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ᑠ学ᰯのプログラ࣑ングᩍ⫱が 2020 年度から必ಟされる。᭱ ㏆のプログラ࣑ングᩍ⫱の

関ᚰの㧗まりからか、ࢸレࣅ、インࢱーネット、書⡠等いࢁいࢁな場㠃でぢ⪺きすることが

ከくなってきている。本稿は、筆者のᑠ学生のᏊ౪に初めてプログラ࣑ング（Scratch[1]）
をゐれさせたときの状ἣや、そこでឤࡌたẼづきを⤂し、ᩍ⫱制度やᩍ⫱現場の現状、環

境整ഛの必要性など、各✀情報を基に⪃ᐹする。 
 
なお、本稿୰の意ぢや、特にὀ㔘の↓い状ἣㄝ᫂は筆者のಶ人的ぢゎ、および筆者のᐙ᪘

からఏえ⪺いた内ᐜであり、所ᒓඖや CITP コࢸࢽ࣑ࣗのぢゎを代表して表᫂するもので

はないことをணめࡈ了ᢎいたࡔきたい。 
 
㸺キーワード㸼プログラ࣑ングᩍ⫱、新学⩦指導要領、Computational Thinking、⩦い事 
 
 ࡵࡌࡣ

ᑠ学生をᏊにᣢつぶとして、ẖ年ኟఇみになると㢌をᝎますものに「⮬⏤研究」がある。

64.4%というᩘ್はఱであるかീがくࢁࡔうか。ᰴᘧ会社࢜ークローン࣐ーࢸࢣング

が 2017 年 6 ᭶にインࢱーネットㄪ査した「Ꮚどものኟఇみのᐟ題」をぶがᡭఏっている

合（9㹼12 ṓ）である。[2] 
ここでᏊ౪のྡのⅭに᩿っておくが、筆者のᐙᗞでは「⮬⏤研究」のࣄントはえるが、

やる内ᐜは本人のุ᩿にጤࡡ、創స活動⮬యには↓用なཱྀฟしはしないことにしている。 
ඛのㄪ査結果からぢて、ኟఇみのᐟ題に関するぶは意እにከいとឤࡌるのではないࢁࡔ

うか。筆者は IT 関連の仕事をしているがᨾ、プログラ࣑ングᩍ⫱というキーワードに⫋業

ᩄឤにᛂしたこともあり、ᑠ学生のᏊ౪にやらせてみたいと常ࠎ⪃えていた。NHK E
ング␒組[3]を᪤に視⫈し⯆をᣢっていたこともあり、筆者の提案はあっ࣑レでプログラࢸ

さり受け入れられた。 
ᅇの取り組みで、⮬らの創㐀力をⓎし、目的にྥかってດ力するᏊ౪のጼを間㏆にぢ

ることがฟ᮶た。プログラ࣑ングᩍ⫱の目的はఱであるか、Ꮚ౪はఱを得ることがฟ᮶るの

か、経㦂を通して得た内ᐜ、ぶが取り組ࡴべき内ᐜもేせて述べていく。 
 
 ࡣ⫱ᩍࢢン࣑ࣛࢢࣟࣉ .1

1-1 ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟ要㡿 
2017 年（平成 29 年）3 ᭶、ᩥ㒊⛉学┬は新学⩦指導要領[4]をබ♧した。2020 年度（平成

32 年度）から㛤始されるᑠ学ᰯẁ㝵におけるプログラ࣑ングᩍ⫱の必ಟが┒り㎸まれた内

ᐜである。බ♧に⮳る過⛬では、「ᑠ学ᰯẁ㝵におけるㄽ理的ᛮ⪃力や創㐀性、問題ゎỴ能力
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Computational thinking is a cognitive or thought process involving logical reasoning by which problems 

are solved and artefacts, procedures and systems are better understood. 

コンࢸࣗࣆーショࢼルシンキングは、問題がゎỴされ、人ᕤ≀、ᡭ順、およびシスࢸムがよりⰋく理ゎされ

ることによる、ㄽ理的な推ㄽをకう認知もしくはᛮ⪃プロࢭスである。 

It embraces: 

それはḟをྵࡴ： 

the ability to think algorithmically;  

the ability to think in terms of decomposition;  

the ability to think in generalisations, identifying and making use of patterns; 

the ability to think in abstractions, choosing good representations; and  

the ability to think in terms of evaluation. 

࣭アルࢬࣜࢦム的に⪃える能力 

࣭ศゎのほ点で⪃える能力 

࣭一般で⪃える能力、ࢱࣃーンを識別し用する 

࣭ᢳ㇟で⪃える能力、Ⰻい表現を㑅ᢥする 

࣭評価の㠃で⪃える能力 

5 つのᴫᛕ（concepts）：能力（ability）の集合として表現されている。筆者もྵめた IT 技

術者ならば、これら 5 つの要⣲は理ゎにᐜ᫆いものであるはࡔࡎが、はたしてこの内ᐜを意

識してᩍ⫱ㄽが確立されるのか、そして実際にᩍ⫱がなされるのか、後の整ഛにかかって

いる。 
また、コンࣗࣆーࢱᩍ⫱におけるレベル（Progress：上㐩）と 6 つのࣜࢦࢸ࢝

（Algorithms/Programming & Development/Data & Data Representation/Hardware & 
Processing/Communication & Networks/Information Technology）でᵓ成された学⩦య⣔

トࣜクスである Computing Progression Pathways[10]には、5࣐ つの能力のどれにヱ当す

るかが♧されている。（⣬㠃の関係上一㒊ᢤ⢋のみとし日本ㄒヂは┬␎する） 
㸺表 1㸼 Computing Progression Pathways（ᢤ⢋） 

 Algorithms Programming &  
Development 

Data &  
Data Representation 

Hardware &  
Processing 

Communication &  
Networks Information Technology 

1 •Understands what an 
algorithm is and is able 
to express simple linear 
(non-branching) 
algorithms symbolically. 
(AL) 
•Understands that 
computers need precise 
instructions. (AL) 
•Demonstrates care and 
precision to avoid 
errors. (AL) 

•Knows that users can  
develop their own 
programs, and can  
demonstrate this by 
creating a simple 
program in an 
environment that does 
not rely on text  e.g.  
programmable robots 
etc. (AL) 
•Executes, checks and 
changes programs. (AL) 
•Understands that 
programs execute by 
following precise 
instructions. (AL) 

•Recognises that digital 
content can be 
represented in many 
forms. (AB) (GE) 
•Distinguishes between 
some of these forms and 
can  explain the  
different ways that they 
communicate 
information. (AB) 

•Understands that 
computers have no 
intelligence and that 
computers can do 
nothing unless a 
program is executed. 
(AL) 
•Recognises that all 
software executed on 
digital devices is 
programmed. (AL) (AB) 
(GE) 

•Obtains content from 
the world wide web 
using a web browser. 
(AL) 
•Understands the  
importance of 
communicating safely 
and respectfully online, 
and the  need for 
keeping personal 
information private. 
(EV) 
•Knows what to do 
when concerned about 
content or being 
contacted. (AL) 

•Uses software under 
the  control of the  
teacher to create, store 
and edit  digital 
content using 
appropriate file and 
folder names. (AB) (GE) 
(DE) 
•Understands that 
people interact with 
computers. 
•Shares their use of 
technology in school. 
•Knows common uses of 
information technology 
beyond the classroom. 
(GE) 
•Talks about their work 
and makes changes to 
improve it. (EV) 

2 •Understands that 
algorithms are 
implemented on digital 
devices as 
programs.(AL) 
•Designs simple 
algorithms using loops, 
and selection i.e. if 
statements. (AL) 
•Uses logical reasoning 
to predict outcomes. 
(AL) 

•Uses arithmetic 
operators, if 
statements, and loops, 
within programs. (AL) 
•Uses logical reasoning 
to predict the behaviour 
of programs. (AL) 
•Detects and corrects 
simple semantic errors 
i.e. debugging, in 
programs. (AL) 

•Recognises different 
types of data: text, 
number. (AB) (GE) 
•Appreciates that 
programs can work with 
different types of data. 
(GE) 
•Recognises that data 
can be structured in 
tables to make it useful. 
(AB) (DE) 

•Recognises that a 
range of digital devices 
can  be considered a 
computer. (AB) (GE) 
•Recognises and can 
use a range of input and 
output devices. 
•Understands how  
programs specify the  
function of a general 
purpose computer. (AB) 

•Navigates the  web 
and can  carry out 
simple web searches to 
collect digital content. 
(AL) (EV) 
•Demonstrates use of 
computers safely and 
responsibly, knowing a 
range of ways to report 
unacceptable content 
and contact when 
online. 

•Uses technology with 
increasing 
independence to 
purposefully organise 
digital content. (AB) 
•Shows an awareness 
for the quality of digital 
content collected. (EV) 
•Uses a variety of 
software to manipulate 
and present digital 
content: data and 

等の⫱成とプログラ࣑ングᩍ⫱に関する有識者会議」[5]での検討を行い、2016 年（平成 28
年）6 ᭶ 16 日、「ᑠ学ᰯẁ㝵におけるプログラ࣑ングᩍ⫱のᅾり方について（議ㄽの取りま

とめ）」[6]をබ表した。その後、2016 年（平成 28 年）12 ᭶ 21 日、୰ኸᩍ⫱審議会による

「ᗂ⛶ᅬ、ᑠ学ᰯ、୰学ᰯ、㧗等学ᰯཬび特別支学ᰯの学⩦指導要領等のᨵၿཬび必要な

方⟇等について（⟅⏦）（୰ᩍ審➨ 197 ྕ）」[7]に組み㎸まれてきた。 
このように専門ᐙらにより議ㄽが進められ、プログラ࣑ングᩍ⫱制度の仕組みがసられて

いくヂであるが、「プログラ࣑ングᩍ⫱」を༢⣧にᤊえることはなかなか㞴しい。新学⩦指導

要領にはどのような定義がされているのࢁࡔうか。 
以ୗは、ᑠ学ᰯ学⩦指導要領ゎㄝ ⥲๎⦅[8]からのᢤ⢋である。 

Ꮚ౪たちがᑗ᮶どのような⫋業にᑵくとしても時代を㉺えてᬑ㐢的に求められる「プログラ࣑ング的ᛮ⪃」

（⮬ศが意図する一連の活動を実現するために㸪どのような動きの組合せが必要であり㸪一つ一つの動きに

対ᛂしたグྕを㸪どのように組み合わせたらいいのか㸪グྕの組合せをどのようにᨵၿしていけば㸪より意

図した活動に㏆づくのか㸪といったことをㄽ理的に⪃えていく力）を⫱ࡴため㸪ᑠ学ᰯにおいては㸪ඣ❺が

プログラ࣑ングをయ㦂しながら㸪コンࣗࣆーࢱに意図した処理を行わせるために必要なㄽ理的ᛮ⪃力を㌟に

けるための学⩦活動を計⏬的に実施することとしている。その際㸪ᑠ学ᰯẁ㝵において学⩦活動としてプ

ログラ࣑ングに取り組ࡡࡴらいは㸪プログラ࣑ングゝㄒをぬえたり㸪プログラ࣑ングの技能を⩦得したりと

いったことではなく㸪ㄽ理的ᛮ⪃力を⫱ࡴとともに㸪プログラムの働きやよさ㸪情報社会がコンࣗࣆーࢱを

はࡌめとする情報技術によって支えられていることなどにẼき㸪㌟㏆な問題のゎỴに主య的に取り組ࡴ態

度やコンࣗࣆーࢱ等を上ᡭに活用してよりよい社会を⠏いていこうとする態度などを⫱ࡴこと㸪さらに㸪ᩍ

⛉等で学ࡪ知識ཬび技能等をより確実に㌟にけさせることにある。 

間㐪ってもプログラ࣑ングゝㄒを⩦得し、コーࢹングを行い、アプࣜやࢤームをస成す

ることを目的としているヂでは↓い。プログラ࣑ングᩍ⫱の重要なキーワードは、やはり「プ

ログラ࣑ング的ᛮ⪃」や「ㄽ理的ᛮ⪃力」を⫱ࡴことであࢁう。この㸰つのゝⴥから連す

るのは、いわࡺる「コンࢸࣗࣆーショࢼル࣭シンキング㸭Computational Thinking」の⪃え

方である。後 IT に携わっていくかどうかに関わらࡎ、この⪃え方を⩦得する意義はኚ

きく、仕事のみならࡎᬑẁの生活においても「よりよい社会を⠏いて」いくⅭの重要なフ

 。うࢁーとなるであࢱク
 

 㸭Computational Thinkingࢢン࢟シン࣭ࣝࢼテ࣮シࣙࣗࣆンࢥ 1-2
「ᑠ学ᰯẁ㝵におけるプログラ࣑ングᩍ⫱のᅾり方について（議ㄽの取りまとめ）」[6]には、

