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Ⅰ 研究の経緯 

 

１ 研究の背景 

 新しい中学校学習指導要領（平成22年11月一部改正）が全面実施となり，技術・家庭科［技術分野］

（以降，技術科とする）では，これまで選択として扱われていた学習内容も含めて「Ａ．材料と加工に

関する技術」，「Ｂ．エネルギー変換に関する技術」，「Ｃ．生物育成に関する技術」，「Ｄ．情報に関する

技術」として４内容で再構成され，全て必修化された。しかし，現行の学校教育法施行規則に示されて

いる技術・家庭科の授業時数に変化はないため，４内容を横断的に扱うなど題材を精選・工夫し，知識・

技能を効率的に伝え，ものづくりを中心とした創造的活動の時間を十分に確保していく必要がある。 

また，「小学校までのものづくり」と「中学校技術科でのものづくり」には大きな溝が存在する。小

学校学習指導要領（平成20年３月）の中で，「ものづくり」と明記されているのは理科のみであり，そ

の目的は，物質や自然現象の性質や原理を知るための活動である。しかし，技術科の学習活動の特徴は，

日々変わりゆく社会状況から多様な価値観や需要を読み取り，総合的に配慮して，ものづくりによって

技術的な課題を解決していく技術リテラシーの形成にある。技術科のものづくりとは，産業界と同様の

生産活動である『設計・計画』を基盤とした『製作・制作・育成』である。これは，人々の生活を豊か

にする新製品の創造や，よりコンパクトに・より環境に優しくといった工夫を凝らした製品の改良を目

的とするものである。つまり，小学校までのものづくりは，性質や原理を知るためのものづくりであり，

技術科の生活を豊かにしていく新しいものの創造的活動としての意味が非常に薄く，製品の具体的構想



 

Ⅱ期 【自身のためのものづくり】 

 

 全員で共通のもの（導入教材）の製作を通して，生活知や生活体験を補うとともに，協同作業か

ら，自身の得手不得手や協力の中で得るもの，職業観などものづくりの基礎を習得していくのでは

ないか。 

 

Ⅲ期 【社会のためのものづくり】 

 

 グローバルな視点や生産から廃棄までを意識したものづくりを通して，設計・製作（制作）は他

者と協力することで効率よく作業を進めながら，Ⅱ期での経験を活用し社会や環境に配慮した生活

を豊かにするものづくりに励んでいくのではないか。 

 

 

Ⅱ 本年度の研究計画 

 

１ 研究の目的 

 生活知・生活体験を補い，新しい製品を設計するための基盤となる知識や技能の習得を目指す導入教

材とその授業例の開発を行う。 

 

２ 研究の方法 

(1)アンケートを実施し，中学校入学時までのものづくり経験を調査し，学習指導要領を検討しながら，

授業仮説を設定する。 

(2)以下の検証授業を実施し，Ａ群とＢ群の構想図を比較・分析することによって，授業仮説を検証す

る。 

 

Ⅱ期 中学校１年 

Ａ群：自由題材の製品の構想をさせた後，導入題材を製作する。 

Ｂ群：導入題材を製作させた後，自由題材の構想をする。 

 

時限 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

Ａ群 製図 構想 材料 けがき けがき 切断 切断 

Ｂ群 製図 材料 けがき けがき 切断 切断 部品加工 

        時限 ８ ９ 10 11 12 13 14 

Ａ群 部品加工 部品加工 組み立て 組み立て 力の伝達 カムの設計 カムの製作 

Ｂ群 部品加工 組み立て 組み立て 力の伝達 カムの設計 カムの製作 構想 

 

 

(3)検証方法 

・Ａ群とＢ群の構想図を比較し，使用する材料の種類や構造の丈夫さ，加工の難易度を比較し，技術科

がⅡ期の生徒に求める生活知や生活体験が補える導入教材となっているかを考察する。 

・Ａ群とＢ群の構想図を比較・分析し，導入教材の製作を通じて，目的に応じた適切な材料や構造の選

択ができるようになっているかを考察する。 
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