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概要：次期学習指導要領では，各教科等の指導を通じて身につける情報に関わる資質・能力を，「知識・

技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」の 3つの柱に沿って整理している。

それに伴い，川崎市でも平成 24 年度作成の「情報活用能力チェックリスト」をこの 3つの柱に再整理

することとし，市内抽出の小学校と中学校で新たな「情報活用能力チェックリスト」による予備調査

を実施した。その分析結果を報告する。 

キーワード：情報活用能力，調査研究，小中学校 

１ はじめに 

 2017 年 3 月告示の次期学習指導要領では，各

学校で教科等の目標や内容を見通し，特に学習

の基盤となる資質・能力の育成のために，教科

横断的な学習を充実することが示された。そし

て「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた

授業改善を，単元や題材等内容や時間のまとま

りを見通して行い，教育課程全体を通して資

質・能力を育むことして具体的に示された。そ

の資質・能力の一つが情報活用能力である。 

川崎市では平成 24 年度に小学校段階におけ

る「情報活用能力チェックリスト」を作成して

いる（川崎市総合教育センター2012）。このチ

ェックリストは，小学校段階で身に付けるべき

情報活用能力について児童自身が回答するこ

とによって，「自己評価」することを目的とし

ているが，教員がこれを活用することにより児

童の情報活用能力の実態を把握して指導内容

の重点化を図るためにも活用されている。この

チェックリストでは，情報活用能力を 3 観点（情

報活用の実践力・科学的な理解・参画する態度）

で捉えている。本研究では今後に向けて次期学

習指導要領で求められている各教科の基盤と

なる資質・能力としての情報活用能力の育成を

図るために「何ができるようになるのか」とい

う観点に立ち，３つの柱（知識・技能，思考力・

判断力・表現力，学びに向かう力・人間性等）

で再整理することとした。また，発達段階に応

じて使えるよう小学校低・中・高学年と中学生

の 4 段階に分け「情報活用能力チェックリスト

2017」として作成することにした。 

本研究では，市内抽出校でこのチェックリス

トを使った予備調査を実施し，その結果から

「情報活用能力チェックリスト 2017」の改善点

を明らかにするとともに，読み取れた児童生徒

の実態から情報活用能力育成についての課題

を見出すことを目的としている。 

２ 研究の方法 

（１）調査項目の作成 

 調査項目については，平成 24 年度に作成し

た「情報活用能力チェックリスト」の 34 項目

を基に次期学習指導要領に合わせて内容を吟

味し，再整理することとした。 

具体的には文部科学省の平成 28 年度情報教

育推進校（IE-School）の研究による，「情報教

育推進校における実践研究を踏まえた情報活

用能力体系表」をもとにしている。この体系表

では，情報活用に関する資質・能力として示さ

れた「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」

「学びに向かう力・人間性等」の３つの柱（第

１カテゴリ）を，さらに 11 のカテゴリ（第２

カテゴリ）に整理し，それぞれのカテゴリの捉

え方について説明（第３カテゴリ）している。

これに加え従来の「情報活用能力の３観点」（第



４カテゴリ），文部科学省「情報活用能力育成

のために」における課題改善ポイント１０（第

５カテゴリ）について前述の資質・能力のどの

要素と関連するかも示し分類項目とした。（表１） 

次に，従来活用してきた「情報活用能力チェ

ックリスト」の 34 項目をこれらのカテゴリに

合わせて分類をした。また，カテゴリの変更に

より生じた新項目については，「情報活用能力

育成のために（文部科学省 2015）」「『学びの質』

ルーブリック（稲垣忠 2017）」「情報モラル指導

モデルカリキュラム表（日本教育工学振興会

2007）」を参考にし，従来の項目と照らし合わ

せながら作成した。さらにこれまでは対象を小

学校中学年，高学年としていたところを小学校

低学年と中学校を加え，４つの段階で利用でき

るようにした。低学年は 16 項目，中学年 26 項

目，高学年 31 項目，中学生 25 項目となった。

新たな項目はそれぞれの発達段階に応じて，達

成させたいレベルを考えて作るために，稲垣ら 

(2017 年)の「『学びの質』ルーブリック」を参

考にして作成した。 

チェックリストの自己評価は，低学年は「で

きているものに〇」の 2 段階，小学校中学年～

中学生は「あてはまる」「少しあてはまる」「あ

まりあてはまらない」「あてはまらない」の 4