「ࠗコンࢸࣗࣆーショࢼル࣭シンキング」の⪃え方を㋃まえつつ、プログラ࣑ングとㄽ理的ᛮ

⪃との関係を整理しながら提ゝされた定義である࠘とある。新学⩦指導要領のプログラ࣑ン

グᩍ⫱を制定する上で参⪃にした重要な⪃え方であることがศかる。 
Computational Thinking（以後 CT と␎す）について、イࣜࢠスの Computing At School

（以後 CAS と␎す）がබ㛤しているゎㄝ書を参⪃に内ᐜをぢてみることにする。 
ͤ本稿では CT の㉳※や CAS に関する内ᐜは┬␎する。本ᐙ Web  イトを参↷されたしࢧ

https://www.computingatschool.org.uk/ 
CT は 5 つのᴫᛕからなるが、CAS computational thinking - A Guide for teachers[9]には

ḟのようにグ㍕されている。（ㄗヂがあるといけないためཎᩥをేグする） 
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Computational thinking is a cognitive or thought process involving logical reasoning by which problems 

are solved and artefacts, procedures and systems are better understood. 

コンࢸࣗࣆーショࢼルシンキングは、問題がゎỴされ、人ᕤ≀、ᡭ順、およびシスࢸムがよりⰋく理ゎされ

ることによる、ㄽ理的な推ㄽをకう認知もしくはᛮ⪃プロࢭスである。 

It embraces: 

それはḟをྵࡴ： 

the ability to think algorithmically;  

the ability to think in terms of decomposition;  

the ability to think in generalisations, identifying and making use of patterns; 

the ability to think in abstractions, choosing good representations; and  

the ability to think in terms of evaluation. 

࣭アルࢬࣜࢦム的に⪃える能力 

࣭ศゎのほ点で⪃える能力 

࣭一般で⪃える能力、ࢱࣃーンを識別し用する 

࣭ᢳ㇟で⪃える能力、Ⰻい表現を㑅ᢥする 

࣭評価の㠃で⪃える能力 

5 つのᴫᛕ（concepts）：能力（ability）の集合として表現されている。筆者もྵめた IT 技

術者ならば、これら 5 つの要⣲は理ゎにᐜ᫆いものであるはࡔࡎが、はたしてこの内ᐜを意

識してᩍ⫱ㄽが確立されるのか、そして実際にᩍ⫱がなされるのか、後の整ഛにかかって

いる。 
また、コンࣗࣆーࢱᩍ⫱におけるレベル（Progress：上㐩）と 6 つのࣜࢦࢸ࢝

（Algorithms/Programming & Development/Data & Data Representation/Hardware & 
Processing/Communication & Networks/Information Technology）でᵓ成された学⩦య⣔

トࣜクスである Computing Progression Pathways[10]には、5࣐ つの能力のどれにヱ当す

るかが♧されている。（⣬㠃の関係上一㒊ᢤ⢋のみとし日本ㄒヂは┬␎する） 
㸺表 1㸼 Computing Progression Pathways（ᢤ⢋） 

 Algorithms Programming &  
Development 

Data &  
Data Representation 

Hardware &  
Processing 

Communication &  
Networks Information Technology 

1 •Understands what an 
algorithm is and is able 
to express simple linear 
(non-branching) 
algorithms symbolically. 
(AL) 
•Understands that 
computers need precise 
instructions. (AL) 
•Demonstrates care and 
precision to avoid 
errors. (AL) 

•Knows that users can  
develop their own 
programs, and can  
demonstrate this by 
creating a simple 
program in an 
environment that does 
not rely on text  e.g.  
programmable robots 
etc. (AL) 
•Executes, checks and 
changes programs. (AL) 
•Understands that 
programs execute by 
following precise 
instructions. (AL) 

•Recognises that digital 
content can be 
represented in many 
forms. (AB) (GE) 
•Distinguishes between 
some of these forms and 
can  explain the  
different ways that they 
communicate 
information. (AB) 

•Understands that 
computers have no 
intelligence and that 
computers can do 
nothing unless a 
program is executed. 
(AL) 
•Recognises that all 
software executed on 
digital devices is 
programmed. (AL) (AB) 
(GE) 

•Obtains content from 
the world wide web 
using a web browser. 
(AL) 
•Understands the  
importance of 
communicating safely 
and respectfully online, 
and the  need for 
keeping personal 
information private. 
(EV) 
•Knows what to do 
when concerned about 
content or being 
contacted. (AL) 

•Uses software under 
the  control of the  
teacher to create, store 
and edit  digital 
content using 
appropriate file and 
folder names. (AB) (GE) 
(DE) 
•Understands that 
people interact with 
computers. 
•Shares their use of 
technology in school. 
•Knows common uses of 
information technology 
beyond the classroom. 
(GE) 
•Talks about their work 
and makes changes to 
improve it. (EV) 

2 •Understands that 
algorithms are 
implemented on digital 
devices as 
programs.(AL) 
•Designs simple 
algorithms using loops, 
and selection i.e. if 
statements. (AL) 
•Uses logical reasoning 
to predict outcomes. 
(AL) 

•Uses arithmetic 
operators, if 
statements, and loops, 
within programs. (AL) 
•Uses logical reasoning 
to predict the behaviour 
of programs. (AL) 
•Detects and corrects 
simple semantic errors 
i.e. debugging, in 
programs. (AL) 

•Recognises different 
types of data: text, 
number. (AB) (GE) 
•Appreciates that 
programs can work with 
different types of data. 
(GE) 
•Recognises that data 
can be structured in 
tables to make it useful. 
(AB) (DE) 

•Recognises that a 
range of digital devices 
can  be considered a 
computer. (AB) (GE) 
•Recognises and can 
use a range of input and 
output devices. 
•Understands how  
programs specify the  
function of a general 
purpose computer. (AB) 

•Navigates the  web 
and can  carry out 
simple web searches to 
collect digital content. 
(AL) (EV) 
•Demonstrates use of 
computers safely and 
responsibly, knowing a 
range of ways to report 
unacceptable content 
and contact when 
online. 

•Uses technology with 
increasing 
independence to 
purposefully organise 
digital content. (AB) 
•Shows an awareness 
for the quality of digital 
content collected. (EV) 
•Uses a variety of 
software to manipulate 
and present digital 
content: data and 

等の⫱成とプログラ࣑ングᩍ⫱に関する有識者会議」[5]での検討を行い、2016 年（平成 28
年）6 ᭶ 16 日、「ᑠ学ᰯẁ㝵におけるプログラ࣑ングᩍ⫱のᅾり方について（議ㄽの取りま

とめ）」[6]をබ表した。その後、2016 年（平成 28 年）12 ᭶ 21 日、୰ኸᩍ⫱審議会による

「ᗂ⛶ᅬ、ᑠ学ᰯ、୰学ᰯ、㧗等学ᰯཬび特別支学ᰯの学⩦指導要領等のᨵၿཬび必要な

方⟇等について（⟅⏦）（୰ᩍ審➨ 197 ྕ）」[7]に組み㎸まれてきた。 
このように専門ᐙらにより議ㄽが進められ、プログラ࣑ングᩍ⫱制度の仕組みがసられて

いくヂであるが、「プログラ࣑ングᩍ⫱」を༢⣧にᤊえることはなかなか㞴しい。新学⩦指導

要領にはどのような定義がされているのࢁࡔうか。 
以ୗは、ᑠ学ᰯ学⩦指導要領ゎㄝ ⥲๎⦅[8]からのᢤ⢋である。 

Ꮚ౪たちがᑗ᮶どのような⫋業にᑵくとしても時代を㉺えてᬑ㐢的に求められる「プログラ࣑ング的ᛮ⪃」

（⮬ศが意図する一連の活動を実現するために㸪どのような動きの組合せが必要であり㸪一つ一つの動きに

対ᛂしたグྕを㸪どのように組み合わせたらいいのか㸪グྕの組合せをどのようにᨵၿしていけば㸪より意

図した活動に㏆づくのか㸪といったことをㄽ理的に⪃えていく力）を⫱ࡴため㸪ᑠ学ᰯにおいては㸪ඣ❺が

プログラ࣑ングをయ㦂しながら㸪コンࣗࣆーࢱに意図した処理を行わせるために必要なㄽ理的ᛮ⪃力を㌟に

けるための学⩦活動を計⏬的に実施することとしている。その際㸪ᑠ学ᰯẁ㝵において学⩦活動としてプ

ログラ࣑ングに取り組ࡡࡴらいは㸪プログラ࣑ングゝㄒをぬえたり㸪プログラ࣑ングの技能を⩦得したりと

いったことではなく㸪ㄽ理的ᛮ⪃力を⫱ࡴとともに㸪プログラムの働きやよさ㸪情報社会がコンࣗࣆーࢱを

はࡌめとする情報技術によって支えられていることなどにẼき㸪㌟㏆な問題のゎỴに主య的に取り組ࡴ態

度やコンࣗࣆーࢱ等を上ᡭに活用してよりよい社会を⠏いていこうとする態度などを⫱ࡴこと㸪さらに㸪ᩍ

⛉等で学ࡪ知識ཬび技能等をより確実に㌟にけさせることにある。 

間㐪ってもプログラ࣑ングゝㄒを⩦得し、コーࢹングを行い、アプࣜやࢤームをస成す

ることを目的としているヂでは↓い。プログラ࣑ングᩍ⫱の重要なキーワードは、やはり「プ

ログラ࣑ング的ᛮ⪃」や「ㄽ理的ᛮ⪃力」を⫱ࡴことであࢁう。この㸰つのゝⴥから連す

るのは、いわࡺる「コンࢸࣗࣆーショࢼル࣭シンキング㸭Computational Thinking」の⪃え

方である。後 IT に携わっていくかどうかに関わらࡎ、この⪃え方を⩦得する意義はኚ

きく、仕事のみならࡎᬑẁの生活においても「よりよい社会を⠏いて」いくⅭの重要なフ

 。うࢁーとなるであࢱク
 

 㸭Computational Thinkingࢢン࢟シン࣭ࣝࢼテ࣮シࣙࣗࣆンࢥ 1-2
「ᑠ学ᰯẁ㝵におけるプログラ࣑ングᩍ⫱のᅾり方について（議ㄽの取りまとめ）」[6]には、

「ࠗコンࢸࣗࣆーショࢼル࣭シンキング」の⪃え方を㋃まえつつ、プログラ࣑ングとㄽ理的ᛮ

⪃との関係を整理しながら提ゝされた定義である࠘とある。新学⩦指導要領のプログラ࣑ン

グᩍ⫱を制定する上で参⪃にした重要な⪃え方であることがศかる。 
Computational Thinking（以後 CT と␎す）について、イࣜࢠスの Computing At School

（以後 CAS と␎す）がබ㛤しているゎㄝ書を参⪃に内ᐜをぢてみることにする。 
ͤ本稿では CT の㉳※や CAS に関する内ᐜは┬␎する。本ᐙ Web  イトを参↷されたしࢧ

https://www.computingatschool.org.uk/ 
CT は 5 つのᴫᛕからなるが、CAS computational thinking - A Guide for teachers[9]には

ḟのようにグ㍕されている。（ㄗヂがあるといけないためཎᩥをేグする） 
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ようになることが重要である。このようにᏊ౪たちにとって㌟㏆な題ᮦからㄽ理的ᛮ⪃を学

