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教育課程の改訂にあたっていつも問題にされるのは,

知識偏重や,詰 め込み教育のようであるが,今 日でもま

た大きな課題とされている。このことについて何がそう

させるのか,競虚な態度で検討し,その根因を除去するよ

うにつとめることは,わ れわれ現場教節でなければでき

ない問題と思われる。そこで改善ということになるが,

改善は, 現状に なんらかの危機的状態, あるいは危機

感を抱くようになったとき行なわれるものである。教育

iごおいて1当 然そうい う場面がなければならないが,平

穏時においてはなかなかは握し難い。したがって,「 こ

れでよいだろうか」といった思索から教育改善の必要性

のようなものをもたなければならない。そこで教育とは

何か,そ の本質を再び考え直してみなければならなくな

る。本和では省略するが,要 は集団,あ るいは個として

人間尊重に徹し,ひ とりひとりの人間のもっている可能

性を最大限に1,長させることになろう。このことは,単

に知識や技能を習律することだけではむりであり,き ま

ざまな資質 ・能力を統合する主体としての人格の罰戎に

よらなければならない。いいかえれば,既 成の知識や行

動の学習とか,く り返 しの学習が重要であるとい うので

はなく,基 礎的な知識 ・技能を創意的に学習することで

ある。その実現は一に教師の意識の改善にあるが,組 織

体の構成員としての教師の意識の改善になるので,学 校

怨営の改善が前提にならなければならないと思われる。

学校経営の改善にあたっては,学 校組織の理念から機

能的に過程的に現状を反省 ・検討し,改 善への傾性をも

ち,そ の視点を明らかにすべきである。

学校経営は,教 授 ・学習組織を中核とした事務Ituln,

運営組織の相互調整による体系的作用とみることができ

よう。このような考え方から教授 ・学習組織の構想につ

いて,改 善のあり方を考えてみることにする。

教授組織においては,ま ず,IIB織体制として,実 践教

mi集団あ単位を機能的に設定することになり,指 導計画

については,単 位教師集団が協力して作成することであ

り,教 材研究についての構想の共通理解のうえ,単 元,

あるいは題材の目標をYtB目として提示し,次 に細目をそ

研究・相談部長

内  藤

の達成系列と内容との関連において整理し,過 程を柏戎

する。さらに各ltl目ごとに反応評価項目を設定して対応

させる。このような作成方法により,集 団を対象としな

がらも個別的な取り扱いができるようにする こ とで あ

る。

実施については,各 教師の特性を生かし,役 割分担に

よる教科,あ るいは教科内領城分担授業,時 には合併授

業や複数接業を取 り入れ,お のおのが主体性をもち,教

授 ・学習課程の各段階で確かめながら順次達成していく

といった実践方法が考えられよう。

評価については,協 力体制で絡括的な評価とともに,

活動週程において,そ の活動が所期の 「ねらい」を達成

しつつあるかどうか,活 動自体どのような点の軌道修正

が必要であるかどうかという情報を得るための形成的評

価のくふ うが考えられよう。このようなくふうと努力を

することにより,教 師自らが満足感 ・充実感をもてるよ

うにすることがたいせつと思われる。

学習組織においては,教 科の特質や児童 ・生徒の環境

や発達段階 ・経験に応じて,既 成集団をあわせて大集団

にしたり,グ ループ分けの小集団にしたりするなど弾力

的な取 り扱いが考えられよう,大 集団にすることで,集

団性からの刺激により関心や意欲を強めるとともに,自

己調整をより確実にする。小集団にすることでは,値 別

化をはかることになり,ひ とりひとりの学習をより確か

にし,完 全学習をはかろうとする。そのためには,単 位

集団教師は,そ の学習集団の児童 ・生徒のは握がじゅう

ぶんでなければならない。したがって生徒指導も協力体

制がとられていなければならないだろう。

各活動の授業時数や単位時間は,標 準時数 ・単位時間

によることは当然であるが,学 習成立の基盤としての地

域4生,環 境条件,児 童 ・生徒の実博により,教 科等内容

の取り扱いを検討し,重 点をきめたり,児 童 ・生徒の緊

張慶合からの開放的な配慮をするなど,弾 力的な運用を

教長 ・学習組織の改善とあわせて再検討する必要があろ

う。

次善

こ
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教育内容 ・方法に関する研究,資 料提供
――小 ,中 ・高,教 材研究を中心として一―

学校の教育目標実現についての問題点とその考察

第 1研修部長  丑 込

1 学 校の教育目標の重要性

学校の教育目標はその学校の教育活動の中心であり,

学校が全活動をあげて達成すべき目あてである。したが

って,学 校の教育活動のいっさいを規制する機能を持っ

ているとみてよかろう。

このような学校の教育目標は,そ の学校の教職員のす
べてに共通に理解されていなければならない。そして,

どのような指導活動をするにも,そ れが,そ の学校の教

育目標の実現とい うかかわり合いにおいて最適であるか

どうかを確かめながら進まなければならないであろう。

近年,経 営学の影響を受けて,特 に管理職lLgにはその重

要性が認識され,そ の設定や実現化などについてのさま

ざまな配慮がされてきている。しかし,一 般 にはまだ

「内容がよく理解されていない ,「共通理解がされてい

ない」,「目標に一‐貫性がない」などの欠陥が指摘され,

結局,校 長室の壁飾りや学校要党の片隅に追いやられ,

年度末になって中訳なさそうな顔で職員会に引っばり出

される存在となっているように見受けられる。

こうした現状から,あ らためて学校の教育目標のあり

方を考え,そ の実現のためになすべき配慮を明らかにし

ていきたいと思 う。

学校教育の目標の設定とその実現について改善または

検討すべき問題点はたくさんあるが,今 回は,①  教 育

目標の内容,②  教 育目標の設定過程,①  教 育目標の

実現化の3項 に限定して考察をしていくことにする。

2 学 校の教育目標の内容からの問題

学校の教育目標は,法 で定めてある日標体系とはおの

ずから重点の置き方がちがったものになるであろうが,

その実態はどうか。いくつかの調査結果から検討を加え

てみよう。

(D 学 校の教育目標設定の根拠

この調査は,当 教育センターが 「学校経営に関する

実態調査」によるものである。 「学校の教育目標設定

で主とした根拠として,一 つあげるとすればどうなり

ますか」の質問によって8項 目を提示して選択しても

らったものである。この結果は次の通りである。

① 前 年度の反省からの実績中心…………小 ・中・高等

学校とも30～40%

② 県 ・市町村教育委員会の努力目標や要請の重視 …

…… …各校とも20～30% 高 校に高い傾向j

③ 地 域性や児童生徒の実態による… …… …′1 ・ヽ中学

校に20～30%,高 校は7～ 10%程 度

①の結果は,学 校経営が維統的な営みである限りに

おいて当然の結果であると思われる。経営学でいうい

わゆるマネージメントサイクルとしてのPlan(計 画)

→ Do(実 施)→ SCe(評 価)→ Planの循環としてと

らえているものであって,重 要なこととみてよい。こ

の場合注意しなければならないことは,反 省の時期と

方法,お よび実績としてとらえた資料の適否や過不足

の問題である。

②の 「県や市町村の教育目標や要請Jを 重視してい

るのが高等学校

にど多く , ′1 ヽ・ .|

学校は①の「地 図
域性や児童生徒

の実態Jを 重視

している傾向が

みられる。こオt

は,学 校種別に

よって教育目標

設定態度のちが

いがあることを

示している。一

般的にいえば,

各目標の関係は

<図 1>の よう

に考えてよかろ

う。自校の教育

目標として他か

らの目標を吸収

して取り入れる
!由家8勺

場合には,学校の教師集回が,その内蓉について熟知し

他から付与された目標の実践を下請けさせられている

とい う意識を持たないように最大の配慮をすべきであ

ろう。これは教員のモラールにも影響するからである。

才

男幸

個別的

サ

各目標の重層的関係
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(2)学 校が求める児童像 (小学校の場合)

最近の小学校の教育目標は,望 ましい児童像をかか

げる偵向にある。そこで,ど のような児童像が求めら

れているかを考察しみてると次のようである。

定の資料ともなるのであるから,総 括的に行なうだけ

でなく,短 期にチエックする方法もくふうすることが

重要であろう。

年度末などの定期的な会議形式の検討会と,各 部門

ごとの随時(たとえば一つの計画の完了時など)の検討

との双方を計画的に行なうことのくふうが望まれる。

そして,担 当者の意見をじゅうぶんに聴取するよう配

慮することである。

121 学校の教育目標審議の開始と設定

小 ・中学校がそれぞれの学校の教育目標設定につい

ての審議をはじめるのは, 1月 がもっとも多く全体の

60～80%を 示している。次に2月 ,3月 となっている。

設定の時期については3月 と4月 と答えており,そ の

比率はほぼ同率である。4月 から新しい経営方針によ

って選営されていくとすれば,種 々の計画立案の期間

もみなければならない。その中心となり軸となる教育

目標は3月末までには設定されなければなるまい。

ただ,最 近,教 育諸計画の立案の時期が年 々早 ま

り,年 度のまとめとしての第 3学期が次年度のために

費されそのために校内の会合の回数も多くなってきて

いるのは一考を要する。

●)学 校の教育目標設定の手順

学校の教育目標の設定にあたって,そ の手順をどう

したかは,教 員の理解や,実 践意欲に相当影響するも

のと思われる。当教育センターの調査 (前掲)に よれ

ば ,

小学校については,①  校 長の原案提示 ②  職 員

会で決定 ③  校 長原案―職員会審議一校長が決定の

順となっている。

中学校については,①  校 長原案提示一委員会審議
一職員会審議―校長が決定 ②  校 長の教育理念の提

示一校長の原案提示一職員会の審議一校長決定 ③

校長が決定の順となっている。

中学校に委員会等による審議の機会があるのは,学

校規模に関係があるものと思われる。大規模校におい

ては小学校でも各種の委員会が設置されているようで

ある。この調査では,校 長が原案を出す場合が多くあ

らわれているが,こ こで教職員からの実践的 ・体験的

資料を求めることを考慮してはどうであろうか。

この図は,そ の学校の教職員が実践の成果や問題点

を提示することによって,作 成の当初から参加してい

る姿を示している。原案作成委員会と職員 会 の矢 印

全 国 十東 京 都
1福

島 市

①最後までや り

ぬく子 124%

②助け合 う子

91拷

⑥個性豊かな子

8 9 拷

④考え深い子

⑤明るい子

(以下略)

考え深い子

119%

思いや りのあ

る子  115%

最後までやり

ぬく子 104拷

助け合 う子

明るい子

考え深い子

178拷

思いやりのあ

る子  103%

最後までや り

ぬく子  89拷

明るい子

きまりを守る子

t

この調査の一部は,東 京都小学校道徳教育研究会の

集計を参考にしたものである。この集計からみる限り

では東京都と福島市とがたいへん類似した傾向を示し

ている。都市化とい う共通の課題をもつからであろう

か。なお,農 村 ・工業地区等地域類型による差異も出

ているが,こ こではふれない。

(9 学 校の教育目標の項目数

教育目標がいつも覚えられていることと,必 要にし

て最底の内容を包括することの両面を考えるときの資

料として,項 目の数を調査した。福島市の小学校45校

と東京都内 100校の調査とを比較してみると次の通 り

である。

項 目

福島(%)

東京(%)

13   38   40

35   27   21

この結果は3～ 5に 集中しているのがわかる。しか

し,内 容と表現の型とはすべて同じ考えで書かれてい

るものでないから,数 だけで適不適を論ずることはで

きない。

3 学 校の教育目標殿定過程における問題点

学校の教育目標がその学校の教職員に共通に理解さ

れるためには,そ の設定過程において,各 人がどのよ

うに参力田しているかにかかっているとみてよかろう。

は)学 校の教育目標実施結果の検討 (反省)

当教育センターの調査資料 (前掲)に よれば,実 施

結果の検討の時期は,年 度末と学期ごととい うのが全

体の99%を 示しており,そ の割合はわずかに年度末の

方が高くなっている。その他として,2学 期末 (12月)