段階で自己評価できるようにした。児童生徒の

8 割程度が「あてはまる」「少しあてはまる」ま

たは，低学年においては「○」と回答できる内

容を目指した。 

（２）予備調査の対象および時期 

 2017年 7月に川崎市内の小学校 5校で実施し，

3,371 名（1 年生 393 名，2 年生 579 名，3 年生

560 名，4 年生 532 名，5 年生 656 名，6 年生 651

名），中学校 1 校（全学年 477 名）に調査を実

施し回答を得た。学級担任には児童生徒の調査

状況について簡易な質問調査を依頼し，小学校

5 校（99 名），中学校 1 校（14 名）から回答を

得た。 

３ 結果 

 調査から，以下のような傾向がみられた。３

つの柱の視点からと担任への調査結果を述べ

る。なお，結果の数値は「４と３」及び「○」

と回答した割合を示す。 

（１）知識・技能「何を知っているか，何ができるか」 

この項目ではＩＣＴ活用に関する基本操作

スキル等を問うている。文字入力やインターネ

ット検索に関しては学年が上がるにつれて自

己評価が高まっているように読み取れる。一方

で，「データの大きさ」，「ファイルの保存・整理」

に関する内容，また，プレゼンテーションソフ

トや表計算ソフトの活用についてはいずれの

学年でも肯定的な 50％に届いていなかった。 

（２）思考力・判断力・表現力等「知っている

こと・できることをどう使うか」 

⑮～㉕までのどの項目についても概ね期待

値であったが，中学校については，小学校より

結果が若干低い傾向がみられている。 

（３）学びに向かう力・人間性等「どのように

社会・世界と関わり，よりよい人生を送るか」 

チェック項目㉖「情報を多面的，多角的に吟

味しその価値を見極めていこうとする態度」チ

ェック項目㉗「自らの情報活用を振り返り，評

価し改善しようとする態度」については自己評

価が低い傾向が見られた。情報モラルやセキュ

リティーについて知っているか問う項目はど

の学年も結果が高いと言える。 

（４）担任への簡易調査 

担任に「チェックリストの内容を児童生徒が

理解しているか」と聞いた調査状況では，中学

校では 9 割以上が「理解している」と答えてい

る。小学校では割合が下がり，低学年では３割

となり担任の補足説明が必要であった。 

４ 考察 

予備調査の結果から，設問の仕方や内容につ

いて改善すべき点と情報活用能力を育成する上

で意識すべき点がみえてきた。 

改善すべき点として以下を挙げる。 

設問の用語の理解が十分にされていないこと

が，低い結果に表れているのではないかと考え

られる項目があった。「フォルダ」「ファイル」 
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け
る
た
め
に
必

要
な
知
識
・
技
能

⑭
ID
（
ユ
ー
ザ
ー
名
）
や
パ
ス
ワ
ー
ド
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

い
ま
す
か
。

8
4
.1

ID
（
ユ
ー
ザ
ー
名
）
や
パ
ス
ワ
ー
ド
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

い
ま
す
か
。

9
3
.9

⑭

4
情
報
の
適
切
な
分

類
⑮

人
の
話
を
よ
く
聞
い
て
、
質
問
や
感
想
を
言
え
ま
す
か
。

7
3
.6

7
9
.9

話
を
聞
き
な
が
ら
、
大
事
だ
と
思
う
こ
と
を
メ
モ
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
か
。

8
3

話
し
手
の
言
い
た
い
こ
と
を
考
え
て
聞
き
、
大
事
だ
と
思
う
こ
と
を
メ

モ
を
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

8
6
.9

必
要
に
応
じ
て
、
記
録
し
た
り
質
問
し
た
り
し
な
が
ら
話
す
人
の
言

い
た
い
こ
と
を
適
切
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

7
6
.8

⑮

3
複
数
デ
ー
タ
か
ら

の
情
報
収
集

⑯
複
数
の
情
報
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
含
め
）
を
比
較
し
、
必
要
な
も
の

を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

7
9
.1

複
数
の
情
報
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
含
め
）
を
比
較
し
、
必
要
な
も
の

