育の 場に お い

て 論議を深め る こ とが重要 に なっ て くる と考え

られ る 。
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