び、スࢸップアップしていくࣜ࢝キࣗラムが必要ではないかと⪃える。 
 

1-3 STEM ᩍ⫱の㛵ࡾࢃ 
ここで㏆年、国内、ᾏእ問わࡎὀ目されている STEM ᩍ⫱について取り上げたい。 
STEM とは、"Science, Technology, Engineering and Mathematics"のそれࡒれ㢌ᩥᏐで表

されるゝⴥである。⛉学、技術、ᕤ学、ᩘ学を重視したᩍ⫱方針とされ、アメࣜ࢝で始まっ

たᩍ⫱ࣔࢹルとゝわれている。[11] 
イࣜࢠスとアメࣜ࢝のᩍ⫱の㐪いを本稿で述べることはしないが、CT と同ᵝに初等ᩍ⫱か

らの実㊶により、ㄽ理的ᛮ⪃力の㔊成、ᘏいては⛉学技術人ᮦの⫱成を行うというシ࢜ࣜࢼ

を定したとき、STEM ᩍ⫱はきな意義をᣢつものࡔとぢえてくる。 
世界᭱ඛ➃ IT 国ᐙ創㐀ᐉゝ࣭ᐁẸࢹーࢱ活用推進基本計⏬について（平成 29 年 5 ᭶ 30

日㛶議Ỵ定）[12]、ϩ㸫㸯㸫(9) 人ᮦ⫱成、ᬑཬၨⓎ等࠙基本法➨ 17 ᮲、➨ 18 ᮲関係 、ࠚ

ձ ศ㔝ᶓ᩿的な施⟇のうち重点的にㅮࡎべき施⟇、ⱝ年ᒙに対するプログラ࣑ングᩍ⫱のᬑ

ཬ推進 にある、「ᑗ᮶のᡃが国の社会経῭を支える人ᮦを⫱成」にも基本的な⪃え方は合致

する。 
また、Ẹ間業でも STEM ᩍ⫱をㅻうᩍ⫱ࢧーࣅスの提౪が㛤始されており、後の┒り

上がりが期ᚅされる。 
 
 ≀⏘ᩍ⫱のࢢン࣑ࣛࢢࣟࣉ 1-4
プログラ࣑ングᩍ⫱の効果として、「プログラ࣑ングᩍ⫱」の実施状ἣに関する現状ㄪ査_ 

ㄪ査報告書（ヲ⣽∧）[13]にはḟの効果があるとする有識者の意ぢがある。 
 創㐀力のྥ上 ە

 課題ゎỴ力のྥ上 ە

 ᢈุ的ᛮ⪃力のྥ上 ە

 合理性、ㄽ理的ᛮ⪃力のྥ上 ە

 表現力のྥ上 ە

 意ḧのྥ上（内Ⓨ的な動機づけ効果） ە

 のཎ理に関する理ゎࢱーࣗࣆコン ە

 情報活用能力 ە

ᅇの取り組みで筆者が特にឤࡌた産≀は୕つある。一つ目は「問題ゎỴ力」である。

ある時Ꮚ౪が┿な║ᕪしでࣃソコンにྥかいバグ取りをするጼがあった。⮬ศのᛮいᥥい

ている動きと㐪うらしく、問題⟠所を᥈し、本や筆者からࣄントを得、ᨵၿ⟇をヨ行㘒ㄗし

ながらぢつけていた。ᛮい通りに動いた時の表情が༳㇟的であった。二つ目は「⮬Ⓨ的学⩦

力」である。学ᰯやሿのᐟ題を早ࠎに῭ませたり、ᑠㄝをㄞࡔࢇりࢤームする時間を๐って

ング本もᩘ㉎入し、時間をぢつけては࣑ソコンを用することがከくなった。プログラࣃ

ㄞみ㏉しているようࡔ。ኟఇみの⮬⏤研究をきっかけに、᫂らかに⯆の㉁がኚしている。

୕つ目は「創㐀力と⮬ᕫ実現࣭表現力」である。⮬⏤研究では Scratch でࢤームをసった。

ఱをసりたいかࢨࢹインを⪃え、どうすれば実現できるのか、ᝎみながら取り組ࢇでいた。

さらに、どうすれば㠃ⓑくなるか、もっと㧗度なことを組み入れたいなど、一Ṍ㋃み㎸ࡔࢇ

•Detects and corrects 
errors i.e. debugging, in 
algorithms. (AL) 

information. (AL) 
•Shares their 
experiences of 
technology in school 
and beyond the  
classroom. (GE) (EV) 
•Talks about their work 
and makes 
improvements to 
solutions based on 
feedback received.(EV) 

3 

: 

7 

࣭࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭࣭ ࣭࣭࣭ 

8 •Designs a solution to a 
problem that depends 
on solutions to smaller 
instances of the  same 
problem (recursion). 
(AL) (DE) (AB) (GE) 
•Understands that 
some problems cannot 
be solved 
computationally. (AB) 
(GE) 

•Designs and writes 
nested modular 
programs that enforce 
reusability utilising 
sub-routines wherever 
possible. (AL) (AB) (GE) 
(DE) 
•Understands the  
difference between 
‘While’ loop  and ‘For’ 
loop, which uses a loop  
counter. (AL) (AB) 
•Understands and uses 
two dimensional data 
structures. (AB) (DE) 

•Performs operations 
using bit patterns e.g. 
conversion between 
binary and 
hexadecimal, binary 
subtraction etc.  (AB) 
(AL) (GE) 
•Understands and can  
explain the  need for 
data compression, and 
performs simple 
compression methods. 
(AL) (AB) 
•Knows what a 
relational database is, 
and understands the  
benefits of storing data 
in multiple tables. (AB) 
(GE) (DE) 

•Has practical 
experience of a small 
(hypothetical) low level  
programming language. 
(AB) (AL) (DE) (GE) 
•Understands and can  
explain Moore’s Law. 
(GE)  
•Understands and can  
explain multitasking by 
computers. (AB) (AL) 
(DE) 

•Understands the  
hardware associated 
with  networking 
computer systems, 
including WANs and 
LANs, understands 
their purpose and how  
they work, including 
MAC addresses. (AB) 
(AL) (DE) (GE) 

•Understands the  
ethical issues 
surrounding the 
application of 
information technology, 
and the  existence of 
legal frameworks 
governing its use e.g.  
Data Protection Act, 
Computer Misuse Act, 
Copyright etc. (EV) 

ͤAB=Abstraction; DE=Decomposition; AL=Algorithmic Thinking; EV=Evaluation; GE=Generalisation 

ලయ的かつయ⣔的に整理されており、ᡃが国もプログラ࣑ング㸭コンࣗࣆーࢱᩍ⫱をࣜー

ドするイࣜࢠスのを参⪃にすることは非常に意義があると⪃える。たࡔ、Ꮚ౪たちが理ゎ

し、ᴦしࢇでᩍ⫱を受けるためには、このようなᴫᛕを前㠃にฟすことはせࡎ、ᐜ᫆く理ゎ

できるレベルのものを準ഛすることがᮃましいと⪃える。 
ではどのようなことか。問題ゎỴを行う上で⮳ᴟ༢⣧なとしてḟのようなものがある。 

 
 
 
 
 
 
 

㸺図 1㸼༢⣧なフロー図（ᴫᛕ） 
ලయ的にはḟのような題であればㄽ理的ᛮ⪃も理ゎし᫆いのではないࢁࡔうか。 

 
 
 
 
 
 
 

㸺図 2㸼༢⣧なフロー図（ලయ） 
おそらくᏊ౪たちは↓意識に行っているようなことでも、きちࢇとㄽ理立ててㄝ᫂ฟ᮶る
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1-3 STEM ᩍ⫱の㛵ࡾࢃ 
ここで㏆年、国内、ᾏእ問わࡎὀ目されている STEM ᩍ⫱について取り上げたい。 
STEM とは、"Science, Technology, Engineering and Mathematics"のそれࡒれ㢌ᩥᏐで表

されるゝⴥである。⛉学、技術、ᕤ学、ᩘ学を重視したᩍ⫱方針とされ、アメࣜ࢝で始まっ

たᩍ⫱ࣔࢹルとゝわれている。[11] 
イࣜࢠスとアメࣜ࢝のᩍ⫱の㐪いを本稿で述べることはしないが、CT と同ᵝに初等ᩍ⫱か

らの実㊶により、ㄽ理的ᛮ⪃力の㔊成、ᘏいては⛉学技術人ᮦの⫱成を行うというシ࢜ࣜࢼ

を定したとき、STEM ᩍ⫱はきな意義をᣢつものࡔとぢえてくる。 
世界᭱ඛ➃ IT 国ᐙ創㐀ᐉゝ࣭ᐁẸࢹーࢱ活用推進基本計⏬について（平成 29 年 5 ᭶ 30

日㛶議Ỵ定）[12]、ϩ㸫㸯㸫(9) 人ᮦ⫱成、ᬑཬၨⓎ等࠙基本法➨ 17 ᮲、➨ 18 ᮲関係 、ࠚ

ձ ศ㔝ᶓ᩿的な施⟇のうち重点的にㅮࡎべき施⟇、ⱝ年ᒙに対するプログラ࣑ングᩍ⫱のᬑ

ཬ推進 にある、「ᑗ᮶のᡃが国の社会経῭を支える人ᮦを⫱成」にも基本的な⪃え方は合致

する。 
また、Ẹ間業でも STEM ᩍ⫱をㅻうᩍ⫱ࢧーࣅスの提౪が㛤始されており、後の┒り

上がりが期ᚅされる。 
 
 ≀⏘ᩍ⫱のࢢン࣑ࣛࢢࣟࣉ 1-4
プログラ࣑ングᩍ⫱の効果として、「プログラ࣑ングᩍ⫱」の実施状ἣに関する現状ㄪ査_ 

ㄪ査報告書（ヲ⣽∧）[13]にはḟの効果があるとする有識者の意ぢがある。 
 創㐀力のྥ上 ە
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ある時Ꮚ౪が┿な║ᕪしでࣃソコンにྥかいバグ取りをするጼがあった。⮬ศのᛮいᥥい

ている動きと㐪うらしく、問題⟠所を᥈し、本や筆者からࣄントを得、ᨵၿ⟇をヨ行㘒ㄗし

ながらぢつけていた。ᛮい通りに動いた時の表情が༳㇟的であった。二つ目は「⮬Ⓨ的学⩦

力」である。学ᰯやሿのᐟ題を早ࠎに῭ませたり、ᑠㄝをㄞࡔࢇりࢤームする時間を๐って

ング本もᩘ㉎入し、時間をぢつけては࣑ソコンを用することがከくなった。プログラࣃ

ㄞみ㏉しているようࡔ。ኟఇみの⮬⏤研究をきっかけに、᫂らかに⯆の㉁がኚしている。

୕つ目は「創㐀力と⮬ᕫ実現࣭表現力」である。⮬⏤研究では Scratch でࢤームをసった。

ఱをసりたいかࢨࢹインを⪃え、どうすれば実現できるのか、ᝎみながら取り組ࢇでいた。
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し、ᴦしࢇでᩍ⫱を受けるためには、このようなᴫᛕを前㠃にฟすことはせࡎ、ᐜ᫆く理ゎ
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2-2 ࣔデࣝᰯ࡛のヨ⾜ 
ヨ行実施の一として⥲ົ┬のㄪ査研究報告書がある。平成 29 年 7 ᭶、⥲ົ┬は「ⱝ年ᒙ

に対するプログラ࣑ングᩍ⫱のᬑཬ推進にྥけたㄪ査研究」報告書[16]をබ表した。⥲ົ┬

は、プログラ࣑ングᩍ⫱のపコストかつ効果的な実施ᡭ法や指導者の⫱成方法等を実証し、

国にᬑཬさせるための事業に取り組ࢇでいる。この実証では、国から㑅定された 11 団

యが୰ᚰとなり、国 11 ー（指導者）を⫱成し、ᆅᇦのᏊ౪たちࢱロックでᆅᇦのメンࣈ

を対㇟としたプログラ࣑ングㅮᗙを実施している。（表 2）なお、対㇟の学ᰯはᑠ学ᰯのほか

୰学ᰯ࣭㧗等学ᰯも一㒊ྵまれる。 
㸺表 2㸼国 11  ロックのᴫ要（一㒊ᢤ⢋）ࣈ

ᩍᮦ 
 イプࢱ

 ロックࣈ
（団య） 

会場 
受ㅮ者ᩘ 

ㅮᗙ実施環境 ᩍᮦ 

ロボッ

トᩍᮦ 
ᾏ㐨 
(LITALIC
O) 