を
選
ん
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

7
1
.4

⑯

6
適
切
な
グ
ラ
フ
の

作
成

⑰
数
え
た
も
の
を
同
じ
種
類
や
仲
間
に
分
け
て
、
そ
れ
を
表
や
グ
ラ

フ
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

7
3
.9

資
料
や
調
べ
た
こ
と
を
も
と
に
、
表
や
グ
ラ
フ
に
表
す
こ
と
が
で
き

ま
す
か
。

7
7
.8

実
験
結
果
や
資
料
か
ら
読
み
取
っ
た
数
値
を
も
と
に
、
表
や
グ
ラ
フ

に
表
す
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

6
7
.0

⑰

4
情
報
の
適
切
な
分

類
⑱

調
べ
た
こ
と
を
、
新
聞
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
か
。

5
6
.9

い
く
つ
か
調
べ
た
こ
と
の
中
か
ら
必
要
な
も
の
を
選
ん
で
、
新
聞
や

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

8
1

調
べ
た
こ
と
の
中
か
ら
目
的
や
意
図
に
応
じ
て
必
要
な
も
の
を
選

び
、
新
聞
や
レ
ポ
ー
ト
等
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

7
4
.1

⑱

5
表
や
グ
ラ
フ
の
比

較
に
よ
る
分
析

⑲
表
や
グ
ラ
フ
が
示
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
れ
ま
す
か
。

8
0
.4

表
や
グ
ラ
フ
か
ら
、
必
要
な
情
報
や
数
値
を
正
確
に
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
か
。

7
9
.6

表
や
グ
ラ
フ
か
ら
変
化
や
傾
向
を
読
み
取
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
か
。

6
9
.0

⑲

⑳
知
り
た
い
こ
と
を
、
本
を
使
っ
て
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

7
8
.9

8
6
.7

知
り
た
い
こ
と
を
本
を
読
ん
だ
り
人
に
聞
い
た
り
、
見
学
し
た
り
し

て
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

8
5
.2

知
り
た
い
こ
と
を
図
書
資
料
や
、
見
学
や
実
験
、
観
察
等
を
通
し
て

調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

8
5
.3

知
り
た
い
こ
と
を
図
書
資
料
や
見
学
や
実
験
、
観
察
な
ど
を
通
し
て

調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

7
8
.3

⑳

㉑
自
分
が
調
べ
た
こ
と
が
の
っ
て
い
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
つ
け

て
、
わ
か
っ
た
こ
と
が
ら
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

6
1
.7

自
分
が
調
べ
た
い
こ
と
が
の
っ
て
い
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
つ
け

て
、
わ
か
っ
た
こ
と
が
ら
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

8
6
.4

複
数
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
情
報
源
の
信
頼
性
を
判
断
し
、
活
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

7
0
.9

㉑

㉒
声
の
大
き
さ
や
話
す
は
や
さ
に
気
を
つ
け
て
話
す
こ
と
が
で
き
ま

す
か
。

8
4
.4

8
9
.5

相
手
に
伝
わ
る
よ
う
に
、
声
の
大
き
さ
に
気
を
つ
け
た
り
、
間
を

取
っ
た
り
し
な
が
ら
話
す
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

8
4

自
分
の
考
え
を
話
す
と
き
に
、
聞
く
人
と
の
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
を
意
識

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

7
3
.4

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
と
き
に
、
周
り
の
意
見
も
聞
き
な
が
ら
質
問

を
し
た
り
、
自
分
の
意
見
を
述
べ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

8
3
.8

㉒

㉓
写
真
や
図
を
ど
こ
に
入
れ
る
か
考
え
て
、
新
聞
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

6
1

写
真
や
図
や
文
章
の
レ
イ
ア
ウ
ト
を
考
え
て
資
料
を
作
る
こ
と
が
で

き
ま
す
か
。

6
6
.8

㉓

㉔
伝
え
た
い
こ
と
を
話
す
順
番
に
気
を
つ
け
て
発
表
で
き
ま
す
か
。

6
9
.7

7
6
.8

相
手
に
伝
わ
る
よ
う
に
理
由
や
例
な
ど
を
挙
げ
て
話
す
こ
と
が
で

き
ま
す
か
。

7
4
.4

自
分
の
考
え
が
伝
わ
る
よ
う
に
資
料
を
活
用
す
る
な
ど
し
て
、
表
現

を
工
夫
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

7
5
.6

説
明
す
る
と
き
等
に
資
料
や
機
器
を
活
用
す
る
な
ど
し
て
自
分
の

考
え
が
伝
わ
る
よ
う
に
表
現
を
工
夫
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