3月 ,年 度初めとい う答が出ている。検討 (反省)の

結果は,次 の実践への改善資料や次年度の教育目標設



報所第 9号

は,職 jl会への原条提出,「r検討,一 S41修正の過程を

示したものである。点線は,各 委員会による諮Pr15・意

見帖取の状況を示したものである。設定の手順は一定

の型をきめることが重要なのではなく,そ の学校の全

教職貝が,何 らかのかたちで積極的に参加し,民 主的

な手続きによってすすめられていることがだいじであ

る。日標がおしつけられたノルマとしてではなく,各

人が主体的に受けとめられるようにするために,各 被

の実常にあわせてくうふし,改 善をしていかなければ

なるまい。そのことによって,教 職員各自の充実感が

得られ,あ すへの努力も期待されよう。

目標設定の手順についてみてきたが,こ こで重要な

ことは,そ の教育目標が目標として適切なものである

かどうかの検討をすることである。その教育目標は①

児童生徒の到lLHl能なものであるか,② 実現化のため

の目解細分化計画をたてることに耐えられる内容面と

行動面をおさえたものであるか,を 確め,実 現化への

見通しをもつことが重要である。つまり,手 のつけど

ころがはっきりとしていることである。したがって,
一般的 ・包活的な目標にとどまらずjで きるだけ行tll

的内容を多く加味したものが要求されよう。この段階

をおろそかにすると,実 現化の過程が極めて十コ難とな

るので,気 をつけたい。

4 学 校の教育目標実現化の系列上の問題

学校の教育日標の実現化をはかるためには,そ の学校

の児童 ,生従の日々の生活行動の全分野に,何 らかのか

たちで学i胃日標として提示されていなければならない。

同時に,そ れはすべての教職員が,そ の分担する仕事に

ついて,一 定期間内になすべき成果を自ら設定し,そ れ

を目標として仕事をすすめていけるようになることが期

待される。学校の教育目裸が学校の教育括助のどこを切

っても,そ の中に生き生きとll l打っているようにしてい

きたい。そのためには,各 学年段階で対象とする児童生

徒の発達段階にみあった日標の細分化の必要に迫られる

のである。

この実現化の系夕」は種々の分野が予想されるが,こ こ

では,学 級目棟の系列と教育課程との二面からを祭して

みよう。

(1)学 校の教育目標と学級目標の系列

学校の教育目標がいかに実現されたかは,そ の学校

の児童生徒の行動の変容によってみることが で き よ

う。そのためには,学 校の教育目標が各学級の目標の

系列につながっていることが重要になってくる。

学級目標の設定は,下 降的に,学 校―→学年一→学

級目棟とい う系列において具体化され,さ らに実現化

されるのであるが,同 時に,学 級目騨の実現は,上 井

的に,学 級一 学年→ 学校と下からり 求 を反 映

し,日 標決定に抽象化されるものでなければならない

と思 う。

本校の教育日需

図 2
教育活動の

すべて (本年度の具体日標)
。当該年度の柱営方針

学年の目裸
●学年経営の方針

目棟

学級経営の方針

律ナ 教 育の課frIの軸としての教育目棟

各学校の教育課程の編成に当たって,教 育目擦はそ

の中軸をなすものである。学校の教育目標は,教 育裸

程の適切な展開によって,児 童生徒に実現されるもの

である。

今回,学 習指導要領の一部改正によって,小 学校中

学校および高等学校の教育が,児 童生徒の人間として

J出和のとれた育成を目ざしていることを明示し,「 教

育挟程の編成に当たっては,知 識の習得のみにかたよ

らず,健 康の増lll,道徳的実践力の溜養,豊 かな柿操

の陶治などについて配慮すべきこと」をいっそう明碓

にしている。このことは,実 は学校の教育目標の設定

のH孝点からの重点でなければならないのである。そし

て,そ の教育目標の立場から,必 要にしてじゅうぷん

な教育内容を 1ヽ選し,こ れを整理配列し,そ の学校の

児童生徒にふさわしい提供のしかたができるようにし

なければならないのである。このほか,教 育課程以外

の諸活動についてもこの教育目棟が生かされて,適 切

な指導計画が作られなければならないし,そ の展開に

当たっては,本田工に緊密な連薬を保つ,い わゆるアー

テキュレーション (artiCuiation)の問題が浮かびあが

ってくる。年度末に承認を受ける教育課程編成の基本

方針の第 1項 に 「本校の教育目標を実現するため……

…」と記哉するのは軽々であってはならなV のヽ で あ

る。

5 む  す  び

学校の教育目標が実現されるためには,こ れまで述べ

てきた内容を付子として,各 部ド,または担当者による細

部の目標がたち,計 画が樹立され,そ れらが相互に連繁

を保ちながら実践されなければならないのである。こう

した中にあって,教 職員のひとりひとりが自分の目標と

実践の見通しをもち教育目標の達成に重要なパートを受

持っていることの自党に立って充実した毎日の実践をつ

づけていくことが重要なのである。

(図 lti宮出ナ夫141督「学校呂印の学級X現 化」による)

4

ゼ

゛
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水 溶 液 の 性 質 の 指 導

1. は じめに

小学校における化学教材として 「物質とエネルギー」

がある。その中で水溶液の性質の取 り扱いがある。

それは,新 しい指導要領の理科の目標を達成するため

もっとも基本的な科学概念を育てる学習内容である。従

って,そ の取り扱い方にはいろいろの学習の流れがある

ので,そ の一例を考祭t述 べることにする。

すなわち,小 学校の水溶液に関するものを拾ってみる

と下記のものがあげられる。

。 く だものの汁の性質 (あぶ りだし)

。 せ っけん,ほ う酸,食 塩の溶解に関するもの

。 酸 素および二酸化炭素などの溶解に関するもの

。 溶 液どうしの溶解に関するもの

。 酸 ・アルカリと金属の溶解に開するもの

。 溶 液の電導性に関するもの

などが含まれる。

ここでは,と くに小学校5年 の学習内容の展開を中心

とし,さ らに二酸化炭素の発生および性質に関する資料

などを提供して〕学習の流れを効果的にするようにして

みた。

2 こ の単元の内容について

これまでのせっけん,ほ う酸,食 塩などの日体が水に

溶けることを先行経験として,気 体の中にも水に溶ける

ものがある。

すなわち,日 体◆液体および気体◆液体の関係に着目

させ,水 溶液の概念を広げるとともに,水 溶液の性質を

理解させ水溶液を一つの物質として見るようにする。

また,水 溶液を,せ っけん,ほ う酸,食 塩などのよう

に個としての見方から熱,電 気,リ トマス反応などの窓

日からみると水に溶かすものは達っても共通の性質があ

らわれる。

新しい指導要領 5年 B(1)イでは,4年 B('I項 の食塩

が析出する状態と対比して学習し,加 熱しても溶質が残

る場合と残らない場合があることを気づかせることがで

きる。

ウ項は,も のを溶かす場合,加 熱してその速さを見るこ

とから発展させて加熱なしにおこる溶液の温度変化に

着目させようとするものである。

工項は,ツ トマス紙をもちこむことによって水溶液の共

通した反応をとらえる見方である。

オ項は,既 習の電流を通すもの,通 さないものから水溶

液にも通すもの,通 さないものがあることを熟などの

反応によって,も のの性質にアプローチしたと同じ意

味で考えられる。

3 指 導の目標

(' 水 溶液には,溶けているものの質によって固有の色,

におい,味 ,手 ざわりのちがいがあることに気づかせ

る。

r21 水溶校には,い ろいろな物質がとけているものがあ

り,加 熱すると蒸発することなどから水溶校について

の理解を深める。

●)水 溶液は, ツトマス紙の色の変わりかたによって,

酸性,ア ルカリ性,中 性に分けることができることや

電気の通しかたにちがいがあることなど,水 溶液の性

質を理解させるとともに,分 類や同定のしかたをくふ

うさせる。

“)こ い塩酸や水酸化ナトリウムをとかしたりする操作

をとおして,発 熱の現象に気づかせるとともに,薬 品

のとり扱いになれさせる。

4 学 年単元の配列

学年 単 元の配列

。1年十調 |
|

e 2 4 1中
|

勇t…百1猫 i

第 2研 修 部  寺

囲 砕おと摩レ野場惣配
方

とけ方の違い (速さ)

。3年二豆垂垂=丞|1亘=|とける量の刻ヒ

。6年
 十覇

万蔦:i京
I E5溶

液どおしお
基官の変化

。 1年  く だものの汁

1年ではくだものの汁を使って,あ ぶ りだしの学習を

科学的関心を深めながら溶質の存在を得させ る よ うに

し,こ こで,大 切なことには果汁,植 物汁による反応を

できるだけ多面的にとりあげてみること。

例えば 夏 ミカ ン (祖),ミ カ ン (淡黄),リ ン ゴ

(栂),ブ ドウ (黄),大 根 (黄),タ マネギ (褐),ジ ャ

ガイモ (褐),な どになる。

単に,あ ぶ りだしが駿反応だけでなくて,む しろ有機

占
【八島
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物が酸化や熱分解によって有色物質を生じ,そ れによっ

て斉色する場合が多いので留意したい。

。 2年   せ っけん水

2年 では石けんの溶け方の観奈に玉点をおき,し やば

ん玉の作 り方で理科の目的が達成されるという錯党のな

いようにしたい。

ここでは,石 けんの同形の大小と溶け方の比較および

固形と粉末の溶け方の比較などに米目する。

ここで,し ゃぼん玉の原理を述べると,液 体では,分

子と分子の間に引力 (分子疑集力)が あるため,そ の表

面はなるべく小さい面積に縮まろうとする阪向がある。

このように液面が縮まろうとする力が衣高 張 力 で あ

る。

純水では,そ の力が強いから,管 につけて吹いたとき

膜のどこかに少しでも弱いところがあると水よりも分子

間引力のずっと小さい洗剤分子が界面に並ん で あつ ま

る。

その結果表面張力が低下するので,息 を吹きこむと大

きい五になる。

しゃぼん玉が大きくふくらむには,膜 が仲 び や す い

(表面張力が小さい)こ との外に,映 がじょうぷで破れ

にくいことが必要である。

ゼラチン,ア ラビアゴム等加えるのは腋にllttLを与え

てしょうぶにするためである。

。 3年 ・4年  ほ うさん水,食 益水

3年 ・4年 では溶ける量や溶ける量の「rt度があること

をほうさんや食塩を使って学習する。

定性的な見方から定量的な見方へ移行した観察のし方

をくふ うし,測 定し,記 録し,デ ータの解釈,条 件統一

などをする。 (児童の能力差に応じた指導でよいから)

ここでは,ほ んの初歩的な取 り取いにとどめておくこ

とでよい。

以上のことを基盤として,水 溶渋の性質の指導展開を

すすめることにする。

5 指 導計画

「酸素と二酸化炭素」の教材で,二 酸化炭素の性質の

学習がすんだあとの展開である。

(第1次)

二酸化炭来の性質|

研鋼― 嗅 蔑莱;融
↓   ↓  水 酸化ナトツウムなど

1戸 ぽ 71

1杢至坪'と生1坐質をもFているQ=っ,■。|

景―暫需

い,味

  ‖ r密
患品を李容rの感覚

に

↓

降沓ォ
おいなどによ):二

蟹号笙邑i!
窃 2内   | |

↓

1             示 |
| |

E!垂窪1型輩!里:

その他の水溶液はどうだろう

はげしいにおい

←蒸発してあとには何も残

らない。

←水が蒸発して,そ のもの

が残る。

二酸化炭素の水溶液について調べよう。

実験装置を組み

立てる。
実験観察をする。

実験観察する

1軍距三里ヒやすいものと通しにくいぃのがある。

(第 5次 )

1酸療戸
百高蔽誘扇蘇扇務

ると溶けているものが蒸発してしまうも

をあとに残るものとがある。

の他の水溶液は電流を通すだろう

食塩水のこさをかえ
|1 食 塩の入れる量によって
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違 う。

1とけているものの量によって,電 流の通し方が達

い,量 の多いほど通しやすい。

水にとかしたりうすめたりする時に発熱するも

病稲あ面 あ↓て轟覇哀

曾ゴ
あ私とかすものが多いま獅い熟が司
リトマス反応   ↓ アルカリ性反応を示す。

(第6次 ) ||
↓

塩酸の量によって,温 度のかわり方がちがう。

酸性反応を示す

水の温度が高くなる。

温度が

1套播皆廷乞サ承Fの
入れる量によって

交姦花安骨;う 1 1

の量をかえて温度 |

変化を調べる。  |

水溶液の性質を調べるのにツトマス紙がある。|

二酸化炭素の水溶液

1 裏 二褒化なし〉酸性

石灰水

水

(第 7次 )

