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これから、人がどんなふうに自分の知識を作っているか、4 つの班に分かれて

資料を検討していただきます。今日は、ジグソー法という方法で進めます。 

 
＜一段階目のジグソー活動＞ 
はじめに４グループに分かれ、『高校生でもわかる認知科学』の「形」の分野に用意

された4 種類の課題の１つずつを担当して、それぞれの課題の意味を「スキーマ」を使って

考えます。次に、各グループから一人ずつで新しい４人組みを作って、それぞれ担

当した資料の内容を交換し、全部合わせて考えると何が言えるか、考えて下さ

い。活動の順序は、次のようになります。  
○ 一課題を２，３人ずつで担当してその課題の「エキスパート」になり、 
○ 各課題から一人ずつ集まってわかったことを交換し合う「ジグソー」を行って、

全体を「人の認知活動の原理原則」としてまとめます。 
ジグソーグループでは、お互い、それぞれのグループで話し合ってきた内容を

知りませんので、ご自分の担当した内容をうまく説明して下さい。その時、エ

キスパート活動で使った資料を利用しても結構です。互いの説明交換が終わっ

たら、４つの話を「まとめるとそこから何が言えるのか」を話し合って下さい。 

 
＜二段階目のジグソー活動＞ 
つぎに、「計算」課題を２つ、今度は２つのグループに分かれて扱います。活動の順序は

次のようになります。  
○ 一課題を２，３人ずつで担当してその課題の「エキスパート」になり、 
○ 各課題から一人ずつ集まって「ジグソー」でわかったことを交換し、二つの

資料の内容を合わせて「問題を解く過程でのスキーマと協調活動の役割」に

ついてまとめます。 
ここでも同様に、お互いに話し合った課題を交換し、互いの説明交換が終わっ

たら、２つの話を「まとめるとそこから何が言えるのか」を話し合って下さい。 

 

＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊ 

では、一段階目のジグソー活動について質問です。つぎの４つの課題のうち、どの課題を担

当してみたいでしょうか？ 
（  ）人はどうやって、字を読んでいるか 
（  ）人はどうやって、ものを憶えるか 
（  ）人はどうやって、図を判断するか 
（  ）人はどうやって、新しいことができるようになるのか 

 

それぞれの資料の中には、スキーマという言葉は出てきませんが、途中でヒン

トをお渡しします。ヒントも参考に、説明をまとめてみて下さい。 
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何と読めましたか？ 

 

 

 

 

 

気づいたことは？ 

 

 

 

 

 

終わったら、次のページに進んでください。 
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この話のポイントは？
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どこがおもしろいですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
どちらが読みやすいですか？ それはなぜだと思いますか？  
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周りに情報が多い方が読みやすいというのは、一見不思議です。たくさん情報を処理しなくてはならない

方が楽だ、という話になっているからです。これが「不思議」ではない理由として、この「周りの情報」

は、私たちが文字を読むために、どんな働きをしているのだと思いますか？
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H 

＜説明作りのヒント＞  

 がH やA に読めたのは、人がH やA に限らず文字について、どんなスキーマを持っているからでし

ょう？文字ひとつひとつについてばらばらのスキーマを持っているのでしょうか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人が文字を読むとき、どんなスキーマをどんなふうに使っているのでしょう？ 
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図1を20秒間じっと見てください。 

 

-------20秒たったら用紙をこの点線で山折にして、上の図を隠してください。---------- 

 

ここで図1をできるだけ思い出して、名前を書き込んでみてください。 
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今度は図2を20秒間じっと見てください。 

 
 

-------20秒たったら用紙をこの点線で山折にして、上の図を隠してください。---------- 

 

ここで図2をできるだけ思い出して、名前を書き込んでみてください。 
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では、図1 と図2 の答え合わせをしてみてください。得点は位置も名前も正しく書けた個数です。 

 
この話のポイントは？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
このような研究もあります（Chase & Simon, 1973）。チェスのプロと初心者を使った実

験で、現実のチェス・ゲーム中の盤面（サッカー問題の図 1 にあたる）を使うと、プロ

が初心者より圧倒的にコマの配置を記憶しているのですが、配置をランダム（サッカー

問題の図 2 にあたる）にしてしまうと、両者の成績があまり変わらない、という結果が

得られたそうです。今やっていただいた課題は、この実験の作りかえバージョンです。  
※ 出展＝Chase, W.G., Simon, H,A.(1973) Perception in chess, Cognitive Psychology, 4, 55-81. 
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＜説明作りのヒント＞  

サッカーが好きな人はどんなスキーマをもっているのでしょう？「ある特定のチームの、特定のメンバー配置」で

しょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「記憶が得意」「記憶が不得意」という人がいますが、この違いをスキーマで説明してみてください。 

 H 
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選んだ理由は何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

理由を書いたら次のページに進んでください。 

テームズ川  

リージェント公園  

カンバーランド 



埼玉県立総合教育センター 協調学習研修 2009 年 9 月 18 日 10:00-17:00 

東京大学 大学発教育支援コンソーシアム 

氏名：                 

７-2 

 

 

納得がいくでしょうか？話し合ってみて下さい。

テームズ川  

リージェント公園  

カンバーランド 

テームズ川  

リージェント公園  

カンバーランド 
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この話のポイントは？ 

 

 

 

 

 

 

似たような例を知っていますか？その例は何が原因で二つの解釈が出きたのでしょう？ 
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＜説明作りのヒント＞  

ロンドンの人が着弾位置の散らばり方を判断した時、どんなスキーマを使っていたのでしょう？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この例はスキーマが時には正しい判断の邪魔になるという例です。この例ではスキーマの使い方のどこが

良くなかったのでしょう？ 

 H 
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工夫したのは、どんなところですか？

「こんな人、この世にはいない」と思う、「人」の絵

を描いてみてください。 
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 A    ： （  ）4～6 歳、 （  ）8～10 歳 
 B    ： （  ）4～6 歳、 （  ）8～10 歳 
 C    ： （  ）4～6 歳、 （  ）8～10 歳 
 

どんな基準で分けましたか？ 

 

 

 

 

 

 

4～6 歳の子どもにはできないことで、8～10 歳の子どもにできることは、どんなことだと思いますか？ 
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この話のポイントは？  似たような例を知っていますか？その例では、どんな「一連の手順」が、成長

するにしたがってどのような「部品」に切り分けられ、組み替えられて、どんな結果になっていましたか？ 
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＜説明作りのヒント＞  

4～6 歳の子どもがもっている「人」のスキーマは、どのようなものだと考えたらよいでしょう？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8～10 歳の子どもが持っている「人」のスキーマはどのようなものだと考えたらよいでしょう？ 

 H 
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エキスパート活動 
担当する課題   （  ）読めるかな？     （  ）暗記にチャレンジ！ 

（  ）図から何が読み取れる？ （  ）「この世にいないと思う人」 
 
担当した課題の読み取りメモ（資料を読んでいるうちに気づいたことをメモしてください） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
担当した課題からわかることを他人に説明するポイント（どう説明したら、正確で、かつわ

かりやすいでしょう？） 
 