5
6
.4

㉔

㉕
大
き
な
テ
レ
ビ
や
実
物
投
影
機
な
ど
を
使
っ
て
発
表
で
き
ま
す

か
。

2
3
.7

5
1
.3

大
き
な
テ
レ
ビ
や
実
物
投
影
機
な
ど
で
、
注
目
し
て
ほ
し
い
と
こ

ろ
を
指
で
確
認
す
る
な
ど
の
工
夫
を
し
て
発
表
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
か
。

6
6
.2

大
き
な
テ
レ
ビ
や
実
物
投
影
機
な
ど
で
、
注
目
し
て
ほ
し
い
と
こ
ろ

を
指
で
確
認
し
て
示
し
た
り
、
マ
ー
キ
ン
グ
し
た
り
す
る
な
ど
の
工

夫
し
て
発
表
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

6
9
.7

実
物
投
影
機
等
で
、
注
目
し
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
を
指
で
確
認
し
た

り
、
マ
ー
キ
ン
グ
し
た
り
す
る
な
ど
の
工
夫
を
し
て
発
表
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
か
。

6
6
.4

㉕

情
報
を
多
面
的
、
多
角
的
に

吟
味
し
そ
の
価
値
を
見
極
め

て
い
こ
う
と
す
る
態
度

情
報
を
多
面
的
・
多
角
的
に
検

討
し
よ
う
と
す
る
態
度
・
情
意
等
情
報
活
用
の

実
践
力

4
情
報
の
適
切
な
分

類
㉖

に
て
い
る
も
の
と
ち
が
う
も
の
を
わ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

5
2
.0

7
5
.0

に
て
い
る
も
の
と
ち
が
う
も
の
に
わ
け
る
と
き
の
理
由
を
説
明
で

き
ま
す
か
。

7
0
.9

調
べ
た
情
報
を
別
の
方
法
で
調
べ
た
こ
と
と
比
較
し
て
か
ら
、
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

6
4
.8

複
数
の
情
報
を
比
較
し
て
根
拠
を
あ
げ
、
自
分
な
り
の
考
え
を
提

案
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

7
0
.3

㉖

自
ら
の
情
報
活
用
を
振
り
返

り
、
評
価
し
改
善
し
よ
う
と
す

る
態
度

一
連
の
情
報
伝
達
過
程
の
各

過
程
を
適
切
に
行
お
う
と
す
る

態
度
・
情
意
等

情
報
活
用
の

実
践
力

情
報
の
科
学

的
な
理
解

8
情
報
に
基
づ
い
た

課
題
解
決
の
提
案

㉗
読
み
た
い
本
を
自
分
で
探
し
た
り
、
み
つ
か
ら
な
い
と
き
は
人
に

聞
い
た
り
し
て
う
ま
く
探
せ
ま
す
か
。

8
7
.9

9
2
.1

課
題
に
合
わ
せ
て
、
な
っ
と
く
の
い
く
資
料
を
探
す
こ
と
が
で
き
ま

す
か
。

6
6
.5

情
報
の
集
め
方
や
整
理
の
仕
方
な
ど
の
活
動
を
ふ
り
返
る
こ
と
が

で
き
ま
す
か
。

7
5

㉗

㉘
会
っ
て
話
す
時
に
比
べ
て
、
メ
ー
ル
や
手
紙
な
ど
の
文
字
だ
け

の
や
り
取
り
で
は
気
持
ち
が
伝
わ
り
に
く
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
ま
す
か
。

8
5
.1

会
っ
て
話
す
時
に
比
べ
て
、
メ
ー
ル
や
手
紙
な
ど
の
文
字
だ
け
の

や
り
取
り
で
は
誤
解
が
起
き
や
す
い
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

8
8
.2

㉘

㉙
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
書
き
込
み
を
す
る
と
、
そ
の
記
録
は
ず
っ
と

残
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

7
1
.5

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
書
き
込
み
を
す
る
と
、
そ
の
記
録
は
ず
っ
と
残

る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

8
6
.7

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
発
信
し
た
情
報
は
世
界
中
に
広
が
る
こ