かる。       |
3

1孫再扇百こ覆らそ元t扇ゼ蕩悪議引
!卓 ― ― ― |

1駆評 マ 呵
(第ご次)       ||

↓

|:雷こ雪言EEEIEム
の水溶液はどの仲間

|
塩酸の水溶液を作る

U 液
があつくなる。

1嬰賢:1で空で]

号亭祷液 湯慶釜
化

‖ 醤
繋g邑李争

いほど

雪二累イしなし〉アルカリ性
青赤ともに変化なし 中 性

6 授 業案展開 (省略)

7 二 酸化炭素の発生および性質

(1)二 酸化炭素の製法

二酸化炭素の原料,二 酸化炭素は普通炭酸塩を酸で分

解して得るが炭酸塩としては石灰石や大理石などを倒昭

する。化学反応式を示すと下記のとおりである。

CaCOs+2 HCl→ CaC14■H20+COを

100夕 73″ (濃200夕)    224フ

10夕    17cc(207)   224タ

なお,製 法にあたっては12%塩 酸漆液10CCと石灰石良

質 57を 水上置換で補集すると5分 間以内で約8t10ccの

発生量をみることができる。

(2)二 酸化炭素の性質

ここでは水にとけて炭酸を生ずることについて述べる

と二酸化炭素は比較的水にとけやすく (標準状態におい

て約同容積の水にとける)と けて炭酸を生するので弱い

酸性を呈する。しかし,こ れは加熱すると分解するので

uFLを 失う。 C。 2+H20手 主 H2C00(炭 酸)

この反応はツトマス紙よリツトマス液を用いた方がよ

く,ツ トマス液は少量でよく,多 量に用いると,か えっ

て色の変化が認められにくいので留意したい。

8 お わりに

以上のことを述べてきたが,水 溶液の性質に関しての

学習は,物 質観が系統的に考奈される重要な教 材 で あ

り,観 察するものに とっては科学的な方法を修得しう

る。とくに,巨 視的な見方,考 え方,受 けとめ方および

微視的な見方,考 え方,受 けとめ方を育てる重要な発展

教材である。従って,学 習展開の一例を示したものであ

るのであまりこだわりすぎることはない。また,二 酸化

炭素の発生や性質については小学校5年 の水溶液の性質

の中心的なものであるので取り扱ってみた。

引用参考文献

小学校指導要領および指導書  文 部 省

化学実験プロセス図説     黎 明書房

量が多いと高温になる。
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中学校 ・高等学校卒業者の就職後の適応状況について

一一定 着 年 数 の 予 測 を中 心 と して一一

磁 ・相談部  津 ロ

t rま しめ に

県内の中学校 ・高等学校においては,卒 業就職者に対

して卒業後 3か 月～6か 月ぐらいに追指導を行なってい

るようであるが,そ の後の就職者の職場適応状況はなか

なかつかみにくいといわれている。

そこで,卒業後何年ぐらいで定着するかをOperations

Rescarch的 手法で予測し,そ の予測結果にもとづいて

追指導のあり方を考察してみる。

2. 表 記の規定と仮脱

定着年数の最小値を離職者の平均在職年数と規定し,

卒業して最初に就職した職場を離腕するまでの在職年数

が,指 数分布に従 うとい う仮説のもとに定着年数を予測

する。

3. 仮 説捜定の理由

離職現象は,何 らかの原因によって突発的に起こると

仮定すると,偶 発故障とみることができる。そして,偶

発故障は指数分布に従う。また,指 数分布に従うことは

「わが国の教育水準」 (昭和45年11月,文 部省)の 中学

校 ・高等学校新規卒業織職者 (昭和41年度)の 離職状況

より,遍 以的に認めることができよう。

4 予 測の理議的背景

(1) 子旨数分布 ●XPOnentlal distribution)

偶発故障は,何 らかの原因によって突発的に起こる

もので,そ れまでの使用時間をに無関係で (力,=+△

打)の 間に故障する確率が "に 関係なく″△"(″は正

の定数)で あると解釈される。そこで,い ま寿命を表

わす確率変数を Xと し,時 刻 "ま でに故障する確率

を F(～)とすれば,(オ,ォ十△つ で初めて故障する確

率は

Kr)△ ォ=11-F(っ レ△Ⅲ(確率素分は

″F(")=メ 〔々)″し)

P(Ⅲ)={1-F(")〕″

_ 二 塁 & 二  = _ α

∫司「卓禁:1佐=丁―″あ
1。g【1 -爪や)} = - 2カ十●

"=0の とき,F(Ⅲ )=0で あるから,c=0

log{1-F(を ))=― α"

1-Foう =2-¢

■′(″)=1-タ
ー¢

したがって,"≧ 0の とき,「 (Ⅲ)=1-242

″く0の とき,F(ヵ )=0

ア(Ⅲ)=P(")よ り, オ≧0の とき,す0〕 ヨ″‐rF

え<0の とき,ア(打)=0

丁ニゴ(つた=∫岳すく労)あ
‐丁「を―‐d米

α打=″ とおV てヽ,

=丁『タ
ーr″

=〔―ターr〕F
= 1

よつて,正ぷ")″=1,かつ,天毎)≧0であるから,
メく")は確率密度関数 (probability densiけfunCtiOn)

の性質をもつ。

(2)積率母関数 (moment generating function)

積率母関数はあらゆる分布に対して存在するとは限

らないが, 日常現われる分布では幸いに存在する。

〃オ(の=∫二ぃβ守(つ″

=″丁「2020-“直"

= 形印―丁『(″―θ)クーt―のを玄″
θは,そ れ自身に意味がなく補助的に用いるから,

″―θ>0と して,

比 ( θ) = 持

族の=だ∞飲競
=∫&tl「′"+孝弁寺が|…yのあ

ず二∞ (方)″"キタ丁二∞=/(=)″"

晴俊

十孝∫ユ"γ(")を十……
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=1+クあ十芽″′2……………………

(ただし,原 点の周 りの'次 の積率を224竹とおく。)

したがって, 1次の積率 2211は

一メひ=1+′″1卜」i初′2■……
両辺を ひで微分して,

て万百のZ=27rl+′″′21…………………………(A)

夕=0とおいて,ム=キ郭る。
2次 の積率 ″′

,は ,(A)の 両辺を ′で微分して

為 ン=先″ … …

ク=0とおいて,″′2=考チ郭る。

よって,指 数分布の平均は→,分 散は ″2~(2281)2

=弓 丁である。

(3) 確  率  (PrObabilitの

連続分布では,確 率を考える区問は開いていても,

閉じていても等しいから,

み(0<X≦1)とす|″
―"注“

=丁静ヤ″″(a"=レとおいて)

=〔―ター・〕:
_ 1 -タ ーd

郷<X≦の=丁枠晦

=  2~`― 夕
~%

み●<X費)=∫み晦

(0 道 合度の検定 (test of goodness cf fit)の応用

dataが 予想した理論分布に よく適合しているかど

うかを調べるときに,ガ ー 分布を使 う。

ie 理 論的度数と実際の観測数との差が あまりな

く,よ く一致しておれば,た 2の値は十分小さい はず

である。

そこで,予 測にさいして,く い違いを最小にとどめ

るために,適 合度の検定を応用する。

5 定 若年数の予測

県内の中学校 ・高等学校の卒業者のうち,就 職した者

に対する追跡調査の dataを 求めたが, 予 測に役立つ

dataを 求めることができなかった。

そこで,全 国的な追跡調査の最も新しい da,aを さが

し求めたら,昭 和45年11月に文部省よりだされた 「わが

国の教育水準」の90ページに中学校 ・高等学校新規本業

就職者の離職状況の dataヵSのっていた。

したがって,こ の dataに もとづいて予測することに

する。

中学校 ・高等学校新規卒業就職渚の離職状況表

ざ 1年 後 2年 後 3年 後

中
学
校

一高
等
学
校

一年
度
卒
業
就
職
者

234% 175% 126%

25 7% 158% 11.5%

(' 予測の方法

かΣ〈ン とによ先
中学校については

メ =中 ・
ウ

十型≧望皇
ラ当震雪歩章吾

聖j/2

高等学校については

か
中 十

申

.坐≧空三号峯夕讐歩干各
世二世

この を'が 最小になるように 夕を決め,平 均 歩 を求

める。

修)PrO宮 ram

① 中 学 校

ISN

I  C

2

3

SOURCE LIST=ホ 十

STATEMENT

EARLY FAILURE

N = O

D M I N = 1 0 1 1 0 0 . 0 0
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4    WRITE(6,5の

5   50 FORMAT(lHO,30X,2HNO,22X,lHC,17X,lEU)

6     D0101=1,500

7     AI=I

8    U=A1/10000

9     A=EXP(U)

10     B‐ l llt1/A

l l     C 二 ( 0 2 3 4 - 1 0 + B ) ヤ
ヤ2 / ( 1 0 - B ) 十 ( 0 1 7 5 - B  t t  B ヤ

学2 ) X ■2 / ( B ― B ヤ = 2 )

1 2     米 十( 0 1 2 6 - B 水`2 + Bヤ め`ネ`2 / ( B ネヽ2 - Bヤ■3 )

13    WRITE(6,6の I,C,U

14   60 FORMAT(1■ 0,29X,13,14X,F157,2X,F157)

15    1F(C― DMIN)1,1,10

16   1 DMIN=C

17    N=N■ 1

18   10 CONTINUE

19    WRITE(6,70)DMIN,N

20   70 FORヽ 4AT(///30X,3HMIN,F15名 4X,2HNO,4X,13)

21     STOP

22     END

② 高 等学校

中学校の場合と同様である。

(9 予 測の結果

中学校においては, ″=0260ょ り平均は )=385

高等学校においては,″=0269ょり平均は一ら=372
と予測された。

6 ま と め

従来,追 指導を必要とする期間は,就 職後 1年 である

とされてきた。その後,藤 木喜入氏の 『青少年問題に関

する研究報告書,第 4部 (昭和39年 3月 )』 によって,

就職後の補導は少なくとも3か 年間くらい実施するのが

望ましいといわれるようになった。

しかし,こ の予測によれば,藤 本氏の調査結果より1

年延長の4年 間ということになろう。1年 目は,適 応す

るのに最も苦しむ時期であるから,進 路指導の総仕上げ

の意味の追指導もたいせつであることはい うまでもない

が,4年 間という年数は就職後の補導を社会教育の立場

でとらえることの妥当性を示すといえよう。

そして,ま た,卒 業後の生徒を迎え入れる社会が急速

に変容,発 展しているので,在 学中に自分の進路方向を

予測することがむずかしくなってきたためとも考えられ

よう。

これまで,定 着年数の予測から,就 職後の職場適応状

況の変容をみたが,今 後,県 内についてのdataを求め,

追指導と社会教育との関連について,そ の実態を分析,

検討してみたい。 (なお,こ れをまとめるに当たり,当

センターの情報処理担当,金 沢義夫先生のご助言をいた

だいたことを付記する)。

(参 考 )

(1)1次 の積率は中心的傾向,2次 の積率はバランキ,

3次 の積率はヒズミ,4次 の積率はトガリの測度とし

て用いられる。そして,バ ラッキの測度としては,一

般に平均値の周 りの2次 の積率が用いられる。

の 原 点の周 りの'次 の積率の定義は連続量のとき,

初′た二丁ニゴそア(めあであるから,分散″2は

丁 :韓 (イ
ー万)2/(方 )a“

=∫:“々2/(″)あ一(丁王""r。)あ)2ょり,
″″=″句―(″

′
1)2となる。

く参考文献>

最新進路指導事典 (第一法規出版KK)

オペレーションズ 。リサーチ/理 論と実際 (培風館)

ウイルクス,数 理統計学 (春日出版社)

統計的推測 (数学講座 6,筑 磨書房)
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英語科指導における ViSual Aidsの役割