1 ᰯ 
(1 年生㹼6 年生 42 ྡ㸩

特別支学⣭ 3 ྡ) 

࣌（ᩍᐊࢱーࣗࣆコン）スクトップPC1人1ྎࢹ࣭

ア同ኈ㞄り合わせて╔ᖍ。 
࣭レࢦ® WeDo2.0 のス࣐ートࣈࣁと Bluetooth 接

続が必要。 

࣭Scratch(スクラッࢳ) 
࣭レࢦ®WeDo2.0 

ᮾ 
(ዉⰋዪ

㝃୰) 

4 ᰯ 
(ᑠ学ᰯ㧗学年 53 ྡ、୰

学ᰯ 30 ྡ㉸)  

 ートPCグループに1ྎࣀ࣭
グループࡈとにᅛまって╔ᖍ。 

࣭National Instruments「LabVIEW」

 (ジࣗアルゝㄒࣅ)
࣭python(ࢸキストゝㄒ) 
࣭ᩍ⫱∧レ࣐ࢦインドストーム

EV3(ロボット) 
㏆␥ 
(NTTす日

本) 

1ᰯ 
(5年ে 62ྡ)  

レット（Windows OS）ཬびロボット（Ozobot）ࣈࢱ࣭
は1人1ྎࡎつ㓄ᕸ学ᰯのᩍᐊにて、⌜ࡈとにᅛまっ

て╔ᖍ。 
学ᰯ内に整ഛされた↓⥺ LAN 環境を活用。 

࣭Ozobot(ロボット) 
࣭OzoBlockly(ࣅジࣗアルゝㄒ) 

୰国 
(フࣈラ

ボ㙊) 

1ᰯ 
(㧗学年20 ྡ) 

ᩍᐊ。PCはࢱーࣗࣆスクトップPC1人1ྎ（コンࢹ

ቨ際にレイアウトされ、୰ኸにス࣌ースあり。） 
࣭Scratch(ࣅジࣗアルゝㄒ) 

ᅄ国 
(TENTO) 

2ᰯ 
(6年生12ྡ、3-5年生8
ྡ) 

 （ᩍᐊࢱーࣗࣆコン） ートPC1人1ྎࣀ
ͤ必要な設定を῭ませたスࢸック型 PC
（Ubuntu）を学ᰯࣀート PC で㉳動させて用。 

࣭ScratchX(ࣅジࣗアルゝㄒ) 
࣭AruduinoX(ࢧーボࣔーࢱー) 

ᕞ 
(アーࢸッ

ク) 

6ᰯ 
(ᑠ学ᰯ㧗学年36ྡ) 
(㧗等学ᰯ 26 ྡ) 

 (キストゝㄒࢸ)ートPC1人1ྎ（ᬑ通ᩍᐊ） ࣭Audiunoࣀ
࣭アーࢸックロボ(ロボット) 

学⩦用

ジࣗࣅ

アルゝ

ㄒ 

Ἀ⦖ 
(学情研) 

2ᰯ  
(㧗学年 65 ྡ)  

 (ジࣗアルゝㄒࣅ)Scratch࣭ （ᩍᐊࢱーࣗࣆコン） スクトップPC1人1ྎࢹ

ಙ㉺ 
(スࢱープ

ログラ࣑

ング) 

3ᰯ 
(㧗学年27ྡ㸩特別支

6ྡ) 
(୰学ᰯ32ྡ)  

 スクトップPC（Windows）ࢹ࣭
࣭ඣ❺のᗙᖍ㓄⨨（コのᏐ型） 
࣭有⥺LANで接続。 
࣭その必㡲の機ჾや環境(プロジェクࢱー2 ྎ) 

࣭Scratch(ࣅジࣗアルゝㄒ) 

ドࣜル

ᩍᮦ 
関ᮾ 
(グࣜコ) 

1ᰯ  
(ప学年 195 ྡ、保ㆤ者

136 ྡ) 

 レットPC1人1ྎࣈࢱ
（一㒊団యが㈚した➃ᮎをྵࡴ） 

࣭GLICODE(おⳫᏊを用いるプログ

ラ࣑ングయ㦂ࢶール) 

㝣 
(みࢇなの

コード) 

5ᰯ 
(㧗学年98ྡ) 

1,2,5コ࣐目：コンࣗࣆーࢱ用（ᬑ通ᩍᐊ） 
3,4コ࣐目：ࢹスクトップまたはࣈࢱレット型PC1
人1ྎ （コンࣗࣆーࢱᩍᐊまたはᬑ通ᩍᐊ。） 

࣭Hour of Code(ࣅジࣗアルゝㄒ) 
࣭ルࣅのࡰうけࢇ(アンプラグド) 

㛤Ⓨ⣔

ゝㄒ 
ᮾᾏ 
(D2C) 

」ᩘᰯ 
(୰学ᰯ38ྡ) 

Macbook1人1ྎ 
ͤ団యが➃ᮎとネットワーク環境をᣢち㎸み、設

定。グループࡈとにᅛまって╔ᖍ。 

࣭Swift、Xcode(iPhoneアプࣜ㛤Ⓨ) 
࣭Gamesalad(ࢸキストゝㄒ) 
࣭HTML/CSS、Brackets࣭Mozer(ࢸ
キストゝㄒ) 

この報告書[16]でゐれられている内ᐜで、筆者が特に⯆῝いとឤࡌたのがメンࢱー⫱成、

受ㅮ者のᛂである。 
㸺メンࢱー⫱成㸼 
各ᆅᇦでの実施に際し、メンࢱーをເ集し、研ಟ会を実施している。メンࢱーはᆅᇦの学

生（学生࣭専門学ᰯ生など）、社会人࣭ᆅᇦఫẸ、ᩍ員がೃ⿵となるが、༙ᩘ㏆くがプログ

ラ࣑ングᮍ経㦂者であった。（図 4） 

⪃えもⱆ生えてきている。 
有識者の意ぢにあるような効果が、すべてのᏊ౪たちに当てはまるとは᩿ゝฟ᮶ないが、

新しい学びにおける知的ዲወᚰを㥑り立て、プログラ࣑ングスキルのみに␃まらないከᵝな

能力のྥ上と導いてあげるのがこれからのᩍ⫱制度の課題であるようにᛮう。 
 
 ࡿࢀゐࢢン࣑ࣛࢢࣟࣉ .2
プログラ࣑ングにゐれる機会はいࢁいࢁᏑᅾする。ᅇの筆者の取り組みでは、ࢸレࣅ、

書⡠、インࢱーネット、そして筆者⮬㌟の知ぢによるᏊ౪の提౪であった。世間に目をྥ

けるとከᵝな機会をぢつけることがฟ᮶る。 
 
 ᩍᐊࢢン࣑ࣛࢢࣟࣉ 2-1
㏆年、プログラ࣑ングᩍ⫱の関ᚰの㧗まりから、インࢱーネットや㞧ㄅのグ事、フࣜー࣌

ーࣃーの⩦い事ḍなどከく目にするようになり、プログラ࣑ングᩍᐊがᗈまっていると実ឤ

する。ⱝᖸྂい情報となるが、平成 27 年に⥲ົ┬がබ表した「プログラ࣑ング人ᮦ⫱成の

ᅾり方に関するㄪ査研究 報告書」[14]では、2013 年（平成 25 年）あたりからプログラ࣑

ングᩍᐊ࣭ㅮᗙの㛤始がቑ加し始め、翌年 2014 年（平成 26 年）にはಸቑしている。（図 3） 
 

 
 
 
 
 
 
 

㸺図 3㸼プログラ࣑ングᩍᐊ࣭ㅮᗙの㛤始時期 
たࡔしこのㄪ査報告書は、プログラ࣑ングに関わるᩍ⫱を実施しているᩍ⫱関係団య計 43

団యを対㇟とし、有効ᅇ⟅を得られた 25 団యのアンࢣート結果である。そのため、国に

Ꮡᅾする実際のᩘ、およびቑ加ഴྥが必ࡎしも一致しているとは㝈らない点にὀ意が必要で

ある。本稿ᇳ筆時点（2018 年 2 ᭶）でより新しいㄪ査結果はබ表されていないが、インࢱー

ネットで「プログラ࣑ングᩍᐊ」を検⣴するとᩘከくࣄットすることから、ロボットᩍᐊも

合わせると実際には非常にከく、ቑ加ഴྥもしばらく続くのではないかと推 される。 
一般社団法人情報処理学会の 2017 年 10 ᭶ྕ「情報処理」の特集「情報ᩍ⫱とワークショ

ップ」[15]に、Ꮚ౪たちのプログラ࣑ング学⩦にワークショップのᙧ態を᥇用した取り組み

の実㊶が⤂されている。ඛ生が生ᚐに一方通行でᩍえるのではなく、Ꮚ౪たち同ኈがᙳ

㡪し合い、⯆࣭創㐀力を⭾らませて取り組ࢇでいく。ᚑ᮶のᩍ⛉にある学ᰯᤵ業とは一⥺

を⏬すものである。 
ᑠ学ᰯのプログラ࣑ングᩍ⫱においては、特集グ事のような実㊶や、一㒊の学ᰯでのプ

ログラ࣑ングᩍ⫱のヨ行結果など事を集࣭整理し、ᤵ業のやり方に創意ᕤኵが必要とな

るであࢁう。また、一般のプログラ࣑ングᩍᐊでは、特集グ事のワークショップのዲ事の

ように、実施内ᐜの「㉁」が後求められるようになるとᛮわれる。 
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2-2 ࣔデࣝᰯ࡛のヨ⾜ 
ヨ行実施の一として⥲ົ┬のㄪ査研究報告書がある。平成 29 年 7 ᭶、⥲ົ┬は「ⱝ年ᒙ

に対するプログラ࣑ングᩍ⫱のᬑཬ推進にྥけたㄪ査研究」報告書[16]をබ表した。⥲ົ┬

は、プログラ࣑ングᩍ⫱のపコストかつ効果的な実施ᡭ法や指導者の⫱成方法等を実証し、

国にᬑཬさせるための事業に取り組ࢇでいる。この実証では、国から㑅定された 11 団

యが୰ᚰとなり、国 11 ー（指導者）を⫱成し、ᆅᇦのᏊ౪たちࢱロックでᆅᇦのメンࣈ

を対㇟としたプログラ࣑ングㅮᗙを実施している。（表 2）なお、対㇟の学ᰯはᑠ学ᰯのほか

୰学ᰯ࣭㧗等学ᰯも一㒊ྵまれる。 
㸺表 2㸼国 11  ロックのᴫ要（一㒊ᢤ⢋）ࣈ

ᩍᮦ 
 イプࢱ

 ロックࣈ
（団య） 

会場 
受ㅮ者ᩘ 

ㅮᗙ実施環境 ᩍᮦ 

ロボッ

トᩍᮦ 
ᾏ㐨 
(LITALIC
O) 

1 ᰯ 
(1 年生㹼6 年生 42 ྡ㸩

特別支学⣭ 3 ྡ) 

࣌（ᩍᐊࢱーࣗࣆコン）スクトップPC1人1ྎࢹ࣭

ア同ኈ㞄り合わせて╔ᖍ。 
࣭レࢦ® WeDo2.0 のス࣐ートࣈࣁと Bluetooth 接

続が必要。 

࣭Scratch(スクラッࢳ) 
࣭レࢦ®WeDo2.0 

ᮾ 
(ዉⰋዪ

㝃୰) 

4 ᰯ 
(ᑠ学ᰯ㧗学年 53 ྡ、୰

学ᰯ 30 ྡ㉸)  