と
に
注
意
を
し
て
利
用
し
て
い
ま
す
か
。

8
8
.3

㉙

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
の
必
要

性
及
び
身
に
つ
け
る
た
め
に

必
要
な
知
識
・
技
能

1
0
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
の
ト
ラ
ブ
ル
遭
遇

時
の
対
応

㉚
自
分
や
友
だ
ち
の
個
人
情
報
（
名
前
・
電
話
番
号
・
住
所
）
を
聞

か
れ
た
ら
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
知
っ
て
い
ま
す
か
。

6
2
.8

8
3
.4

自
分
や
友
だ
ち
の
個
人
情
報
（
名
前
・
電
話
番
号
・
住
所
）
を
聞

か
れ
た
ら
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
知
っ
て
い
ま
す
か
。

8
5
.1

自
分
や
友
だ
ち
の
個
人
情
報
（
名
前
・
電
話
番
号
・
住
所
）
を
聞
か

れ
た
ら
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
知
っ
て
い
ま
す
か
。

8
8
.8

個
人
情
報
（
名
前
・
電
話
番
号
・
住
所
）
を
大
切
に
管
理
し
て
い
ま

す
か
。

9
7
.3

㉚

㉛
ゲ
ー
ム
を
す
る
と
き
は
時
間
や
ル
ー
ル
を
決
め
て
い
ま
す
か
。

8
0
.5

7
9
.5

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
長
時
間
使
い
す
ぎ
る
と
、
生

活
の
リ
ズ
ム
を
く
ず
し
た
り
、
体
調
が
悪
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が

あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

8
8
.8

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
長
時
間
せ
ず
に
、
生
活
の
リ
ズ

ム
を
崩
さ
な
い
よ
う
、
健
康
を
考
え
て
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
て

い
ま
す
か
。

7
8
.1

㉛

㉜
学
ん
だ
こ
と
を
ま
と
め
た
掲
示
物
や
発
表
を
、
見
た
り
、
聞
い
た
り

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
互
い
に
い
か
そ
う
と
し
て
い
ま
す
か
。

8
2
.5

学
ん
だ
こ
と
を
ま
と
め
た
掲
示
物
や
発
表
を
、
見
た
り
、
聞
い
た
り

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
互
い
に
い
か
そ
う
と
し
て
い
ま
す
か
。

8
1
.8

㉜

結
果
の
数
字
は
。
４
「
で
き
る
」
と
３
「
少
し
で
き
る
」
と
答
え
た
児
童
生
徒
の
割
合
を
示
す
。
単
位
は
「
％
」