第1研修部  中 沢  剛 太 良「

1 は じめに 一 ―視党の重要性一一

初めて教科書の中にさし絵が登場したのは,17世 紀中

ごろである。これは,そ れまでの言語中心主義の教育か

ら脱却する画期的なことであった。その人をヨメニウス

(John Amos Comenius)と ぃぅ。彼のつくったラテン

語の教科書が教育の歴史の中で,最 も古いさし絵のある

教科書として知られているが,彼 の主張するところによ

ると,教 育とは,最 大限に感党に訴えることが大切であ

って,で きるだけ多くの図解,き し絵が必要であり,絵

だけでなく,実 物を利用することの重要性,規 則を教え

る以前に実例を教えることの重要性を説いている。

これは,こ んにちの視聴党教育に対する考えと基本的

には変わっていない。その後,若 千の曲折はあったが,

他の感覚の重要性も認められるようになり,こ れらの感

覚 (Five sense)はたがいに密接な関係があって,価 々

の感覚の機能を分離した教育はあり得ないという考えか

ら五感のすべてを含めて,視 聴党 (Audio_Visual)とぃ

うことばが使われるようになった。従って現在では,412

聴覚とは,視 覚と聴覚に限定されず,学 習者のからだ全

体で経験する行助なども含むことが,教 育界の常識にな

っている。

しかしこの中でも,特 に視覚が大きな働きをすること

は,い うまでもない。次の数字は,視 覚が他の感覚に比

して,い かに重要なものであるかを示している。

人間が普通外界から得る情報は

① 視 党を通して……… …… ……… ………70%孜

② 聴 党を通して ………………………約 20%

③ 味 覚 ・嗅覚 ・触党で分担して……約 10%

(羽烏憎愛氏 英 語教育工学よう)

2 視 覚刺激の特性

〇 持 続 性

物理的な面から,視 覚刺激と記憶との関連を考えて

みよう。聴覚に対する刺激は順々に与えられるが,す

ぐに消え去ってしまうのに対して,視 党的な利激は時

間的に長く統く。つまり耳から聞くときは,一 瞬岡

で,聞 き終ったあとは,記 憶として残るだけであり,

耳への刺激はもはや残っていない。これに対して目で

見る場合には,必 要なら同じものをいつまでも見るこ

とは可能である。

残像とい うことばはあるが,残 者ということばは存

在しない。また,の どもと過ぎれば,あ つさを忘れて

しまっても,に え湯の像は残る。このように視覚刺激

は他の感覚刺激にi険べて,持 続性が高いために,記 憶

に有利であることが,理 論づけられる。

ではこれを,発 達心理学の立場から,両 者の発達年

齢に応して,比 較してみる。次の表は,数 字を開かせ

て記憶させた場合と,見 せて記憶させた場合との結果

であるが,8歳 までは,聴党記憶の方がすぐれており,

その後は, 視党記憶の方が聴覚記憶を うわまわる。

(余談であるが,干 楽 ・語学の幼時開始論発想のひと

つも,こ の辺に根拠があるのではなかろうか)。この数

字から,学 習指導において,学習者の身体的 rediness

を考慮にいれるとしたら,や はり視党機能を優先に考

えるべきであろう。

1年  齢 7 1 8 1 9 1 1 0 1 |じ

厘寿iキそ丁=孔午¬4う_J子」
析奮蓋蕊ケいぅ】12H五アわち|,

(羽鳥博愛氏,英 語教育工学よう)

学習とは,他 に転移 (tranSfer)しうる能力を身に

つけてはじめて効果があった,定 着したと見なされる

べきであり, 記憶なくして転移はあり得ない。語学

にあっては特にその傾向が強い。記 憶 は,理 解と

practiceをともなう。そして,理 解,記 憶は,単 一の

感覚よりも多くの感覚に訴えるものほど効果がある。

視覚記憶が聴覚記憶よりまさっていることは先述し

た。ではこのふたつを組み合わせたら,ど のように向

上するか,こ れについて,「 視聴両面での学習が,聞

いただけの学習より,は るかに効果的である」ことの

データーがある。

・忘 FH l度デー ター

説 明 の 方 法

1監を極聟

3時 間後 '日 後

20%

10%70%

72%

8,%見せながら,話 をした場合 |

(東工大 ・末武国広氏 実 践教育工学よう)

6,%
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この表から,学 習にあたって,音 声の提示とともに

視覚に訴える SomeChingが 必要であることが, うな

づける。

② 具 体性 ・正確性

視覚刺激と理解との関連について考えてみよう。青

声による COmHlunicationは 抽象度が高い。これに対

して視覚刺激に訴えた経験は,た とえ代行経験であっ

ても,よ り具体的であるし,よ り正確である。たとえ

ば,電 機製品を買いたいときに,い かに懇切ていねい

に説明してもらっても,言 語だけでは不十分である。

絵があり,図 解のはいった説明書を示されれば,大 ヘ

ん理解の助けになる。

さらに実物に接すれば,内 容も使用法も正確かつ明

疎になってくる。電話で人に道順を説明することの,

むずかしさ,も どかしさを痛感した経験を思いだされ

るとよい。このことは,学 習者が,経 験としてもって

いない新しいことを教える場合に,視 覚教材がいかに

観念を具体化し,伝 達を確実にするかがわかる。

次の図は同一文を,絵 あり絵なしの2種 にして提示

した場合の学習者の理解度の差異である。

英文読解の際に適切なさし絵の読解貢献魔

3 英 濁科における視覚教材 (VA)の 特性

VA を 英語の授業に使用する場合は,他 の教科の場

合と較べて, その機能に大きな差を認める ことができ

る。

国語科や英語科の場合は,言 語そのものが目的であり

対象であるのに対して,そ の他の教科では,目 的は他に

石在し,言 語は手段として使われる。この本質的な差を

認識した上で,英 語科指導における VA の 特性を考

えていきたい。

① 学 習心理に与える効果的作用

とかく音声だけの授業では,単 調に陥りやすい。た

とえャゴ L L の 連続学習時間 (Head Phoneを かけ

た学習集中時間)は 中学生が15分程度,大 学生,成 人

でも30分が最適といわれている。その理由のひとつ

は,音 声提示だけの単調さに対する緊張の限界とい う

ことであろう。

NHKラ ジオ英語講座が15分,TV英 語講座は,そ

れより5分 長い20分の番組であるが,TVの 場合,学

習者が疲労を感じることなく視聴を続けられるのは,

映像の助けがあるからである。 「実践政育工学」に次

のような報告がある。 Of H,Pを 利用した授業一―

主として文型練習 ・Fll作表現 ―一の意識調査で,否 %

の生徒が理解しやすいと答えているし,TV,VT

R を 利用した EXPO'的 の hOStessによる会話練習

でも60%が ょかったとしている。このようにVAは

興味を持統させ,意 欲を高めるのに,大 きな助けとな

る。

② 記 憶を永続化させる作用

VAが 記憶の永続化に効果があることは,先 に視

党刺激の特性のところで述べた通 りである。ただここ

で附言しておきたいのは,た とえば英文の暗唱ができ

なかった生徒に対して,そ の要因も追求することなし

に,一 様にできなかったと決めつけることの危険であ

る。暗唱できなかったのは,

② materialを 受けいれる素質 (readiness)が 不

十分であった。

② readinessは あったが,practiceを 怠った。ま

たは不十分であった。

② 受 けいれたが忘却した。

の三様があると思 う。素質論については,本 筋からは

ずれるので,言 及を避けるが,学 習の対象が言語であ

ることを考えれば,全 くreadinessの ない者 (たとえ

ば,母 国語も不自由な者)と なると,お のずからその

数も限定されてくる。問題は④と②の生徒についてで

ある。 こ れら低迷群 (dow‐lCarners)セこ対してこそ

teaching_techniqueは 生かされなけれ↓ぎならない。

V A の 効果的な活用を考え学習の nain pointsを

強く印象づけ,記 憶の永続化を図れば,相 当数の生徒

を引きあげることができるであろう。

① こ とばの内包 (incluSi。■)の 表示作用

学習者が,日 本の文化 ・風俗 ・習慣の中で育ち,す

でに考え方や行動にひとつの patCernや構えができて

しまった年齢になって,外 国語という新しい経験に接

すると,そ れらを既有の経験の中にすりかえ,ま たは

手がかりとして,同 化吸収しようとするのは,い たし

かたのないことである。そこで,描 象的 ・理十生的であ

ることばを,具 象的 ・感性的な域まで戻して,そ のこ

とばのもつ ntanceを 正しく直接経験としては握させ

るために, V A は 重要な役割を演じる。たとえば

morning,drugsttre,orangeを それぞれ, 朝 ,薬

局,み かんと簡単には置きかえ難い。朝とばかり考え

ている者にとって てat eleven in lhe morning'とぃゎ

れたときに,不 自然なものを感じはしないだろうか。

Orangeに いたっては, 味覚 ・触覚を通して,は じ

めてみかんとは異なった 。rangeを 知 りうる。日本語

の現在の感覚では,日 常会話の中で,自 分の母や先生

のことを,「 彼女Jと 機械的におきかえられるだろう

か。やはり 「僕のおかあさんは……」とか 「私の先生

は…… 」と言 うほうが,日 本語では自然である。すべ

てF「物的な扱いが要求される言語教育にあっては,

V.A, に よる訓練に負うところが大きい。

‘
旧
Ｔ
‥
Ｌ
，

ｉ

ｔ

絵のはいった英文

絵 の な い 英 文

(羽鳥博愛氏 英 語教授法よう)
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し

④ 場 面 (SituatiOn)の表示的作用

ことばそのものは,触 象的な存在であっても,そ れ

が使われるときには,特 に話しことばでは SituatiOn

をともなうのが,本 来の姿である。訓練のある段階で

は,こ とばの mantpulationは 必要だし,あ る訓練目

標一点にしぼった Structure drilスもあるだろうが,

いつか自然の表現環境の中にもどきないと,こ とぱの

断片的な習得に終わりかねない。特に 「言語活動」と

しての英語教育を考えるときに Situaticnは不可欠の

要件となる。ことばの裏には,そ のことばを使って生

活している人びとの文化 ・風俗 ・習慣がある。そのよ

うなことばが,ど のような条件下で,ど んなときに使

われるのか,多 くの体験を通してはじめて体得され,

正しく理解されて用いられるのである。たとえば 「彼

女は妊娠している」とい うのを
“She is expecting"

“She is in trouble"の 2通 りの表現があるが,使 う

とき,場 を誤まれば,と んだ誤解を招きかねない。母

国語の場合,わ れわれは五感を通して体得する。特に

目は大きな働きをする。 「すみません」ということば

は,い きなり存在しない。ある日,あ る人が,大 へん

なmistakeを してしまって,つ くづく困ったあげく,

相手の前で,頭 をさげながら,あ るintonatioコと,あ

る声量をともなった音が発せられる。それを見,ま た

数多い類似経験を経て,や がて自分も,「 すまねえ」

とか 「すんません」 とい うことばを使いわける こと

が,できるようになる。ある日突然外国語で表現しなけ

ればならなくなったとき, Situaticnと 遊離した訓練

だけを受けてきたものにとっては,当 惑してしまう。

要するに,こ とばの学習には,そ のことばの使われる

situationが必要であり, 教室とい う限定され閉鎖き

れた環境の中では,VAの 助けは不可欠のものとな

るのである。

⑤ 反 応の手がかり (Cuc)と しての作用

学習者に英語をいわせたいときに,問 題を日本語で

与えれば,そ れは和文英訳の訓嫌である。その種の訓

練ばかりしていると,い ざ話すときになって,ま ず話

したいことを日本語で発想し,急 拠,主 語述語と並べ

かえ, 頭の中の黒板に書いてみて, 読みあげるとい

う,お よそ前近代的な不自然な proc●ssを とる結果

になりかねない。

ある英語学者は,話 学教育に当たって 「教師も学習

者も母国語を捨てて始まれ」といっている。つまり,

直接英語で考える習慣を物戎せようということであ

る。

ラムズデイン (A Lumsdaine)は これについて興

味ある研究をしている。かれの実験は,文 字のかわり

に,絵 を使 う学習の効果をみるために,2種 の学習方

法を設定した。

ひとつは母国語を文字に書いて,そ れに対応する外

国語を音声で与える。他は絵を与えて,そ れに対応す

る外国語を音声で与える。結果は学習方法2(絵 によ

る学習方法)の 方が,学 習のは持を容易にし,定 着率

を高めたと報告している。この結果はDireCt Method

の概念にも通じるものである。すなわち,外 国語を常

に訳すとい う形でなく,母 国語を習得すると同様の過

程を学習場面に持ちこむという考え方である。このよ

うな学習の手がかりとして VA の 果たしうる役割

は大きい。

4 お わりに 一 一V.A 利 用上の留意点一一

① V A は 補強教材である。

いうまでもなく,語 学教育では音声が中心となる。

従って,提 示の主体は Tapeと か Recordの ような

audio・Aids で ある。 文 字の提示に よる rapid

readingの 訓練など一部の利用例を除けば,は じめか

ら全 く音声をぬきにしたTV映 像や Slldeは語学訓線

に価値がない。西本三十二氏は audio Aidsを 直接教

材,VAを 補強教材とよんでいるが,補 強教材は,

補強性を利用することによって,そ の機能が生かされ

るのである。

② V A に よる提示は適量であること。

situaい。n 設 定が言語活動にとって必要条件である

にしても,VA に よる情報提示が過多に陥っては,

学習者は目を答われ,本 来の活動がおろそかになる。

目標とする英語が残らずに,場 面や精景だけが残ると

したら,元 も子もない結果となってしまう。 あくま

で,適 切な情報量を計画的 ・集中的に提示し,活 用す

べきである。

③ 教 育は人がおこなう。

近代言語研究Seminarの 公開議演会で,4Aids are

but aids,they cai not replace teachers'と いわれ

た。 (刀り‖芳男氏)