 ートPCグループに1ྎࣀ࣭
グループࡈとにᅛまって╔ᖍ。 

࣭National Instruments「LabVIEW」

 (ジࣗアルゝㄒࣅ)
࣭python(ࢸキストゝㄒ) 
࣭ᩍ⫱∧レ࣐ࢦインドストーム

EV3(ロボット) 
㏆␥ 
(NTTす日

本) 

1ᰯ 
(5年ে 62ྡ)  

レット（Windows OS）ཬびロボット（Ozobot）ࣈࢱ࣭
は1人1ྎࡎつ㓄ᕸ学ᰯのᩍᐊにて、⌜ࡈとにᅛまっ

て╔ᖍ。 
学ᰯ内に整ഛされた↓⥺ LAN 環境を活用。 

࣭Ozobot(ロボット) 
࣭OzoBlockly(ࣅジࣗアルゝㄒ) 

୰国 
(フࣈラ

ボ㙊) 

1ᰯ 
(㧗学年20 ྡ) 

ᩍᐊ。PCはࢱーࣗࣆスクトップPC1人1ྎ（コンࢹ

ቨ際にレイアウトされ、୰ኸにス࣌ースあり。） 
࣭Scratch(ࣅジࣗアルゝㄒ) 

ᅄ国 
(TENTO) 

2ᰯ 
(6年生12ྡ、3-5年生8
ྡ) 

 （ᩍᐊࢱーࣗࣆコン） ートPC1人1ྎࣀ
ͤ必要な設定を῭ませたスࢸック型 PC
（Ubuntu）を学ᰯࣀート PC で㉳動させて用。 

࣭ScratchX(ࣅジࣗアルゝㄒ) 
࣭AruduinoX(ࢧーボࣔーࢱー) 

ᕞ 
(アーࢸッ

ク) 

6ᰯ 
(ᑠ学ᰯ㧗学年36ྡ) 
(㧗等学ᰯ 26 ྡ) 

 (キストゝㄒࢸ)ートPC1人1ྎ（ᬑ通ᩍᐊ） ࣭Audiunoࣀ
࣭アーࢸックロボ(ロボット) 

学⩦用

ジࣗࣅ

アルゝ

ㄒ 

Ἀ⦖ 
(学情研) 

2ᰯ  
(㧗学年 65 ྡ)  

 (ジࣗアルゝㄒࣅ)Scratch࣭ （ᩍᐊࢱーࣗࣆコン） スクトップPC1人1ྎࢹ

ಙ㉺ 
(スࢱープ

ログラ࣑

ング) 

3ᰯ 
(㧗学年27ྡ㸩特別支

6ྡ) 
(୰学ᰯ32ྡ)  

 スクトップPC（Windows）ࢹ࣭
࣭ඣ❺のᗙᖍ㓄⨨（コのᏐ型） 
࣭有⥺LANで接続。 
࣭その必㡲の機ჾや環境(プロジェクࢱー2 ྎ) 

࣭Scratch(ࣅジࣗアルゝㄒ) 

ドࣜル

ᩍᮦ 
関ᮾ 
(グࣜコ) 

1ᰯ  
(ప学年 195 ྡ、保ㆤ者

136 ྡ) 

 レットPC1人1ྎࣈࢱ
（一㒊団యが㈚した➃ᮎをྵࡴ） 

࣭GLICODE(おⳫᏊを用いるプログ

ラ࣑ングయ㦂ࢶール) 

㝣 
(みࢇなの

コード) 

5ᰯ 
(㧗学年98ྡ) 

1,2,5コ࣐目：コンࣗࣆーࢱ用（ᬑ通ᩍᐊ） 
3,4コ࣐目：ࢹスクトップまたはࣈࢱレット型PC1
人1ྎ （コンࣗࣆーࢱᩍᐊまたはᬑ通ᩍᐊ。） 

࣭Hour of Code(ࣅジࣗアルゝㄒ) 
࣭ルࣅのࡰうけࢇ(アンプラグド) 

㛤Ⓨ⣔

ゝㄒ 
ᮾᾏ 
(D2C) 

」ᩘᰯ 
(୰学ᰯ38ྡ) 

Macbook1人1ྎ 
ͤ団యが➃ᮎとネットワーク環境をᣢち㎸み、設

定。グループࡈとにᅛまって╔ᖍ。 

࣭Swift、Xcode(iPhoneアプࣜ㛤Ⓨ) 
࣭Gamesalad(ࢸキストゝㄒ) 
࣭HTML/CSS、Brackets࣭Mozer(ࢸ
キストゝㄒ) 

この報告書[16]でゐれられている内ᐜで、筆者が特に⯆῝いとឤࡌたのがメンࢱー⫱成、

受ㅮ者のᛂである。 
㸺メンࢱー⫱成㸼 
各ᆅᇦでの実施に際し、メンࢱーをເ集し、研ಟ会を実施している。メンࢱーはᆅᇦの学

生（学生࣭専門学ᰯ生など）、社会人࣭ᆅᇦఫẸ、ᩍ員がೃ⿵となるが、༙ᩘ㏆くがプログ

ラ࣑ングᮍ経㦂者であった。（図 4） 

⪃えもⱆ生えてきている。 
有識者の意ぢにあるような効果が、すべてのᏊ౪たちに当てはまるとは᩿ゝฟ᮶ないが、

新しい学びにおける知的ዲወᚰを㥑り立て、プログラ࣑ングスキルのみに␃まらないከᵝな

能力のྥ上と導いてあげるのがこれからのᩍ⫱制度の課題であるようにᛮう。 
 
 ࡿࢀゐࢢン࣑ࣛࢢࣟࣉ .2
プログラ࣑ングにゐれる機会はいࢁいࢁᏑᅾする。ᅇの筆者の取り組みでは、ࢸレࣅ、

書⡠、インࢱーネット、そして筆者⮬㌟の知ぢによるᏊ౪の提౪であった。世間に目をྥ

けるとከᵝな機会をぢつけることがฟ᮶る。 
 
 ᩍᐊࢢン࣑ࣛࢢࣟࣉ 2-1
㏆年、プログラ࣑ングᩍ⫱の関ᚰの㧗まりから、インࢱーネットや㞧ㄅのグ事、フࣜー࣌

ーࣃーの⩦い事ḍなどከく目にするようになり、プログラ࣑ングᩍᐊがᗈまっていると実ឤ

する。ⱝᖸྂい情報となるが、平成 27 年に⥲ົ┬がබ表した「プログラ࣑ング人ᮦ⫱成の

ᅾり方に関するㄪ査研究 報告書」[14]では、2013 年（平成 25 年）あたりからプログラ࣑

ングᩍᐊ࣭ㅮᗙの㛤始がቑ加し始め、翌年 2014 年（平成 26 年）にはಸቑしている。（図 3） 
 

 
 
 
 
 
 
 

㸺図 3㸼プログラ࣑ングᩍᐊ࣭ㅮᗙの㛤始時期 
たࡔしこのㄪ査報告書は、プログラ࣑ングに関わるᩍ⫱を実施しているᩍ⫱関係団య計 43

団యを対㇟とし、有効ᅇ⟅を得られた 25 団యのアンࢣート結果である。そのため、国に

Ꮡᅾする実際のᩘ、およびቑ加ഴྥが必ࡎしも一致しているとは㝈らない点にὀ意が必要で

ある。本稿ᇳ筆時点（2018 年 2 ᭶）でより新しいㄪ査結果はබ表されていないが、インࢱー

ネットで「プログラ࣑ングᩍᐊ」を検⣴するとᩘከくࣄットすることから、ロボットᩍᐊも

合わせると実際には非常にከく、ቑ加ഴྥもしばらく続くのではないかと推 される。 
一般社団法人情報処理学会の 2017 年 10 ᭶ྕ「情報処理」の特集「情報ᩍ⫱とワークショ

ップ」[15]に、Ꮚ౪たちのプログラ࣑ング学⩦にワークショップのᙧ態を᥇用した取り組み

の実㊶が⤂されている。ඛ生が生ᚐに一方通行でᩍえるのではなく、Ꮚ౪たち同ኈがᙳ

㡪し合い、⯆࣭創㐀力を⭾らませて取り組ࢇでいく。ᚑ᮶のᩍ⛉にある学ᰯᤵ業とは一⥺

を⏬すものである。 
ᑠ学ᰯのプログラ࣑ングᩍ⫱においては、特集グ事のような実㊶や、一㒊の学ᰯでのプ

ログラ࣑ングᩍ⫱のヨ行結果など事を集࣭整理し、ᤵ業のやり方に創意ᕤኵが必要とな

るであࢁう。また、一般のプログラ࣑ングᩍᐊでは、特集グ事のワークショップのዲ事の

ように、実施内ᐜの「㉁」が後求められるようになるとᛮわれる。 
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れている。筆者がまࡔᑠ学生であった時期であるが、実際に MSX やフ࣑ࣜーベーシック

を所有する人もいて、プログラ࣑ングᩍᐊに通われていたことをグ᠈している。2020 年の

ᑠ学ᰯプログラ࣑ングᩍ⫱の必ಟは当時では⪃えられなかったであࢁうが、その時と㐪い、

現代のᏊ౪たちが学ࡪプログラ࣑ング環境はより㧗度され整いつつある。Ꮚ౪たちがᢸう

これからのコンࣗࣆーࢱ社会に一ᒙ期ᚅしたい。 
 
3. ୡ㛫Ꮫᰯ⌧ሙのᐇ 
ኟఇみが終われば⮬⏤研究のⓎ表があるのはどの学ᰯでも同ࡌであࢁうが、Ꮚ౪が通うᑠ

学ᰯでのⓎ表では意እなᛂがあったようࡔ。「⮬⏤研究でプログラ࣑ングをやったのはクラ

スの୰で⮬ศ一人」「すࡈい㸟（㐩）」「スクラッࢳって⪺いたことあるけどఱ㸽（ඛ生）」

「えっ㸟プログラ࣑ングやったの㸽（࣐࣐）」など。にẼになることも⪺いた「学ᰯの

PC が新しくなったけど動きが㐜い」。どうやら、情報処理の特集グ事[15]や、プログラ࣑ン

グᩍ⫱ヨ行実施ᰯ[16]にẚべ、学ᰯの対ᛂ状ἣの㐜れや、࿘ᅖのプログラ࣑ングに対する意

識がそれほど㧗くないようにឤࡌた。実際はどうであࢁうか。 
 
3-1 ᑠᏛᰯの ICT ᩚഛ≧ἣ 

2017 年（平成 29 年）12 ᭶、ᩥ㒊⛉学┬は平成 28 年度学ᰯにおけるᩍ⫱の情報の実態

等に関するㄪ査結果[19]をබ表した。ᑠ学ᰯでの ICT 環境の整ഛ状ἣについて㸱つの項目に

ὀ目した。（表 3） 
㸺表 3㸼ᑠ学ᰯの主な ICT 環境の整ഛ状ἣ（ᢤ⢋） 

 1 ྎ当たりのඣ❺ᩘ （参⪃）ᨻᗓの目標್[20] 
1 ྎ当たりのඣ❺生ᚐᩘ 

ᩍ⫱用コンࣗࣆー6.7 ࢱ 人 3.6 人 
   

 ↓⥺ LAN 整ഛ⋡(%) 有⥺ LAN 整ഛ⋡(%) 

ᬑ通ᩍᐊの LAN 31.8 % 87.9 % 
   

 100Mbps 以上の合(%) 30Mbps 以上の合(%) 