学 び に 向 か う 力 ・ 人 間 性 等

ど の よ う に 社 会 ・ 世 界 と 関 わ り よ り よ い 人 生 を 送 る か

情
報
モ
ラ
ル
や
情
報
に

対
す
る
責
任
に
つ
い
て

考
え
行
動
し
よ
う
と
す
る

態
度

情
報
モ
ラ
ル

情
報
社
会
に
主
体
的
に

参
画
し
、
そ
の
発
展
に

寄
与
し
よ
う
と
す
る
態
度

情
報
や
情
報
技
術
を
社
会
の

発
展
に
役
立
て
よ
う
と
す
る

態
度

思 考 力 ・ 判 断 力 ・ 表 現 力 等 　 知 っ て い る こ と ・ で き る こ と を ど う 使 う か

様
々
な
事
象
を
情
報
と

そ
の
結
び
つ
き
の
視
点

か
ら
捉
え
る
力

事
象
を
情
報
と
そ
の
結
び
つ

き
の
視
点
で
捉
え
る
力

複
数
の
情
報
を
結
び
付

け
て
新
た
な
意
味
を
見

出
し
た
り
、
自
分
の
考
え

を
深
め
た
り
す
る
力

複
数
の
情
報
や
考
え
を
結
び

付
け
て
新
た
な
意
味
や
価
値

を
創
造
し
た
り
、
考
え
を
深
化

し
た
り
す
る
力

問
題
の
発
見
・
解
決
に

向
け
て
情
報
技
術
を
適

切
か
つ
効
果
的
に
活
用

す
る
力

問
題
発
見
・
解
決
の
各
過
程

に
お
け
る
一
連
の
情
報
活
用

（
収
集
・
整
理
・
分
析
・
ま
と

め
・
表
現
）

知 識 ・ 技 能  何 を 知 っ て い る か 　 何 が で き る か

情
報
と
情
報
技
術
を
適

切
に
活
用
す
る
た
め
の

知
識
と
技
能

情
報
と
情
報
技
術
の
仕
組
み

や
特
性
の
知
識

情
報
の
科

学
的
な
理

解

情
報
と
情
報
技
術
の
操
作
に

関
す
る
基
本
的
な
技
能

情
報
の
科

学
的
な
理

解 情
報
活
用

の
実
践
力

情
報
と
情
報
技
術
を
活

用
し
て
問
題
を
発
見
・
解

決
す
る
た
め
の
方
法
に

つ
い
て
の
理
解

問
題
発
見
・
解
決
や
評
価
に

つ
い
て
の
基
礎
的
な
理
論
や

方
法
の
理
解

情
報
活
用

の
実
践
力

情
報
社
会
の
進
展
と
そ

れ
が
社
会
に
果
た
す
役

割
と
及
ぼ
す
影
響
に
つ

い
て
の
理
解

情
報
や
情
報
技
術
が
社
会
に

果
た
す
役
割
や
及
ぼ
す
影
響

に
つ
い
て
の
理
解

情
報
社
会

に
参
画
す

る
態
度

情
報
に
関
す
る
法
・
制
度

や
マ
ナ
ー
の
意
義
と
情

報
社
会
に
お
い
て
個
人

が
果
た
す
役
割
や
責
任

に
つ
い
て

情
報
モ
ラ
ル
の
必
要
性
及
び

身
に
つ
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遭
遇
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対
応
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「メディア」などのコンピュータの用語が含ま

れる設問には「質問の意味が分からない」との

回答が多かった。実際には利用しているにもか

かわらず，言葉を含め知識として十分に理解さ

れていないことがあると考えられる。同様に表

現力を問うチェック項目㉕での「実物投影機」

についても言える。学校や担任によっては「書

画カメラ」「教材提示装置」あるいは商品名など

で説明されているため児童生徒が混乱するとの

指摘があった。チェックリストで ICT の活用に

ついて問う場合は，実際に使われている名称に

統一する必要がある。 

また，情報モラルやセキュリティーについて

の項目は肯定的な自己評価がみられる。各学年

でよく指導されてきていることが担任のアン

ケートからも推測される。「知っていますか」

という知識を問う設問から一歩進んだ「行動し

ていますか」という設問に替えていく必要があ

ると考える。「思考力・判断力・表現力」の柱

では「できることをどう使うか」を問うている

が，小学校より中学校の回答率が低いのは，中

学校の設問の難易度が高くなっていることが

考えられる。一つの項目に複数の内容が含まれ

ているため全てを達成していると自己評価で

きないのだと思われる。また，担任への調査か

ら 1 年生に対する記述調査は難しいことが分か

った。1 年生については，図を入れたり読み上

げたりするなど改善が必要である。 

次に予備調査の結果から，情報活用能力を育

成する上で意識すべき点としては以下のような

ことが考えられる。例えばチェック項目㉖，㉗

については，自己評価が低い傾向がみられるが，

これらの項目は情報の価値を見極めていこうと

する態度，情報の活用を振り返り，評価し改善

しようとする態度を問うている。自己評価を高

めていくためには，課題解決的な学習活動に取

り組む中で，比較したり根拠を述べたりするな

ど情報の価値について考える必要がある。また，

情報を集めたり，整理したりすることに主体的

に取り組む授業づくりが重要である。「できるこ

とをどう使うか」など複数の内容が含まれてい

る情報活用能力の指導においては，学年が上が

るにつれて様々な要素を繰り返し指導していく

必要があることを教師が理解していることが大

切であると考える。 

５ 成果と課題 

 今回育成すべき情報活用能力について整理

したことで「情報活用能力チェックリスト 2017」

を作成することができた。予備調査からはチェ

ックリストについての改善点が明らかになっ

た。また，児童生徒の実態や情報活用能力を育

成する上での課題を見出せた。 

 今後は項目の表現の吟味や難易度から見た

見直しを図り，児童生徒の情報活用能力育成の

ための授業づくりにこのチェックリストをど

のように使うのかを提案して広めていく。 

調査を実施した学級担任に今回は簡易な調

査を依頼したが，チェックリストの各項目につ

いての教師の意識について把握する観点から，

野中ら(2013)のように児童の情報活用能力と教

師の指導実態についての関連性についても調

査を行うことを検討したい。 
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