まさにその通 り,aidsは almとhtyで はない。

機械が人間のある部分を代行したり,ま た人間以上

に効率的な働きをする場合があるからといって,人 門

が不要になるわけではない。すぐれた教育機器が出現

すればする程,そ の機器の特性と機能を十分研究 ・検

討した上で,最 も効率のよい方法で本」用するのは人で

ある。人間が機械の Inasterで あって Servantで は

ない。こうい う意味で Audiぃ Visual Aidsも 人間の

行なう教育の補助手段に過ぎない。

真の意味の教育は draw Out,つ まり人間の内に蔵

しているものを抽き出し,そ れを適性と能力に応じて

伸長させることで,こ れが人間の仕事であることを銘

記したい。
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フオー トラン言語におけるエラーの取 り扱いについて

第3研修部  金 沢 夫義

自身はもちろん,他 人のラインプリンタ紙にあらわれ

たエラー ・メッセージを記録し集計してみると,自 身の

エラー癖とかその集団のエラー発生傾向をしることがで

きる。

従ってヨンノール ・タイプに印字されたメッセージと

ともに,エ ラー修正の作業にくわえてエラーそのものを

整理しておくことは,プ ログラミングの必須事項ともい

えよう。

ここにフォートラン研修 ・実習時に あらわれた エラ

ー ・メンセ~ジ を頻度順にあげてみる。

1 パ ンチ ・ミス

点とカンマの打鍵誤 りを体験してみるとヨンピュ

ータはいかにもユーズーのきかない金属物質という

印象をふかめる。

しかしそれは人問が被れあいで記号を読んだまで

のことで,計 算機としては 「せん子しされた位置」に

よって,ひ とつひとつ意味ある作動をしていたのに

すぎない。

すなわちヨンピュータにとっての打鍵誤 りとは,

ことなった命令を受けたということに帰する。

それと,自 分で辞いたものですら誤読するもので

あれば,な おのこと他人に読めるわけがない。以後

他人であるパンチャーに対してのヨーディング記入

は明確でなければならないことを知らされる。

2 制 御カー ドの組み込みミス

どうみてもプログラムにミスがないのに結果の得

られないときがある。このようなときには制御カー

ドの点検も必要である。

「さし達い」 「せん子しずれ」 「制御カー ドの不足」

などを発見する。

生徒実習のときには,制 御カー ドが意外に曜視さ

れているためか,こ の種のエラーが統出する。

3 実 数型と整数型の混合ミス

算術式のなかとか, IF文 のなかの比較のときに

発生している。

4 フ ォーマント・ミス

フォーマット文のマヽき方で入出カリストが対応し

てない場合が多い。

データ ・カー ド上は 「13」 なのにフォーマット

で 「F10・ 3」 などというミスがある。

これは(3)と同様に初心者によくあるミスである。

学習時に誤例をいくつもあげて,十 分定着するよう

に時数をかけることと,ラ ンによってエラ・メッセ
ージを受けとり,し みじみと体得させるという三段

構えで実習させる必要がある。

5 計 算機の記憶容量

整数型で結果を得たい場合,利 用する計算機の容

量限界を知っておく必要がある。

計算機をつかう立場からすれば,そ の機能を知ら

ないで プログラムを春くことは できない からであ

る。

さきに 「整数型」と述べたのは32打7以上の整数

値になると星印の連印字になってしまう例が多かっ

ただけで,限 界は整数に限ったものではない。

当センターの計算機は -32丙 8～32767の範囲外

のときは,「 ダブル ・インテジャ」何言文なるもの

をプログラムに組み込まなければならない。

なお, 配列宣言も計算機に よって限界容量があ

る。従って膨大な配列の場合はMTか パックに格納

する以外に手立はない。

下表は,現 京都大学の五十風滋助教授が東大大型計算

機センターで作成されたものである。

この手のものを各クラスで作成させてみるのも面白い

と思う。

点  検  表

1 祭 術式の中で実数と豊数との四則演算をしていない

か?

〔誤 り例〕X=IⅢ A■ 21B

IとせずにFL6AT(I)と せよ。2と せずに20

とよせ。

2 1Fの 中で実数と整数とを比較していないか?

〔誤 り例〕IF(A CE O)Co T6 1

1 F ( A  C E  0  0 )と せよ。

3 配 列はすべて忘れずに費言してあるか?

添字なし変数名を重複している配列名はないか? ft

千を忘れたときのエラー ・メンセ~ジ の出かたは少な

くとも5と おりあるが,ど れも誤 りの原因を正しく教

えてくれない。

4 添 字の形は許されるものだけであるか?

〔誤 り例〕X=A(Mキ N■ 1)+B

添字は655351N± 65535の形までしか許されぬ

5 添 字の値が実行時に,宜 言された範囲からはみ出す

おそれはないか?

0も 許されない。
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配列を持つナブルーチンヘの実引数,計 算形

Go T6の 添字の値にも注意せよ。この誤りが

MEMoRY PRoTECT,HALT,SoFTWARE

INSTRUCT15Nな どの 難解な エラーを起こ

し,ま たエラー ・メッセージさえ出さずに無意

味な計算を行なわせる。

6 Co T6の 行先のステー トメント番号は正しい位置

についているか? 同 じステートメント番号を2カ所

以上で使っていないか?

FoRMAT ス テートメント番号と READ,

WRITEス テートメントで指定した番号との対

応も確認せよ。

7 D6,レ ープは正しく閉じているか? D6ル ープの

中で D5の 指標バラメタを変えていないか?

【誤り例〕D691=1,100

1と二十1

9 CONTINUE

D6ル ープの中でサブルーチンを呼んだり,
CO TOで いったんループの外に出てもどる場

合にも注意せよ。

8 F6RMATス テートメントの書き方に文法上の誤り

はないか? 入 出カリストとの対応は完全か?

It要素の字数を数えちがえていないか?

9 ナ ブルーチン名や長い変数名で綴リミスはないか?

〔誤り例〕Aこ ―ALOC(X)

ALO Cで なく AL6Cと せょ。
10 語 数が計算機の容量を越えるおそれはないか?(束

大大型機センターの主システムでは,■ アに51K語 〕

ドラムに260K語 までしかはいらない)
F6RTRANの 1ス テー トメントは平均して 5

～6語 を, 1語 長配列はその要素の個数だけの

話を,2倍 長 4倍 長の配列はそれぞれの要素の

個数の 2倍 , 4倍 だけの語を 占めることにな

る。

X 努 子L依頼をするときは, 1と Iと ,D,0と 6な

どの区男」がパンチャーにはっきりわかるかどうか再確

認しょう。

Y 計 算依頼をするときは,制 御カー ドが正しくそろっ

ているか,角 の傷んでいるカー ドがないかを確かめよ

つ。

私も気付かなかったミスがある。

・ た とえばダブルインテジャーのつかい方である。

DOUBLE INTECER N

N=NxL一 M

とすると,妙 な結果がでるので,会 社側に 「トラブ

ル ・レポート」を提出しようとして伺ったところ,要

求する変数に関係ある算術式中の変動も宣言しておか

なければいけないとい う返事がかえってきた。そこで

DOUBLE INTEGER N,L,ヽ 4

N―N■L一M

のようにしたら期待する値を得たのである。

記憶揚所を指定したならば,指 定したタイプ同志で

演算させよ……というわけなのである。
・ 記 憶場所についてはDO文 についてもこの種の経験

がある。

D0301=10o10001Xl,100

CONTINUE

このDO文 によると最終値が32767を越えるので 「IJ

をダブル ・インテジャと宣言してみた。

結論としては 「I」 とい う 「制御変数」にはダブル

宜言が作動してくれないのである。

・ さ らにフォーマットが長いので6行 日になにかを打

って継統するよう命令したのだが第一フォーマントの

終 りをカンマで止めておかなかったことが原因で

「ステートメントがおかしいJ

というエラーができた。

上記のことはJIS規 格にも,一 般書にも文法ミスと

して掲載されていないと思う。

ただいまの ところ検討を要する課題の頻になってい

る。このほかにうかつなミスをだしたことがある。

※ READ文 が 3枚 あるときに,デ ータ・カー

ドをその順に入れなかったこと。

※ ENDと STOPの 入れちがい。

※ 一 次配列で

READ(5,10)N(I)

のようにリード文をきいたこと。

などである。

このほかのエラーから2, 3の ものをあげてみよう。
・ エ ラー ・コー ド 5056

このヨードには 「除算の分母がゼロである。Jと

い う意味がある。

しかし,プ ログラムを検討しても分母を0に し

たおぼえがない。そこで立往生してしまうわけだ

が,実 はそこに概念と機械とのちがいがあったの

である。

このような場合には ARACE と ぃ う制御カー

ドを挿入することにしている。

この制御カードによると演算のその都度の結果

が印宇されてくるので,機 械内部ではどこで分母

がゼロによっているかj分 母がゼ,に なることが

あるのか。ということなどを知ることができて便

利である。

下表はDO文 による元利合計についてARACE

を用いた例である。
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FACOM 2311 25/35 FORTRAN-71061← lXll卜02

ネヤ■souRCE LIST Ⅲ ⅢⅢ

ISN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CANRICOKEI

譲鍵篠?o lo3al∞E05
■TRACE= (C)   フ

ィンプリンタ

字管景名と=印l NEN¥103∞0
ネTRACEx (G)          2R岩鮮

0響
亀品6880

ャTRACEヽ (G)          3無と鮮
2警5品

9揚2
■TRACEⅢ (C)    4持 ぷ

5撃
景2盟 1

本TRACEⅢ  (C)             5持 とミ腎電督
9f58号

7

■TRACEⅢ (G)    6持 き鮮 蟹
7景

撚 5

1

STATEMENT

WRITE(6,30)

30 FORMAT(53X,10HCANRICOKE1///)

READ(5,10)P,R

10 FORMAT(2F101)

D020N=1,50,1

C=Pホ (10+Rメ ⅢN(復 利計算)

WRITE(6,40)N,C

40 FORMAT(lH,46X,12,3HNEN,6X,lHY,F81)

20 CONTINUE

STOP

END

47 11 24 PACE l

とすれば

log対ヽ 4=2

となる。

ここで底が初期値の設定でゼロにしておいたこ

と,対 数の産はゼ■ではいけないことなどを思い

おこすのである。

この場合も TRACEを かけてみるとよい。

私の手元に福島工業高校の色岡先生からいただいたエ

ラー集計がある。この集計はセンターで2回 実習した分

の累計である。生徒の進度は数表lTR,二 次配列とすす

んでおり,一 人当たりのプ,グ ラム作成故は平均して10

題ぐらいになっている集団である。

このエラー集計によると

・ヨンパイル時のエラーとしては (カッヨ中は件数)