㉸㧗㏿インࢱーネット 46.4 % 86.9 % 

ᩍ⫱用コンࣗࣆーࢱに関して、➨ 2 期ᩍ⫱⯆基本計⏬（平成 25 年 6 ᭶ 14 日㛶議Ỵ定）

[20]、基本施⟇ 25-2 ᩍᮦ等のᩍ⫱環境の実 には、ᩍ⫱用コンࣗࣆーࢱ 1 ྎ当たりのඣ

❺生ᚐᩘの目標を 3.6 人としているが、ㄪ査結果では 6.7 人であり、ᩍ⫱用コンࣗࣆーࢱの

ᬑཬがまࡔ進ࢇでいないことがศかる。 
ᬑ通ᩍᐊの↓⥺ LAN に関して、同ᨻᗓ目標では整ഛ⋡ 100%を目指しているが 1/3 にも満

たない状ἣである。ࣀート型やࣈࢱレット型のྍ動ᘧコンࣗࣆーࢱによる⮬⏤度のあるᤵ業

ᙧ態を定した場合には↓⥺ LAN の方がⰋく、後の環境整ഛがᛴົである。 
インࢱーネット接続㏿度に関して、後ᩍ⫱用コンࣗࣆーࢱのᬑཬが進み、ᤵ業等でイン

通ಙがⓎ生すると、よりᖏᇦのあるインࢱーࢹの用がቑ加し㔞のࢶンࢸーネットコンࢱ

である。100Mbpsࡎーネット環境が必要となるはࢱ 以上の合が༙ศ以ୗであるため、通ಙ

環境についても後の環境整ഛが必要である。 
 

 
 
 
 
 
 
 

㸺図 4㸼研ಟ受ㅮ前のメンࢱーのプログラ࣑ングスキル 
研ಟでは IT スキルを一定レベルにྥ上させることのに、⟅えをᩍえるのではなくᏊ౪の

主య性をఙばすようなコーࢳングスキルやᏊ౪同ኈのヰし合いをフシࣜࢸートするスキル

などのᩍ⫱スキルをྥ上させることを重視している、とある。これはᑠ学ᰯのඛ生たちの

ᩍ⫱にいに参⪃になるᡭ法ではなかࢁうか。ᩍ⫱のプロであるඛ生たちは必ࡎしも IT ス

キルに㛗けているとは㝈らないため一定レベルのᘬき上げは必要であるが、新しいプログ

ラ࣑ングᩍ⫱の準ഛをする上で、ᚑ᮶のᩍ⫱方法が㊊ᯬとなってはならない。2-1 で述べた

ワークショップのᙧ態がプログラ࣑ングᩍ⫱のᡭ法として⬮ගをᾎびるのも㢔ける。 
 
㸺受ㅮ者のᛂ㸼 
ㅮᗙ終了後に受ㅮしたᏊ౪たちのアンࢣートでは、プログラ࣑ングの継続ᕼᮃは 7 以

上、プログラ࣑ングがᴦしかったとする合も 9 を㉸えている。（図 5,6） 
 
 
 
 
 
 

 㸺図 5㸼受ㅮ者のプログラ࣑ング継続ᕼᮃ   㸺図 6㸼受ㅮ者のㅮᗙ満㊊度 
ከᩘのᏊ౪がプログラ࣑ングに関ᚰをᣢち、ᴦしࡴことがฟ᮶たようである。また、ㄽ

理的ᛮ⪃力に関しては、「༙ᩘ㏆い受ㅮ生はㄽ理的にプログラムをぢ┤すことがฟ᮶るように

なっているといえる。また、プログラ࣑ングによって日常生活の課題（ᐙ事、ᛀれ≀、࣌ン

のインクษれ、ᩍᖌの㈇ᢸ࣭࣭࣭等）をゎỴするためのアイࢹアがከᩘᣲがっており、課

題ゎỴ力㔊成に⧅がる取組みになっていたと推ᐹされる」とある。このㄪ査からも、プログ

ラ࣑ングᩍ⫱の目的の一つであるㄽ理的ᛮ⪃力の⫱成は、継続していくことが重要であるが、

㐩成できるものと⪃えられる。1-2 で述べたように、やはり㌟㏆な題ᮦからㄽ理的なものの

⪃え方を学ࡪことは、Ꮚ౪たちがイメージし᫆く適しているのかも知れない。 
 
2-3 㸱㸮ᖺ௨ୖ๓ࡗ࠶ࡶた 
㏆年のプログラ࣑ングᩍ⫱の┒り上がりから㐳ること 30 年以上前、PC がᐙᗞにあまりᬑ

ཬしていない頃、主にࣅ࣍ーྥけ用㏵の PC として MSX[17]や、当時ὶ行していたフ࣑

ࣜーコンࣗࣆーࢱの࿘㎶機ჾフ࣑ࣜーベーシック[18]がᏑᅾした。ヲしい仕ᵝは本稿では

┬␎するが、BASIC のᩥ法に基づいた⡆༢なࢤームプログラムを⮬సすることができるとさ
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現力などをఙばせるかどうかで͆ࢹキ͇が␗なってくるのではないࢁࡔうか。 
プログラ࣑ングでも同ᵝなことが㉳きるྍ能性がある。プログラ࣑ングᩍ⫱の目的はㄽ理

的ᛮ⪃力を⫱ࡴことであるが、ᯟにはめた指導では本᮶の目的を果たすことは㞴しいはࡎで

ある。ワークショップᙧ態のᤵ業を✚ᴟ的に活用するなど、ᚑ᮶とは␗なるᤵ業でಶ性をᘬ

きฟし、能力をఙばすことを前提としたࣜ࢝キࣗラムが必要になってくると⪃える。 
上グは学ᰯ間ࣕࢠップの一を述べたが、ᑡし視㔝をᣑげて㒔㐨ᗓ┴別の㐪いとして、学

ᰯの主な ICT 環境の整ഛ状ἣと、プログラ࣑ングᩍᐊᒎ㛤状ἣをぢてみることにする。 
なお、図 9,10,11 のࢹーࢱは、㒔㐨ᗓ┴ࡈとの整ഛ状ἣをᢕᥱするため、ᑠ学ᰯのみのࢹー

、ではなく、学ᰯᩍ⫱法にて定義されている学ᰯ✀であるᑠ学ᰯ、୰学ᰯ、義ົᩍ⫱学ᰯࢱ

㧗等学ᰯ、୰等ᩍ⫱学ᰯ、特別支学ᰯの合⟬ࢹーࢱである。[19] 
㸺学ᰯの ICT 環境㸼 

 
ᩍ⫱用コンࣗࣆーࢱ 1 ྎ当たりのඣ

❺生ᚐᩘの㒔㐨ᗓ┴間のバラつきが

あるのがศかる。 
 
 
 

 
㸺図 9㸼ᩍ⫱用コンࣗࣆーࢱ 1 ྎ当たりのඣ❺生ᚐᩘ 

 
 
ᬑ通ᩍᐊの↓⥺ LAN 整ഛ⋡は㒔㐨ᗓ

┴間できくᕪが㛤いているのがศ

かる。 
 
 
 

 
㸺図 10㸼ᬑ通ᩍᐊの↓⥺ LAN 整ഛ⋡ 

 
 
100Mbps 以上のインࢱーネット接続

状ἣは㒔㐨ᗓ┴間できくᕪが㛤い

ているのがศかる。 
 
 
 

 
㸺図 11㸼インࢱーネット接続 100Mbps 以上整ഛ⋡ 

3-2 ᩍဨྥࡅᩍ⫱ 
学ᰯᩍ員のプログラ࣑ング研ಟが進められているよう[21]ࡔ。グ事にある参加者によると

「人がゐってもᴦしい。理⛉や社会のᤵ業にえそうࡔ」とヰす一方、プログラ࣑ング

のなࡌみがⷧいᩍᖌは「ᴦしく学べそうࡔが、⮬ศが指導するとなると、より῝くຮᙉをし

て⮫まないといけない」とᅔᝨしているᵝᏊが❚える。 
国でどの⛬度ᩍ員ྥけプログラ࣑ング研ಟが行われているかの⤫計情報がぢ当たらなか

った。学ᰯにおけるᩍ⫱の情報の実態等に関するㄪ査結果[19]には、ICT 活用指導力の状

ἣの各項目に関する研ಟを受ㅮしたᩍ員ᩘ、および合はᏑᅾするが、これは平成 19 年 2
᭶に⟇定࣭බ表された「ᩍ員の ICT 活用指導力」のࢳェックࣜストをベースにしており、プ

ログラ࣑ングに関する内ᐜはྵまれていない。ẖ年実施される実態ㄪ査も、後のᩍ⫱制度

に合わせてぢ┤されるべきとᛮわれる。 
 
 ࠸⩦ 3-3
プログラ࣑ングᩍ⫱がὀ目されていることがわかる⯆῝いࢹーࢱがある。ᰴᘧ会社᫂ග

ネットワークジࣕࣃン㸭᫂ග義ሿが実施した、ᨺ課後の⩦い事に関するᑠ学生のᏊ౪をᣢつ

保ㆤ者のアンࢣートㄪ査結果である。[22] 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸺図 7㸼ᨺ課後の⩦い事ランキング       㸺図 8㸼これから通わせたい⩦い事 

現ᅾ通っている⩦い事（図 7）は、水Ὃやࣆアࣀなど᫇から定␒のものが上位を༨めており、

プログラ࣑ングは 4.8%でᑡᩘὴである。これから通わせたい⩦い事（図 8）ではプログラ࣑

ングが 15.6%となり上位にᾋ上している。英会ヰも上位にᾋ上しているのは、新学⩦指導要

領で英ㄒᩍ⫱がᙉされるᙳ㡪であࢁうか。ከくの保ㆤ者が新しいᩍ⫱制度をぢᤣえて、Ꮚ

౪の⩦い事を⪃えていることがぢて取れる。 
 
 ࣉッࣕࢠ࡞ࡲࡊࡲࡉ 3-4
プログラ࣑ングᩍ⫱のヰ題からᑡし㐓れるが、筆者が᭱㏆ឤࡌた学ᰯ間のࣕࢠップについ

て⤂したい。ඛ日、筆者の所ᅾᆅでᑠ୰学ᰯの⨾術ᒎ♧会がᩥࢭンࢱーで㛤ദされたた

め参ほしてきた。ᒎ♧ရは図⏬ᕤసや⨾術のᤵ業、クラࣈ活動でస成した⤮やᕤస≀、書㐨

などあり、学ᰯ間各学年ඹ通したࢸー࣐で制సされたసရである。学ᰯ間のసရをぢẚべて

みるとあることにẼいたのࡔが、それはసရの͆ഴྥ͇と、͆ キ͇が学ᰯ間で␗なることࢹ

である。ಶ人的⚾ぢでうまくゝい表せないが、Ⰽ合いや表現方法、యの༳㇟が学ᰯࡈとに

ᥞっている༳㇟を受けた。これは、Ꮚ౪たちは༓ᕪ別でありながら各学ᰯのᢸ当ᩍ員の指

導方法によってᯟに入れられてしまうことにより͆ഴྥ͇が生まれ、Ꮚ౪たちの創㐀力࣭表
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現力などをఙばせるかどうかで͆ࢹキ͇が␗なってくるのではないࢁࡔうか。 
プログラ࣑ングでも同ᵝなことが㉳きるྍ能性がある。プログラ࣑ングᩍ⫱の目的はㄽ理

的ᛮ⪃力を⫱ࡴことであるが、ᯟにはめた指導では本᮶の目的を果たすことは㞴しいはࡎで

ある。ワークショップᙧ態のᤵ業を✚ᴟ的に活用するなど、ᚑ᮶とは␗なるᤵ業でಶ性をᘬ

きฟし、能力をఙばすことを前提としたࣜ࢝キࣗラムが必要になってくると⪃える。 
上グは学ᰯ間ࣕࢠップの一を述べたが、ᑡし視㔝をᣑげて㒔㐨ᗓ┴別の㐪いとして、学

ᰯの主な ICT 環境の整ഛ状ἣと、プログラ࣑ングᩍᐊᒎ㛤状ἣをぢてみることにする。 
なお、図 9,10,11 のࢹーࢱは、㒔㐨ᗓ┴ࡈとの整ഛ状ἣをᢕᥱするため、ᑠ学ᰯのみのࢹー

、ではなく、学ᰯᩍ⫱法にて定義されている学ᰯ✀であるᑠ学ᰯ、୰学ᰯ、義ົᩍ⫱学ᰯࢱ

㧗等学ᰯ、୰等ᩍ⫱学ᰯ、特別支学ᰯの合⟬ࢹーࢱである。[19] 
㸺学ᰯの ICT 環境㸼 

 
ᩍ⫱用コンࣗࣆーࢱ 1 ྎ当たりのඣ

❺生ᚐᩘの㒔㐨ᗓ┴間のバラつきが

あるのがศかる。 
 
 
 