1 非 実行文がプログラムの正しい位置にない。働

2 ス テートメントがおかしい。働

3 区 切記号の書き方がおかしい。働

4 左 右のカッコがアンパランス。9

5 名 前に含んではならない特殊文字がある。d,

などとい う順になっている。
,実行時のエラーとしては

1 指 数アンダーフロー (91

2 浮 動小数点除算の分母がゼH “ )

などが目だっている。

この集計にあたった亀岡先生は 「2進 法による誤差な

どについて′ヽ―ド的な指導の必要を感する」と語ってい

た。

機会あるごとに「プログラミンクはエラーを恐れず,ユ

ラーを師として経験をつむことである。」と話してきた。

まったくエラーはプログラミングの促進剤である。

また,エ ラーによって指導の生きた要点をみいだす有

効な手がかりも得られる。

研修 ・実習の際に,仕 上げだけを大切にされている方

が多いけれど,エラー付きのまま,それに注釈を記入して

保管された方が学習過程では大事なことと考えている。

■TRACEネ  (C)

■TRACEネ  (G)

ネTRACEネ  (G)

x TRACEⅢ  (C)

ヤTRACEx (C)

0 3894943E 05
46NEN ¥389494

0 4011790E 05
47NEN 音 401179

0 4132142E 05
4 8 N E N ¥ 4 1 3 2 1 4

0 4256104E 05
40NEN 平 425610

0 4383786E 05
50NEN ¥43837.9

・エラー ・ヨー ド 4100

このコー ドには 「べき乗で底がゼロか負である。J

という意味がある。

このコー ドに直面して因っている生徒がいた。

これはプHグ ラム上では印字されていないので困

るのは当然だが,つぎのように解釈するものである。

N=0

D 0 3 0 1 = 1 , 5 0

L = I t t Nネ■2

N=N■ 1

301 CONTINUE

のようなとき

Nヤ=2=M
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学 習 指 導 と フ ロー チ ャー ト

第 1研修部 鳴

最近,学 校におけるいろいろな教育活動を図式化によ

って表現することが,試 みられている。このうち,学 習

指導案の一部を記号で表現する,い わゆるフローチャー

トについて考えてみたい。

フローチャー トとい うことばは,も ともと教育ナイド

の用語ではなく,EDPSの 用語である。ヨンピュータ

によって情報処理を行なうとき,フ ビーチャー トがなく

ては,プ ログラムを組むことができない。このようなフ

ローチャー トが,学 習指導にどのようなかかわり合いを

もつものか,検 討してみる。

1 フ ローチャートについて

ヨンピューターによって情報処理をするとき,情 報の

流れや情報を処理する作業 ・操作の手順を,定 められた

記号によって図式化したものを,フ ローチャー ト(Flow

Chart流れ図)と いっている。

つまり,フ ローチャー トとは,情 報処理に関する仕事

を記述したり,分 析したりするとき,人 と人の問で共通

理解をより深め,意 思を確実に伝達するために必要なも

ので,図 式化によって,操 作 ・作業の順序と情報の流れ

を表現するための一つの技法である。

しかし,フ ローチャー トは,ヨ ンピュータの分野だけ

で,用 いられるとは かぎらない。 フ ロー チャー トを,

「ある事がらの流れや操作 ・作業の手順を図に表わした

もの」と広義にとらえると,フ ローチャー トは,EDP

Sに おいてだけでなく,他 のいろいるの分野で,多 くの

事がらの流れや操作 ・作業の手順を図式化し,問 題点の

発見や分析, さ らには改善などに役立てる ことができ

る。

フローチャー ト利用の目的として,次 のような事がら

があげられる。

① 処 理の手順や機能の流れの相互関係を論理的には

握することができる。

② 処 理の重複,手 順の前後,「ヌクオチJ,内 容条件

などの 「アイマイ」な点などについてチェックする

ことができる。

① 処 理の内容を他人にもtA速・正確に伝達し理解し

てもらえる。

④ 対 象とする事がらの問題点や改善点を比較的簡単

に見つけることができる。

次に示すものは,ご く一般的な日常行動をフローチャ
ー トで表わしたものである。

このフH― チャー トは,EDPSに よる情報処理の段

階によって,次 のように分けられる。

(1)シ ステム ・フH― チャー ト

まず何を 目的として, ヨンピュータに何を処理さ

せ,ど のような結果を得るのかを明確にし,仕 事全体

の流れの概要を設計し,図 式化したものである。すな

わち,こ れは情報の発生からその処理をへて結果を得

るまでの全体の過程を手作業も含めて図に表わしたも

のである。したがって,仕 事の概要設計の段階でrTR

されるものである。

(2)プ ■セス・フ▼―チャート

システム ・フローチャートのうちヨンピュータによ

る処理部分について詳細に設計したものである。すな

わち,ヨ ンピュータでどのような仕事をどのような順

序で処理させていくかを図示したものである。

0 プ ログラム ・フローチャート

ノログラム ・フローチャー トとは,プ ログラミング

の段階に用いられるものである。

これは,ヨ ンピュータ内部で行なわれるデータの処

理の判慣を図形を用いて論理的に表わした ものであ

る。プログラム ・フローチャ‐卜とは,プ Hセ ス ・フ

H― チャートで表わされたコンピュータによる処理内

容の概略をプログラムが絢戎できるところまで,処 理

郎

横断歩道を渡るには

信 号 を 見 る

渡 り始 め る

渡りながら信号を見る い そいで もどる

普 通 に 歩 く いそいで渡ってしまう
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手順を細分化したものである。

2 フ ローチャートと学習指導

上に述べたように,フ ローチャートは図式化されたデ

ータ処理過程の設計図であると理解して,フ ローチャー

トと学習指導との関連を考えてみよう。

フローチャー トカミ作成される ように なった 背景とし

て,教 育へのシステムエ学的アプローチをあげることが

できる,

学習指導は本来一つの システム を形成しているもの

で,こ とさらシステム化をとりあげるまでもない,と い

う考えもある。しかし,教 育工学的なアプビーチの立場

から,シ ステムエ学の手法によって再検討する必要があ

る。

学習指導には,教 師の教授活動と学習者の活動とのか

かわり合いが,教 材 ・教具の活用によって展開していく

面,そ して,そ の展開が学習指導の目標を達成するため

に最適な状態にあるようにヨントH― ルされていく面の

2つ がある。この学習指導に当たっては,い ろいろな教

育機器が用いられ,教 師と学習者の間にあって情報の伝

達の機能,さ らには教授一学習という活動を目棟に向か

ってたえずヨントロールするための機能を発揮してきて

おり,学 習指導は今後ますます複雑多様化してくること

が予想されている。このような情勢めなかで,従 来のよ

うな指導案を用いては,今 までのような機能を果たすこ

とは困難になってくるであろう。

そこで,複 雑多様化してくる学習指導に対処するため

学習指導をシステムとしては握し研究しようとする動き

が強まってきた。フローチヤー トは,こ のシステム ・ア

プローチの有効な一技法である。学習指導の実態を分析

し,そ れが内蔵する問題点を明らかにし,解 決すべき課

題を設定し,課 題解決の方法を考える,こ の一連の教育

実践において,シ ステム設計の技法が活用される。シス

テム設計において決定されていることが,記 号を用いて

フローチャー トの形で表現される。そして,授 業の全体

像が明らかになつてくる。このように考えるならば,学

習指導のシステム化においてフローチャートは重要な機

能をはたすものとなってくる。

3. 学 習指導乗とフローチャート

学習指導案の一部に用いられるフ,― チャー トには,

その作成目的に よつていろいろな表現が なされている

が,一 般的には,「 フローチャー トとは,授 業の時間的

経過に基づいて,そ の実際場面を想定しながら,日 標の

達成を目ざす教師の指導活動,学 習者の学習活動と教材

・教具の活用を,統 一的に図式化した計画案である」と

定義することができよう。

このような学習指導案の骨格となるフ,― チャー トに

は,指 導案fThの 判頃から考えて,次 のようなフH― チ

ヤー トが考えられる。

(1)シ ステム ・フ,― チャー ト

単元または題材の学習項目の相互関係や指導のおお

まかな順序を明らかにしたものである。授業の概橋的

なは握を容易にし,最 終目標到達への過程を,授 業の

各ステップのねらいの相互関係からえがきだそうと図

式化したもので,プ ロセス・フローチャート作成の基

礎となるものである。

(2)プ ロセス・フローチャート

プロセス・フ,― チャートは,学 習指導案の 「本時

の展開」にあたるものと考えられる。それは,学 習素

材の選択や学習方法 ・形態を検討 ・決定し,シ ステム

・フ,― チャー トをもとに,授 業の展開 (教授一学習

過程)に したがい, その過程を論理的に分折し,教

材 ・教具を媒介としながら教師の教授活動によって学

習者の活動が触発され,学 習者が目標に到達する手順

を,時 間系列にしたがって記号によって表わしたもの

である。

プロセス ・フ■―チャー トは,そ れによって授業展

開の全体像が一目でわかるだけでなく,教 授=学 習過

程を構成している情報提示,反 応,フ ィー ドバック,

ヨントロールという活動を行なう主体,さ らにはその

活動内容と活動の手段が明確に位置づけられなければ

ならない。

普通の学習指導のシステム化をはかっていく場合に用

いられるフ,― チャートには,以 上述べてきた2種 類の

フ,― チャートでじゅう分であろう。

しかし,学 習指導にヨンピュータを導入してシステム

化をはかるCAI,CLIに おいては,ヨ ント,― ル ・

プログラムを作成する場合には,目 標由戎のために,テ

ィーチング ・システムの教授活動と学習者の活動との相

互関係を時間的経過に基づいて克明に図式化したプログ

ラム ・フローチャー トが必要になってくる。

4 フ 「l―チャー トの書き方

フH― チャートは,あ る事がらを図式化することであ

るから,図 式化の表現形式とか表現方法などに,じ ゅう

分考慮をはらわないと,問 題の本質を伝えることが困難

になってくる。

したがって,図 式化しにくいものを無理に記号化して

表現せず,文 章とか数式を適当に併用することも必要と

なってくる。

次に,フ ローチャー ト作成にあたっての一般的な留意

事項をあげてみる。

① わ かりやすく。 (誤解を生じないように)

② あ まりつめない。

③ 一 定の記号を用いる。

④ 表 現方法はなるべく統一する。

⑤ 内 容を正確に表現する。

以上で あるが, と くに注意しなければ ならないこと

は,フ ローチャー トを作成することは,必 ずしもそれ自
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体が目的ではなく,あ くまでも目的を達成するための過

程の一段階にすぎないということである。

使用する記号, その意味や使用法,特 殊な表現方法

は,関 係者間で統一されることが望ましい。

11)フ ローチャー トの記号

フローチャートには,そ の記号 (Symbol)や 書き方

に一定の規則が定められている。EDPSの フローチ

ャートと学習指導におけるそれとは同一ではないが,

原則はできるだけ共通したほうがよい。

EDPSで は, ISO規 格があり,そ れがJIS規

格になっているので,学 習指導にもこの記号を用いる

ことが望ましい。EDPSの シンボルは30種に及び,

学習指導用には不向きのものもあるので,そ の中から

10種類ぐらいを用いれば,た いていの必要を満たすこ

とができよう。次に記号の例を示す。

SR (シ ート式爆音機)

AN (ア ナライザー)

TP (OHP用 シー ト)

YES,NO(到 達したかどうか)

(0 作 図の方法

プロセス ・フH― チャートは,教 授一学習過程の展

開が中心であって,機 器の 「操作」の引頃の図式化さ

れたものではない。機器を利用するためのフローチャ
ートではなく,授 業そのものをシステム化するために

フローチャートにするのであって,機 器や教具は,そ

のフローチャートに位置づくものである。

次に,作 図するときの留意事項についてのべる。

① 記 号は必ず流れ線で結ばなければならないが,次

頁にわたるときは,結 合子で関係づけを示せばよ

V 。ヽ

② 流 れの方向は,原 則として左から右へ,上 から下

へとするが,ル ープのある場合は失印をつけて流れ

の方向を示す。

③ 2つ 以上の流れ線を集めて, 1つの流れ線に出し

てもよい。

④ 流 れ線は,た がいに交差してもよい。この場合に

は,こ れらの間にたがいに論理的な関係はない。

③ 記 号は,た だちに識別できないほどにまで形を変

えたり,回 転したりして使用してはならない。記号

の大きさや縦横の比率については特別に規定されて

V なヽ V 。ヽ

学習指導案として,ど の程度詳細に書いたらよいか

については,そ の基準が特に用意されていない。しか

し,あ まり詳しいと,か えって指導が硬直化するおそ

れがあり,ま た一方その表現が粗雑すぎると展開案の

意義が薄れてしまう。一時間の授業がB4版 2枚 以内

ぐらいにまとまるのが望ましいのではなかろうか。

① 端

② 処

③ 判 断

最初 と終 わり

学習情報の処理

教nTの評価や判lFr

教師の補足説明

学科活動 (記入 計 算 実 験
など)

学習指導の流れが飛躍したり
大買にまたがるとき

処理 判断 手作業 補助操作を出こ
ついてのその内容や方法の続足説明

④ 補lll操作

① 千 作 業

⑥ 結 合 子

② 注  釈

ｏ
□
◇
□
▼
○
恒

子

　

理

(り 略 号

フローチャートの内容が正確に表現されるために,

次のような略号を併用することが有効な場合がある。

OHP(オ ーパヘッドプロジェクター)

VTR(ビ デオテープレヨーダー)

TR (オ ープンリールのテープレヨーダー)

CR (カ セットテープレヨーダー)

実 験 学 校 の 紹 介

次毒

小学校における教授組織の改善に関する研究

十 一 福 島 市 立 吉 井 田 小 学 校 の 部 一―

研究・相談部長  内 藤

1 研 究の概念

現代社会が学校に求めていることは,知 識の基礎によ

って技能を修得することができ,か つ,社 会的な自己調

整による全人的行為のできる根底をつくるにあるといえ
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よう。このような要請に応ずるには,「 ねらい」に即し

て教育内容を具体的に とらえ, 学校組織の機能化によ

り,教 育方法 ・技術の刷新が考えられる。

学校組織の機能化は,構 成単位に系統性があり,必 然

的にせざるを得ないように内容秩序が整えられ,「 わく

組み」されなければならないだろうし,そ の作用は,協

力体制としての役割 ・分担活動になるだろう。その単位

といえば,学 年 ・あるいは学年団,ま たは研究部会であ

り,教 授 ・学習を中核とした組織で,事 務分担や,委 員

会の構成が考えられることになる。

2 研 究の視点

学年 (学年団)経 営を推進母体とし,教 授 ・学習,生

徒指導はもちろんのこと,校 務も学年 (学年団)を 単位

として分掌する協力組織体制において,次 のような具体

事項について究明しょうとする。

“)単 位指導計画の共同作成

実際の授業のための1時 間ごとの授業案を単元指導

計画とし,単 位学年 (学年団)で 共同作成する。その

ためあらかじめ分業 ・協業が可能なよう配慮すること

が必要である。

121 教材,発 遺段階 ・経験に応じた単位集団の再編戎

教科の性質,あ るいは教科内容に応じ,子 どもの発

達段階 ・経験によって,既 成の学習集団を合わせて大

集団にしたり,グ ループに分けて小集団にしたりする

ことにより,学 習が個人としてよりよい成立をはかる

ことである。

●)教 師の特性を生かしたティーム ・ワーク

効果的な授業として,教 師の特性を生かし,教 授過

程における段階的な確かめや,教 育機器の導入を可能

にするため,協 力体制で主となる教師,援 助する教師

といった役割で主体的に分担し,集 大成としての教育

を期待することである。

3 研 究のねらい

「協力教授組織による教授過程とその役割分担活動の

あり方」

校長 安  田  正  吉

学校運営の中核を教授 ・学習約繊におき,事 務組織 ・

連営組織を関連的に構成し,相 互協力体制をとることに

する。

運営機構をあげると次のようである。

は)研 究課題

①  「体育の合併授業による,効 果的な単元指導計画

の作成と効率的な協力 ・分担授業のあり方」

②  「理科 ・算数の複数授業による,個 別化 ・集団化

の単元指導計画の作成と主体的な役割分担授業のあ

り方」

広城 (福島市)カ リキュラムを基盤として,具 体的

な 「ねらい」から内容を分析し,段 階的な教授過程に

再編成し, 教師の特性を生かした協力的な役割分担

と,学 習集団の個別化 ・集団化 としての再編成によ

り,ひ とりひとりの児童に学習がよりよく成立するよ

うにする。

121 学習の努力点

① 合 併体育

自己調整により,集 団性を高めるとともに,気

力 ・体力の充実をはかる。

② 低 学年の算数

具体的事例により,数 と計算に興味と関心をも

たせ,親 しませる。

③ 中 ・高学年の理科

反応を助長することにより,発 想を高め,主 体

的な解決 ・転移の力をつける。

●)協 力体制での評価

協力体制での合併,複 数授業の評価は,計 画として
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は,単 元指導計画が具体的な 「ねらい」で,教 授過程    。 倒 立

が段階的に仕組まれ,役 割分担の構成と学習集団の構     ・ 技能 体 カ

成に満足感をもつことができたかの自己調整である。      倒 立の要領を正しく理解し,腕 でからだのバラ

実践過程としては,役 割分担が有機的に関連し,と       ン スをとってできるようにする。

もに主体性が発揮されて充足感をもつことができ,集      ・ 態 度

大成としての教育効果を期待することである。         ふ たり組みで互いに直したり,注 意し合ったり

① 限p時的評価                       し て嫌習する。

教授過程の各段階において,「 ねらい」を明確に    。 台上前転

し,基 本的発問や提示資料を準備し,児 童の反応,      助 走から両足で強くふみ切 り,膝 を伸ばして転

すなわち応答や緊張感などの態度でとらえて調整し      回 にはいり,前 転して聞子よく着地する。

たり,教 師設間によるカー ドやノート記述で確かめ      他 人の長所 ・短所をみつけて五いに注意し合っ

る。                           て 練習する。

② 分 析的 ・診断的評価                  ・ 健康安全

評価基準としての尺度を準備するとともに,内 容      か らだの調子にあった段階的な練習とする。

分析項目によって観察 ・評価のチェックリストをつ      用 具の安全を確かめて練習する。

_`       く って行なう。                   ③  題 材構成 2時 間

③ 継 統的 ・包活的評価                 。 倒立 (補助)

教授過程をいくつかの段階に分けて駒我し,教 師     .倒 立の方法を理解し,両 足や片足で倒立すると
の期待値にどのように接近したか,ま た,問 題とさ     .補 助者の手をかりないで倒立する。……本時
れるところはどこか,そ の補正にはどんな方法があ    。 台上前転
るかを明らかにする。                   .踏 み切 りを強くし膝を伸ばしてなめらかに前転

する。
4 検 江授業 ・スピー ドのある助走から,強 く踏み切 り安定し

南学年団  体 育科合併授業 (6年 )           た フォームで前転する……本時

先崎 昭 (Tl) 渡 辺爾‐郎 (T2)   ④  本 時のねらい

夏目千鶴子 (T3) 。補助者にパランスをとってもらって,手 を放され

(1)研 究のねらい                      て も立っていられるようにする。

体育の合併授業による,効 果的な単元指導計画の作    。 スピー ドのある助走から強く踏み切 り,腰 を高く

成と効率的な協力 ・分担授業のあり方            保 って大きく前転できるようにする。

前年度の授業実践を生かしながら体育科における教     Aグ ループ

授組織はもちろん,教 科の系統や発展,他 領域との開      ス ピー ドのある助走で強くふみ切 り,ひ ざ・足

連,施 設用具の効果的活用等を総合的に考えた教育活      首 をのばしてなめらかに前転する。

動によって体力づくりや運動能力を高めることができ     Bグ ループ

、     る 。この考えから,本 校における研究の願望である合      腰 を高く保ってなめらかに前転する。

併体育のすすめ方について,過 去2年 間の実験累積の     Cグ ループ

うえに立って合併体育の授業に欠かせない指導計画の      ふ み切って台上前転ができる。

作成を第一のねらいとし,教 師集団による教授 ・学習     o目 棟に向かってお互いに話し合って練習する。

をどのようにしたらよいかを研究し,教 師の協力体制   ⑤  準  備

によって効率高い授業の展開をはか り,児 童ひとりひ     と び箱6 マ ット18 ふ み切 り板6 教 科書

とりを高めようとするものである。           ①  ね らいを達成するための方法

以上のねらいのほかに学年の実態を考え,次 のよう    ァ ,目 標をもって学習させるために話し合いのポイ

なことを加えた。体育の授業はともすれば教師が一方     ン トを示す。

的な機能の教えこみから,ど うしても児童は受身とな     。 倒 立 (補助)

り 「よく考える」という態度がうすれる授業になりが      ・ 手のはばは,か たのはドにする。 (AB)

ちである。その欠点を是正するために児童ひとりひと      o指 をひろげて指先は少しまげゆっくりたもた

りに,① 目標をもって学習する。②意欲的,主 体的に       せ る (AB)

学習する,を 学習のねらいとする。               ・ 目の位置は正三角形の頂点とする。 (AB)

121 指導計画                         ・ 足をそろえてひざ ・つま先をのぼす。(AB)

① 題 材名 倒 立 (補助) 台 上前転             ・ 着地は静かにゆっくりとする。 (AB)

② 目  標                         。 台上前転

所     報
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・両足をそろえて強くふみきる。

ポンとすんだ音 (ABC)

・両手を上からおさえるように ………すべらせ

ない。 (ABC)
・腰を高く上げ,ひ ざ ・足首をのばす。(AB)

・まわりはじめるしゅん問あごをひく。 (AB

C)

・頭の頂上をつかないでからだをまるめる。

(ABC)
・着地のとき腰がとび箱の先端につく (AB)
・着地はひざのばねを使って静かに (ABC)

イ 評 価基準を知らせる。

。倒立 (補助)の 評価基準

1点 補 助してもすぐたおれてしまう。

2点  補 助してもらって5秒 聞例立できる。

3点  補 助してもらって10秒間倒立できる。

″ 解 何

(〕告グループの目穂お〔=ぐ 基好 ■■ 日 ほに向あってtt習●さたう。

121お五いに 結 し合ヽ転力し合 って練百でさ々"

6)連動用民 鵜 所の安全を'"め て練ヨできた。どうお.

5 検   証

は)指 導計画

① 題 材構成と教師の役割分担,学 習集団との関係で

あるが,教 授過程の内容の組み変えや,運 動領域内

容のバランス等を考え授業を組み立てたので,学

習に意欲と興味をましたようである。

②  「考える授業」をさせるために,お 互いになおし

合 うポイントや,評 価基準を準備したのは効果的で

あった。

4点  補 助者にパランスをとってもらって手を

放されても立っていられる。

5点  補 助なしで倒立5秒 ぐらいできる。
。台上前転の評価基準

1点  40卸 高きのとび箱でまわれる。

2点  50∽ 高さのとぴ箱でまわれる。

3点  60c″のとび箱でなめらかにまわれる。

4点  ?0●Wのとび箱でなめらかにまわれる。

5点  80c筋のとび箱でかるく手をついてなめら

かにまわれる。

ウ 意 欲的 ・主体的な学習を誘発させる。

・補助するときに相手の長所 ・短所を知らせる。
・台上前転の場合,と び箱のわきに2人 がついて

おり,と んだ者へのアドバイスをする。

。まっている間にもとんだ人達のようすについて

話し合い,自 分の技能向上に役立てる。

③ 予 定の時数2時 間では目標を達成するのに無理の

ようである。

の 教 授過程

① 各 自または各グループの学習目標がはっきりして

いたので, ひ とりひとりの児童がいきいきと学習

し,大 変効率の高い授業のようであった。

② 3教 師による協力分担がよく徹底していたので,

指導の手がゆきとどき大事なポイントをしっかりつ

かませることができたようである。
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l g 尊 上 の 宮 意 点

0来 峡本位で遂′になら,い ようこする
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日の位■などについて気をくばりを″rち

摘助 をする
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でまわちせ■
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に▼タトをし 安ヽ全1こ配は■●。