 
㸺図 9㸼ᩍ⫱用コンࣗࣆーࢱ 1 ྎ当たりのඣ❺生ᚐᩘ 

 
 
ᬑ通ᩍᐊの↓⥺ LAN 整ഛ⋡は㒔㐨ᗓ

┴間できくᕪが㛤いているのがศ

かる。 
 
 
 

 
㸺図 10㸼ᬑ通ᩍᐊの↓⥺ LAN 整ഛ⋡ 

 
 
100Mbps 以上のインࢱーネット接続

状ἣは㒔㐨ᗓ┴間できくᕪが㛤い

ているのがศかる。 
 
 
 

 
㸺図 11㸼インࢱーネット接続 100Mbps 以上整ഛ⋡ 

3-2 ᩍဨྥࡅᩍ⫱ 
学ᰯᩍ員のプログラ࣑ング研ಟが進められているよう[21]ࡔ。グ事にある参加者によると

「人がゐってもᴦしい。理⛉や社会のᤵ業にえそうࡔ」とヰす一方、プログラ࣑ング

のなࡌみがⷧいᩍᖌは「ᴦしく学べそうࡔが、⮬ศが指導するとなると、より῝くຮᙉをし

て⮫まないといけない」とᅔᝨしているᵝᏊが❚える。 
国でどの⛬度ᩍ員ྥけプログラ࣑ング研ಟが行われているかの⤫計情報がぢ当たらなか

った。学ᰯにおけるᩍ⫱の情報の実態等に関するㄪ査結果[19]には、ICT 活用指導力の状

ἣの各項目に関する研ಟを受ㅮしたᩍ員ᩘ、および合はᏑᅾするが、これは平成 19 年 2
᭶に⟇定࣭බ表された「ᩍ員の ICT 活用指導力」のࢳェックࣜストをベースにしており、プ

ログラ࣑ングに関する内ᐜはྵまれていない。ẖ年実施される実態ㄪ査も、後のᩍ⫱制度

に合わせてぢ┤されるべきとᛮわれる。 
 
 ࠸⩦ 3-3
プログラ࣑ングᩍ⫱がὀ目されていることがわかる⯆῝いࢹーࢱがある。ᰴᘧ会社᫂ග

ネットワークジࣕࣃン㸭᫂ග義ሿが実施した、ᨺ課後の⩦い事に関するᑠ学生のᏊ౪をᣢつ

保ㆤ者のアンࢣートㄪ査結果である。[22] 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸺図 7㸼ᨺ課後の⩦い事ランキング       㸺図 8㸼これから通わせたい⩦い事 

現ᅾ通っている⩦い事（図 7）は、水Ὃやࣆアࣀなど᫇から定␒のものが上位を༨めており、

プログラ࣑ングは 4.8%でᑡᩘὴである。これから通わせたい⩦い事（図 8）ではプログラ࣑

ングが 15.6%となり上位にᾋ上している。英会ヰも上位にᾋ上しているのは、新学⩦指導要

領で英ㄒᩍ⫱がᙉされるᙳ㡪であࢁうか。ከくの保ㆤ者が新しいᩍ⫱制度をぢᤣえて、Ꮚ

౪の⩦い事を⪃えていることがぢて取れる。 
 
 ࣉッࣕࢠ࡞ࡲࡊࡲࡉ 3-4
プログラ࣑ングᩍ⫱のヰ題からᑡし㐓れるが、筆者が᭱㏆ឤࡌた学ᰯ間のࣕࢠップについ

て⤂したい。ඛ日、筆者の所ᅾᆅでᑠ୰学ᰯの⨾術ᒎ♧会がᩥࢭンࢱーで㛤ദされたた

め参ほしてきた。ᒎ♧ရは図⏬ᕤసや⨾術のᤵ業、クラࣈ活動でస成した⤮やᕤస≀、書㐨

などあり、学ᰯ間各学年ඹ通したࢸー࣐で制సされたసရである。学ᰯ間のసရをぢẚべて

みるとあることにẼいたのࡔが、それはసရの͆ഴྥ͇と、͆ キ͇が学ᰯ間で␗なることࢹ

である。ಶ人的⚾ぢでうまくゝい表せないが、Ⰽ合いや表現方法、యの༳㇟が学ᰯࡈとに

ᥞっている༳㇟を受けた。これは、Ꮚ౪たちは༓ᕪ別でありながら各学ᰯのᢸ当ᩍ員の指

導方法によってᯟに入れられてしまうことにより͆ഴྥ͇が生まれ、Ꮚ౪たちの創㐀力࣭表
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立案していかなければならないと⪃えられる。 
㸺表 4㸼ᑠ学ᰯ標準ᤵ業時ᩘの現行とのẚ㍑ 

新  現行 

 学年 
計  学年 

計 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

国ㄒ 306 315 245 245 175 175 1461 国ㄒ 306 315 245 245 175 175 1461 

社会 ̺ ̺ 70 90 100 105 365 社会 ̺ ̺ 70 90 100 105 365 

⟬ᩘ 136 175 175 175 175 175 1011 ⟬ᩘ 136 175 175 175 175 175 1011 

理⛉ ̺ ̺ 90 105 105 105 405 理⛉ ̺ ̺ 90 105 105 105 405 

生活 102 105 ̺ ̺ ̺ ̺ 207 生活 102 105 ̺ ̺ ̺ ̺ 207 

㡢ᴦ 68 70 60 60 50 50 358 㡢ᴦ 68 70 60 60 50 50 358 
図⏬ 
ᕤస 68 70 60 60 50 50 358 

図⏬ 
ᕤస 68 70 60 60 50 50 358 

ᐙᗞ ̺ ̺ ̺ ̺ 60 55 115 ᐙᗞ ̺ ̺ ̺ ̺ 60 55 115 

య⫱ 102 105 105 105 90 90 597 య⫱ 102 105 105 105 90 90 597 
特別の 
ᩍ⛉ 
である 
㐨ᚨ 

34 35 35 35 35 35 209 㐨ᚨ 34 35 35 35 35 35 209 

特別 
活動 34 35 35 35 35 35 209 

特別 
活動 34 35 35 35 35 35 209 

⥲合的 
な学⩦ 
の時間 

̺ ̺ 70 70 70 70 280 
⥲合的 
な学⩦ 
の時間 

̺ ̺ 70 70 70 70 280 

እ国ㄒ 
活動 ̺ ̺ 35 35 ̺ ̺ 70 

እ国ㄒ 
活動 ̺ ̺ ̺ ̺ 35 35 70 

እ国ㄒ ̺ ̺ ̺ ̺ 70 70 140 ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ 

合計 850 910 980 1015 1015 1015 5785  合計 850 910 945 980 980 980 5645 

ͤᤵ業時ᩘの 1 ༢位時間は 45 ศ 
ͤୗ⥺㒊がኚ更となった対㇟ 

㸺表 5㸼プログラ࣑ングᩍ⫱の実施 

⥲合的な学⩦の時間 ⮬ศのᬽらしとプログラ࣑ングとの関係を⪃え、そのよ

さにẼく学び 

理⛉ 㟁Ẽ〇ရにはプログラムが活用され᮲件にᛂࡌて動స

していることにẼく学び 

⟬ᩘ 図のస成において、プログラ࣑ング的ᛮ⪃とᩘ学的なᛮ

⪃の関係やよさにẼく学び 

㡢ᴦ 創స用の ICT ールを活用しながら、㡢の㛗さや㧗さࢶ

の組合せなどをヨ行㘒ㄗし、㡢ᴦをつくる学び 

図⏬ᕤస 表現しているものを、プログラ࣑ングを通ࡌて動かすこ

とにより、新たなⓎやᵓを生みฟす学び 

特別活動 クラࣈ活動において実施 

ᑠ学ᰯは基本的にᢸ௵がてのᩍ⛉をᢸ当するࢣースがከいはࡎである。効⋡的なᤵ業を

計⏬したとしても、ᛁしいとされるᩍ員たちにさらなる㈇ᢸとなることがᐜ᫆にീされる。 
プログラ࣑ングᩍ⫱必ಟにྥけた制度整ഛにおいて、ᩍ員の㈇ᢸ㍍ῶとなる方⟇として

༑ᔒᬛ生Ặの提案[24]がある。英ㄒᩍ⫱で᪤に導入されている「እ国人指導ຓᡭ（ALT：
Assistant Language Teacher）」の仕組みと同ࡌように、プログラ࣑ングᩍ⫱に対してシス

アによる「指導⿵ຓ員（TA：Teaching Assist）」の仕組みを整ഛするというもࢽンジ࢚ムࢸ

のである。TA 制度の実現にྥけては、ᨻᗓ、⮬治య、各✀団య、およびẸ間業との連携

が重要であり協議を重ࡡていかなければならない。また、TA の確保や研ಟの方法ㄽとして、

㒔㐨ᗓ┴間の ICT 整ഛ状ἣの㐪いがᢕᥱでききなᕪも確認できる。本稿ではឡするが、

ᕷ༊⏫ᮧ別のࢹーࢱもබ表されており、整ഛ⋡の㧗い㒔㐨ᗓ┴であってもᕷ༊⏫ᮧ間では

きなᕪもぢ受けられる。ᆅᇦによりᏊ౪たちの学ᰯᩍ⫱環境に㐪いがあってはならないため、

早ᛴな整ഛが必要である。 
 

㸺プログラ࣑ングᩍᐊ㸼 
⥲ົ┬の「プログラ࣑ング人ᮦ⫱成のᅾり方に関するㄪ査研究 報告書」[14]によると、プ

ログラ࣑ングᩍᐊ࣭ㅮᗙの㛤ദᆅのከくは関ᮾに集୰している。（図 12）また、㒔ᕷの規ᶍ

でみた場合、ከくが㒔ᕷでの㛤ദであり、୰㒔ᕷ࣭ᑠ㒔ᕷは事もᑡなく、プログラ࣑ン

グᩍ⫱の認知度がపいと⪃えられる、とある。 
 

ὀ）2-1 で述べた通り、このㄪ査報告書[14]

は、平成 27 年にබ表されており、プログラ

ングに関わるᩍ⫱を実施しているᩍ⫱関࣑

係団య計 43 団యを対㇟とし、有効ᅇ⟅を得

られた 25 団యのアンࢣート結果である。そ

のため、国にᏑᅾする実際のᩘではないこ

とにὀ意が必要である。 

 
㸺図 12㸼プログラ࣑ングᩍᐊ࣭ㅮᗙのᆅᇦ別ᩍᐊᩘ 
本稿ᇳ筆時点（2018 年 2 ᭶）でより新しいㄪ査結果のබ表がᏑᅾしないが、学ᰯᩘ、ඣ❺

生ᚐᩘのከいᆅᇦで㛤ദされるഴྥがあるようにぢえるため、後も人ཱྀ集୰ᆅ༊でከく㛤

ദされていくものと推 される。たࡔ、ᆅᇦによってᩍ⫱を受ける機会がᦆなわれるのはᮃ

ましいことではないため、⮬治యによるㄏ致を✚ᴟ的に行うなどの方⟇が必要である。 
 
 ࡁࡴ⤌ࡾྲྀ .4
プログラ࣑ングᩍ⫱必ಟにྥけた準ഛとして、これまでに学ᰯの ICT 環境や、ᩍ⫱制度

の整ഛが必要であることを述べてきた。これらは当↛ながら後の課題として位⨨けられ

るものである。ࣁード㠃の ICT 環境整ഛは順ḟ整ഛ範ᅖをᣑしていくことになるが、ソフ

ト㠃の制度整ഛに関しては、課題や制約がከいと⪃えられៅ重に進める必要があࢁう。 
 
4-1 ᩍ⫱⌧ሙの⌧ᐇၥ㢟 
学⩦指導要領のᅇのᨵゞでは、プログラ࣑ングᩍ⫱は᪤Ꮡの⛉目の୰で実施されるため

ᩍ⛉としてはᏑᅾせࡎ、ᤵ業時間は༢⊂で確保されることはない。（እ国ㄒのᤵ業時間以እは

ቑえない）[6][8]（表 4） 
また、ᗂ⛶ᅬ、ᑠ学ᰯ、୰学ᰯ、㧗等学ᰯཬび特別支学ᰯの学⩦指導要領等のᨵၿཬび

必要な方⟇等について（⟅⏦）[7]には、「各ᑠ学ᰯには、その実情等にᛂࡌて、プログラ࣑

ングᩍ⫱を行う༢ඖを位⨨ける学年やᩍ⛉等をỴめ指導内ᐜを計⏬࣭実施していくことが

求められる。」とあり、ࣜ࢝キࣗラムのస成は学ᰯഃにጤࡡられている。また、同別⣬ 3-2[23]
にはプログラ࣑ングᩍ⫱の実施（表 5）もあるが、よりලయ的な指導内ᐜを創意ᕤኵして
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立案していかなければならないと⪃えられる。 
㸺表 4㸼ᑠ学ᰯ標準ᤵ業時ᩘの現行とのẚ㍑ 

新  現行 

 学年 
計  学年 

計 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

国ㄒ 306 315 245 245 175 175 1461 国ㄒ 306 315 245 245 175 175 1461 

社会 ̺ ̺ 70 90 100 105 365 社会 ̺ ̺ 70 90 100 105 365 

⟬ᩘ 136 175 175 175 175 175 1011 ⟬ᩘ 136 175 175 175 175 175 1011 

理⛉ ̺ ̺ 90 105 105 105 405 理⛉ ̺ ̺ 90 105 105 105 405 

生活 102 105 ̺ ̺ ̺ ̺ 207 生活 102 105 ̺ ̺ ̺ ̺ 207 

㡢ᴦ 68 70 60 60 50 50 358 㡢ᴦ 68 70 60 60 50 50 358 
図⏬ 
ᕤస 68 70 60 60 50 50 358 

図⏬ 
ᕤస 68 70 60 60 50 50 358 

ᐙᗞ ̺ ̺ ̺ ̺ 60 55 115 ᐙᗞ ̺ ̺ ̺ ̺ 60 55 115 

య⫱ 102 105 105 105 90 90 597 య⫱ 102 105 105 105 90 90 597 
特別の 
ᩍ⛉ 
である 
㐨ᚨ 

34 35 35 35 35 35 209 㐨ᚨ 34 35 35 35 35 35 209 

特別 
活動 34 35 35 35 35 35 209 

特別 
活動 34 35 35 35 35 35 209 

⥲合的 
な学⩦ 
の時間 

̺ ̺ 70 70 70 70 280 
⥲合的 
な学⩦ 
の時間 

̺ ̺ 70 70 70 70 280 

እ国ㄒ 
活動 ̺ ̺ 35 35 ̺ ̺ 70 

እ国ㄒ 
活動 ̺ ̺ ̺ ̺ 35 35 70 

እ国ㄒ ̺ ̺ ̺ ̺ 70 70 140 ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ 

合計 850 910 980 1015 1015 1015 5785  合計 850 910 945 980 980 980 5645 

ͤᤵ業時ᩘの 1 ༢位時間は 45 ศ 
ͤୗ⥺㒊がኚ更となった対㇟ 

㸺表 5㸼プログラ࣑ングᩍ⫱の実施 

⥲合的な学⩦の時間 ⮬ศのᬽらしとプログラ࣑ングとの関係を⪃え、そのよ

さにẼく学び 

理⛉ 㟁Ẽ〇ရにはプログラムが活用され᮲件にᛂࡌて動స

していることにẼく学び 

⟬ᩘ 図のస成において、プログラ࣑ング的ᛮ⪃とᩘ学的なᛮ

⪃の関係やよさにẼく学び 

㡢ᴦ 創స用の ICT ールを活用しながら、㡢の㛗さや㧗さࢶ

の組合せなどをヨ行㘒ㄗし、㡢ᴦをつくる学び 

図⏬ᕤస 表現しているものを、プログラ࣑ングを通ࡌて動かすこ

とにより、新たなⓎやᵓを生みฟす学び 

特別活動 クラࣈ活動において実施 

ᑠ学ᰯは基本的にᢸ௵がてのᩍ⛉をᢸ当するࢣースがከいはࡎである。効⋡的なᤵ業を

計⏬したとしても、ᛁしいとされるᩍ員たちにさらなる㈇ᢸとなることがᐜ᫆にീされる。 
プログラ࣑ングᩍ⫱必ಟにྥけた制度整ഛにおいて、ᩍ員の㈇ᢸ㍍ῶとなる方⟇として

༑ᔒᬛ生Ặの提案[24]がある。英ㄒᩍ⫱で᪤に導入されている「እ国人指導ຓᡭ（ALT：
Assistant Language Teacher）」の仕組みと同ࡌように、プログラ࣑ングᩍ⫱に対してシス

アによる「指導⿵ຓ員（TA：Teaching Assist）」の仕組みを整ഛするというもࢽンジ࢚ムࢸ

のである。TA 制度の実現にྥけては、ᨻᗓ、⮬治య、各✀団య、およびẸ間業との連携

が重要であり協議を重ࡡていかなければならない。また、TA の確保や研ಟの方法ㄽとして、

㒔㐨ᗓ┴間の ICT 整ഛ状ἣの㐪いがᢕᥱでききなᕪも確認できる。本稿ではឡするが、

ᕷ༊⏫ᮧ別のࢹーࢱもබ表されており、整ഛ⋡の㧗い㒔㐨ᗓ┴であってもᕷ༊⏫ᮧ間では

きなᕪもぢ受けられる。ᆅᇦによりᏊ౪たちの学ᰯᩍ⫱環境に㐪いがあってはならないため、

早ᛴな整ഛが必要である。 
 

㸺プログラ࣑ングᩍᐊ㸼 
⥲ົ┬の「プログラ࣑ング人ᮦ⫱成のᅾり方に関するㄪ査研究 報告書」[14]によると、プ

ログラ࣑ングᩍᐊ࣭ㅮᗙの㛤ദᆅのከくは関ᮾに集୰している。（図 12）また、㒔ᕷの規ᶍ

でみた場合、ከくが㒔ᕷでの㛤ദであり、୰㒔ᕷ࣭ᑠ㒔ᕷは事もᑡなく、プログラ࣑ン

グᩍ⫱の認知度がపいと⪃えられる、とある。 
 

ὀ）2-1 で述べた通り、このㄪ査報告書[14]
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㸺図 12㸼プログラ࣑ングᩍᐊ࣭ㅮᗙのᆅᇦ別ᩍᐊᩘ 
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生ᚐᩘのከいᆅᇦで㛤ദされるഴྥがあるようにぢえるため、後も人ཱྀ集୰ᆅ༊でከく㛤
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にはプログラ࣑ングᩍ⫱の実施（表 5）もあるが、よりලయ的な指導内ᐜを創意ᕤኵして
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 ࡾࢃ࠾

これから 2020 年の必ಟにྥけてࣁード࣭ ソフトの環境整ഛはᚎࠎに整っていくものとᛮ

われる。ᑠ学生のᏊ౪をᣢつぶたちは、世間の動ྥにはアンࢼࢸをᙇってり㐜れないよう

にしていかなければならない。たࡔし、あまりẼ㈇う必要はなく、とりあえࡎఱかやり始め

てみることࡔ。㐜すࡂることはない。そして、プログラ࣑ングᩍ⫱はᑗ᮶プログラ࣐を目指

すための英ᡯᩍ⫱ではないが、✚ᴟ性࣭⩦⇍度によって、より㧗度なものとⓎᒎし導いて

あげることも必要になる。筆者もྵめ、IT 技術者は⮬㌟を活かせることにẼづき、ス࣐࣍ア

プࣜや㟁Ꮚᕤస、ロボット、AI など、得意ศ㔝で知識を提౪し、社会の㈉⊩を果たしてい

く義ົがあࢁう。㧗度情報通ಙ社会の主ᙺとなっていくᏊ౪たちのために、プログラ࣑ング

ᩍ⫱のこれからの成⇍を目指し、ᐁẸ協力のもと環境を整ഛしていくことがᛴົである。そ

のためのດ力をᝰしࢇではならない。 
 
 
ⴭ⪅⤂ 

ᐑୗ ಟ（CITP 認定␒ྕ：16006339） 
ᰴᘧ会社୰㟁シーࢸーアイ 
㢳ᐈのシスࢸム提案、㛤Ⓨ、ᵓ⠏のプロジェクト⟶理にᚑ事。現ᅾは主に

規ᶍなストレージシスࢸムのᵓ⠏案件をᢸ当。 
㧗度情報処理技術者（プロジェクト࣐ネージࣕ、ࢭキࣗࣜࢸ、ネットワ

ーク）、PMP。 
 
  

2-2 で述べたࣔࢹルᰯでの実証結果[16]も参⪃にฟ᮶るのではないࢁࡔうか。メンࢱーの確保

や⫱成を各ᆅᇦにて継続させるために、実証で得られた知ぢがලయとしてまとめられてお

りࣄントを得ることがฟ᮶る。 
 

4-2 ᐙᗞ࡛ฟ᮶ࡇࡿ 
2020 年の必ಟはすࡄそこまで㏕ってきている。Ᏻを↽るヂではないが、プログラ࣑ン

グを始めるⰋい機会であり、早く始めるに㉺したことはない。たࡔ、これまでに述べたよう

にプログラ࣑ングゝㄒを学び、コーࢹングをすることが目的ではないことをᛕ㢌に、まࡎ

は㍍いẼᣢちでࣃソコンにゐれることから始めるのがⰋいࢁࡔう。ス࣐࣍やࣈࢱレットでは

なくࣃソコンである。コーࢹングをすることが目的ではないものの、スࢸップアップして

いく上でより㧗度なことを行うにはやはりࣃソコンでないと支㞀をきたす場㠃がฟてくるは

と⪃える。所有するࡔソコンをえることが理ࣃさらに、ྍ能であればᏊ౪専用の。ࡔࡎ

ことの႐びや、≀をษにすることも学び、ఱよりも⮬Ⓨ的学⩦に目ぬめることが期ᚅฟ᮶

るのではないࢁࡔうか。 
⥲ົ┬による情報通ಙ➃ᮎの世ᖏ保有⋡ㄪ査[25]では、ス࣐࣍やࣈࢱレットの世ᖏ保有⋡が

年ࠎቑ加しているが、ࣃソコンは㏫にῶᑡをしている。（図 13）プログラ࣑ングᩍ⫱の必ಟ

にకい、ࣃソコンがぢ┤され、ᐙᗞでのᬑཬが上᪼に㌿ࡌるかもしれない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㸺図 13㸼情報通ಙ➃ᮎの世ᖏ保有⋡の推⛣ 
筆者のᅇの取り組みでẼいたことの一つは、Ꮚ౪が年になく⮬⏤研究をᴦしࢇでい

たことである。プログラ࣑ングはᴦしいとឤࡌてくれたことが、IT の仕事をする筆者にとっ

て一␒の✭であったかもしれない。ෑ㢌で、ࣄントはえるが↓用なཱྀฟしはしないと述

べた。ゝいえると、「一⥴になって⪃える」ことをし、「ᩍえない」ことを実㊶したまでで

ある。Ꮚ౪のやるẼが㉳こるのは、やること⮬యがᴦしくなければならࡎ、⮬らやったこと

の成果がぢえ、それを認めてもらえることが必要ではないࢁࡔうか。ࡦࡐぶも一⥴にᴦしみ、

成果をฟすために取り組み、➗㢦にさせてあげてほしい。 
そしてఱはともあれ、Ꮚ౪のやるẼと取り組みを支えるためには環境を整えることが必要

れも人࣭ぶのᙺ目である。Ꮚ౪はᡭに学び、ᡭに成㛗ࡎ学ᰯ、⩦い事、ᐙᗞ、い。ࡔ

していくことを筆者は⫙でឤࡌたが、その過⛬を人࣭ぶがṆめることのないようにしてい

かなければならない。 
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