0進 歩したことセ″ルータのもの方,芝 め
たとさと上の取磨卜退ませユ。

0お互いに落し杢ってほォし韓ヨさせ`。
。なタルーアごとに必要にと,ほ し合いを

。的 として,オ ータアンスをのいの

0本時の反省れ親 立やBj転の確留を自主
的にするようヽ` t i 。

0日 別指導をす●

0児 送り強底状なをみる。
。見学児ヽの指示

OA′ ルークの指尊をする。

ゼ言;曙法紛定み)
■み切 りを強く高 くあよる練留

なれのとさ標″とす箔の先■3
つくように,わちせ̀ 。

長チ客SなP;を宮そ甘Fを前

全体指専 をする
0卜 ,イ ″を町,せ る。

報篠:Pと六時
の学ヨしい

0日 別指キ をす4

0学 留意航の皮合■をみ0。

。閉票の安全ヽ検をす■。

3全 体北海をす0
。悦立の要領を知 らせる.
0補 助の しわたを示す。°
R俺 孫鶴豊す

°。

手 をつ く位置 目の位■ 菌足エ
み切, 輪 効者,ほ を支え●

4 査 株指母をす0.
O C″ ″―ブの指導をす●。

マフト上でのrl伎をさせる

ことt籍 辞よ距四まS
23ケ 助た して強 (Sみ 切 り高
`t対 す0害 党をつうませる。
ど″橋上で前転させる。

0用 果の"た つFすを指示する。

i 全体指導 をす0

o(― ″セ綻 って体擦を言せる

学留内容を知らせる
0筑 立やu4上前はの学宮の遣め方
めあてを知 らせる。

OAタ ルータの指中 を,る 。

脱 瑚 必 却 ,3立 =汽

裕章塔テ告鍔
き能るみ)

キチ″〔)'をう折まセ.〉
若地のと まヽわfと●t描り完増に

ほを高(あFiひ さを伸 【して
刊転`せ●

①か,た よ―ルを
④音やかたの連由
④寝おり逮的
④こ点lt立
⑥う言Hと′ 手押率

学ヨのめあてについて
お移す`

観立をする

A 輪 功の手を工″rtて
少し立ってい0

B 寓 立の方法力Fわ,"
償立(常助)″てきる

準t8逮駒をする。

吉inl転 をす0
0能 力,1に国標にfrカク
て様田する。

A ひ こ 定首をのヤし

章筆犯蹟 や。
B 票 セ高 (保 って を

め ら力に前伎する

棋範槙転をみろ。

菫壇逮働どす0。

7 次 時の手告を出 て。

手をつ く位置 日 のつけどころ
'り 上 ヤたとこのフォーム

残れ分雪こう
・つた時の支持妥領

0レ ヨー トのい作をす0
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③ 技 能における細かい ポイントが示されていたの

で,段 階的指導が一応実を結んだのではないかと思

われた。

④ カ ー ド (お互いになおし合 う)を 見ながら練習す

ることは無理なので,事 前に大きな紙に書いておく

べきであった。

(3)教 師の役割分担

① 教 授過程の中には入れておかなかったが,過 去2

年の実績のうえに立って,授 業前 ・授業中・授業後

の3項 目に分けて,そ れぞれ分担されることに充足

感がもたれた。

② 事 前の教材研究や協議が じゅうぶん なされたの

で,教 師の持ち味を生かし,各 グループごとの指導

が徹底したようである。

③ 下 位グループは Tl(体 育専門教師)が 指導にあ

たり,授 業全体にも目を向けるようにしたことはよ

かった。

④ 協 力教授による指導法になれてきたため,学 習の

流れが好調で満足感がもたれた。

(4)学習集団

① 話 し合いや説明 (大集団)の ときの隊形に留意し

た。

② グ ループの人数については,能 力の実態に応じて

組み分けをしたので各グループのパランスはくずれ

たが,あ る程度やむをえないと思われた。

③ 上 位グループにひき上げた場合,そ の人数が多く

なるので,待 機している児童の場所や運動量が問題

となってくるが,符 機している問,児 童相互の話し

合いが なされたことは効果的でもあった ようであ

る。

④ と び箱の数は少なかったが,下 位グループはマッ

トを使用したことは,か えって効果的のようであっ

, こ 。

③ 教 師が直接指導に あたらない グループ について

は,学 級のきまりや,集 団行動の訓練によって安全

に練習できたことに満足感がもたれた。

い)児 童の反応

① 楽 しく積極的にできた。

② 自 分のねらいがはっきりしていたので,何 をする

かがわかりよかった。

③ グ ループの人に注意してもらったので,欠 点をな

おすことができた。 (なおそうとした)

④ 授 業中だけでなく,家 に帰ってからや体けいの時

も練習してしようずになった。

受贈研究資料の紹介

昭和47年11月から最近までに,こ 恵贈いただいた教育

研究資料を紹介いたします。こほ贈たまわった各機関に

あつくお社を申しあげますとともに,ひ ろく皆さまのこ

活用をお待ちしております。なお,今 後とも,研 究資料

奪の刊行の際は,ご 恵贈たまわれば,た いへん幸いでご

ざいます。

笹りんどうとともに -51j年の歩み一

福島県立保原高等学校

外務省情報文化局

大日本国書株式会社

福島県教育委員会

理科の研究           大 日本図書株式会社

青少年問題研究調査季報 No.7 総 理府青少年対策本部

現代性教育研究月報         日 本性教育協会

研究集録     福 島県安達郡東和町木幡第一小学校

意欲的な学習活動をさせるにはいかにしたらよいか

県民のための高校教育をどう倉け造するか

福島県教職員組合連合教育研究所

小学校教育現代化への試み第4集

福島県岩瀬郡天栄村立湯本小学校

学校教育 て
'72-10 7り

うきふね 創 立百周年記念誌

福島県教育委員会

福島県相馬郡小高町立小高小学校

長崎県教育研究 N諺 64 長崎県教育センター

研究集録      福 島県伊達郡川俣町立川俣小学校

道徳教育における指導の重点をどのようにとらえ,ど

のように指導すればよいか。

道徳教育全体計画  福 島県伊達郡川俣町立川俣小学校

われらの世界

算数数学の研究

高校ふくしま第14号

研究紀要第御号

学校経営に関する研究

研究紀要第61号

佐賀県教育センター

佐賀県教育センター

教育機器活用による学習指導の改善に関する研究

研究紀要第62号 佐賀県教育センター

学習の個別化に関する研究

研究紀要第63号         佐 賀県教育センター

学力の調査 ・分析に関する研究

研究紀要第64号 佐賀県教育センター

現代の子どもの集団所属意識に関する比較研究

教育工学実践シリーズ8     教 育工学研究協議会

MAIシ ステム実践レポー ト

書写 ・書道における指導法のくふう

福島県いわき市いわき市立小名浜―中

教育システムの基礎研究 教育工学研究協議会

学習指導計画 道 徳   福 島大学教育学部附属小学校

学習指導計画 特 別活動 福 島大学教育学部附属小学校
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研究集録 数 学 ・理科

福島県二本松市二本松市立第一中学校

教育経営に関するフィール ド調査 山 梨県教育センター

岐阜県の教育 岐阜県教育委員会

小学校一年生の教育 福 島県教職員組合連合教育研究所

研究資料 科 学教育に関する研究報告

能力l15発工学センター

遠足候補地実地調査のまとめ  和 歌山市立教育研究所

教育センター運営状況調査書  沖 細県立教育センター

紀要55集           和 歌山市立教育研究所

現職教育の研究 教 育相談の実際

言論の自由とマスヨミ 外交知識普及会

りか Nα 32   長 崎県教育センター理科研究室広報

教育改造 43 成城学園初等学校

第10回夏季研修会 教 育の現代化   日 本幼年教育会

日中正常化交渉を終えて       外 交知識普及会

高校理科研究 大日本図書株式会社  福 島自治

埼玉教育 ('72 1l No 28め  埼 玉県立教育センター

福島県立学校の実態昭和47年度編

福島県高等学校長協会

245)    教 育総合研究所

(47年9月 28日招籍

算数と数学 (ヤ212N6.

特集 対 応と関数

福島県議会定例会会議録

福島県議会事務局

海外教育事情視案報告書 (47年度 主 要視察国一アメリ

カ西部 ・東翻D 文 部省派遣教職員海外教育事情視祭日

私学の教育 福 島県私立高校の現状と諸問題

福島県私立中学高等学校協会

北海道教育 一 へき地教育一   北 海道立教育研究所

経済教育 205          経 済教育研究協会

福島県議会報           福 島県議会事務局

さがみはら教育 (72 Vo1 21 No 4つ

相模原市教育研究所

福島県町村会

編 集 後 記

所報第9号 をお届けします。師走もあと数日で新年を

迎えることになりました。1972年を顧みて,人 それぞれ

に感慨深いものがあることでしょう。

さて,近 頃 「性文化」とい う言葉を見関するので,性

文化なるものの定義は どうなのか, といろいろ考えた

り,ま た調べようとしてみたが,ど うも新しい用語のよ

うなので,調 べようもない。ただ漠然と,マ スメディア

による性についての大量伝達 (有形媒体も含む)を 総称

して性文化とい うらしい。しかし一体 「性」なるものが

文化たり得るのか。生理学や性科学で扱 う 「性」は疑い

もなく科学の一分科であるから,文 化の名を冠すること

ができるが,一 般に 「セックス」とい う慎凡語で表現さ

れる 「性」とは,性 意識とか,性 解放,性 感覚,性 関

係,性 行為,性 衝動,性 心理,性 生活,性 体験,性 倒錯

等々の内容を濃厚に包含しており,こ れらが現在の社会

科学,と くに文化人類学におけるようには学問的体系を

形成してV なヽい ゆえを もって,「 性文化」 という用語

はす性が文化の名を僣称するも甚だしいといえるのでは

なV かヽ。

「文化」の定義を調べてみると,文 化とは人類だけに

見られる思推 ・行動の様式 (生活のしかた)の うち,適

伝によるのではなく,学 習によって所属する社会 (協働

することを学習した人々の集団)か ら習得し伝達された

ものの全体を包括する総称である。この用語はもともと

ラテン語 Cuituraから派生した西欧語の日本語訳で,本

来の意味は耕作とか栽培である。その意味が転じて教養

や芸術,科 学,哲 学,宗 教などの意味をもつようになっ

たのである。(JAP9NICA)

「文化Jの 定義がこのように規定されるものと考える

と,ど うも 「性文化」なる用語は研究や研修等に使われ

る厳密な学問的 用語としては 問題が ありそ うでならな

V 。ヽ

その用語の概念規定が明確になされ,多 様な解釈を拒

否するまで一定の時間的経過による評価と試様に堪えた

用語,こ れは学問 ・研究の用語としての適格性をもち得

るものと思われるが,そ の確かめを経ないで安易に使用

することは,少 なくとも研究者としては慎重であるべき

だろう。

研究者としての基本的態度の一つとして,言 葉が意思

伝達の重要な手段であるだけに,そ の言葉の吟味を厳密

に行なうことが要請されるのではなかろうか。

現在時点で,「 性OO」 複合語は 鶴 種類が使用され

(言語生活 Nα 254 11)て ぃるが,意 味不明確な用語

が実に多いように思われる。

ご参考までに掲げてみる。

性アレルギー 性 医学 性 意識 性 運動 性 映画 性 カ
ー ド 性 概念 性 解放 性 科学 性 革命 性 隔離 性 感

党 性 関係 性 感情 性 関心 性観念 性 鑑別 性 器管

性企業 性 教育 性 能礼 性 経験 性 傾向 性 形質 性

経費 性 決定 性 研究 性 行為 性 講座 性 交渉 性 行

動 性 細胞 性 殺人 性 差別 性 刺激 性 姿勢 性 思想

性ジャーナリズム 性 週刊誌 性 週期 性 心理 性 十字

会 性 手術 性 障害 性 状況 性 衝動 性 情報 性 神経

衰弱 性 シンボル 性 心理 性 生活 性 成熟 性 生理

性染色質 性 染色体 性 体験 性 対象 性 チェック 性

知識 性 秩序 性 治療 性 テスト 性 転換 性 倒錯 性

道徳 性 ノイローゼ 性 版面 性 犯罪 性 反応 性 氾濫

性被害 性 非行 性 表現 性 美容室 性 描写 性 風俗

性不在 性 不全 性 不能者 性 文化 性 文学 性 文衰

性分析 性 問題 性 役割 性 誘引物質 性 遊戯 性 理論

ともあれ,先 生方の多幸な越年を祈念してやみませ

ん。 (K)


