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　　New 　approaches 　to　teaching 　should 　be　developed　in　the　context 　of 　the　history　of 　education ．　 By

integrating　advances 　in　psychology 　and 　other 　related 　 fields　with 　approaches 　used 　in　the　past，　new

approaches 　can 　be　developed．　The 　present　author 　utilized 　this　process 　to　develop　several 　Ilew 　teaching

approaches ．　 In　the　present　paper ，（a ）3creative　approaches 　to　reading 　that　 were 　developed　by　the

present 　author 　are 　described，（b）it　is　proposed 　that‘‘sigh ゼ
’instruction　should 　be　included　in　language

arts 　education ，　and （c）a　new 　Storyboard　Writing　approach 　that　incorporates　development　in　psychol 。gy
and 　other 　related 　fields　and 　which 　utilizes

“
sight

”is　proposed．　 Storyboard　Writing　is　an 　approach 　to

teaching 　in　which 　studerlts 　base　their　writing 　on 　pictures　that　they　have　seen ．　 It　was 　origina 里1y　used 　in
teaching　language 　arts 　in　China．　 PhQtographs 　are 　a 　form　of

“
visual 　text

”
．　 In　language　arts 　classes ，

it　is　imp （，rtant 　that　students 　be　taught 　to　read 　not 　only 　written 　texts，　but　also 　visuabnes ，　 Children
should 　be　helped　to　develop　the　visual 　literacy　necessary 　for　their　daiIy　Iives．

　　Key 　Words ：1anguage　arts ，　creative 　reading ，　storyboard 　writing ，　visual 　literacy，
“
sight

”instruction

　新 し い 授業方法 を提案す る た め に は ， 教育 の 歴 史を振 り返 る こ と も重 要 で あ る。こ れ ま で に 行 わ れ て き た

方法 に ， 心理 学お よび そ れ に 関運す る領域の研究成果を付 け加え る こ と に よ っ て ，新 し い 授業方法 が 生ま れ

て くる。筆者 も ， そ の よ うな ア プ ロ ーチ を と る こ と に よ っ て ，
い くつ か の新 し い 授業方法 を開発 し て き た 。

　本稿 で は まず ， 筆者 が 開発 して きた 「創造 的読 み 」の 指 導方法 を 3 つ 紹介 した 。 次 に ， 「見 る こ と」の指導

も国語 教育 に 取 り入れ る べ きで ある，とい う主張を概観 した。「見る こ と」の指導 を国語教育 に取 り入れ る具

体的な方法 と し て 「新 し い 看図作文」を提案 した。看図作文 は，絵 を見 て作文 を書 い て い く方法 で ある。看

図作文は， も と も と中国の 国語教育 に 取 り入 れ られ て い る方法 で あ る。筆者 は，中国の 看図作文 に ，心理学

お よ び関連領域 の 研究成果を付け加え ， 「新 し b 看 図作文」 を考案 し た 。

　写真 も読解可能な ビ ジ ュ ア ル テ キ ス トで あ る 。
こ れ か らの 国語教育 は ， 文章テ キ ス トの み な らずビ ジ ュ ア

ル テ キ ス ト を読み 解 く方法 も教 え て い く必 要が ある。また ， 日常生活 に活 用可 能 な ビ ジ ュ ア ル リテ ラ シ
ー

を

育て て い か な け れ ば な ら な い 。

　 キ ーワ ー ド ：国語教育 ， 創造的読み ， 見る こ と ， 看図作文 ，
ビ ジ ュ ア ル リテ ラ シ ー

　 1．教育心理 学 と教育実践

　教育心理 学 は教育実践 に 直接関わ るべ き学 問 で ある。

「そ の 関わ り 方 は ， 多 くの 教育研 究者 が 教育実 践 の 場 で

行 っ て い る ， 実践 を後付 け た だ け の評論家的な 形 で」彬

江 ，2004，p ．156）あ っ て は な ら な い 。杉江 も指摘す る よ うに

教師 と と も に実践 をっ くり上 げ て い くの に役立 つ 関わ り

方 で な けれ ばな らな い 。

　筆者 は こ れ ま で
， 小 ・中 ・高 ・大 の 教師た ち と共同で

，

多 くの授業改善研究 ・授業開発研究を 進 め て き た 。 教師

た ち と の 共 同研究を通 し て 筆者は，「創造的読み」「新 し

い 看図作文」 な ど の 学習方法 ・指導方法 を提案 し て き た。

本稿で は 「創造 的読み 」「新 しい 看図作文」等 をキ ーワー

ド に して 国語教育 の 新 し い パ ラ ダ イ ム を探 っ て い く。

　「こ れ ま で ， 多 くの授業方法が提案さ れ 実践 され て い

る 。そ の 中 の あ る もの は，ひ と つ の 時代が終わ る と教室

か ら消え て い く。そ し て ま た
， 別 の 方法 が 提 案 さ れ 人気

．一一182一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

を集め て い く。 しか し ， さ らに時代が移 る と ， 忘れ られ

て い た 授業方法が再評価さ れ て くる こ と が あ る。か つ て

の 授業方法が掘 り起 こ され ， 新 しい 時代の 要請 に あ うよ

う に ア レ ン ジ さ れ 再登場 して くる。授業 改善 の 歴史 は そ

の 繰 り返 し で あ る」（鹿 内，2007b ， p．144）。 こ の た め筆者が

提案す る 「創造 的読み」や 「新 しい 看 図作文」 も，教育

心理学 ・教育 学，文学 な ど の 領域 に様々 な ル
ーツ を持 っ

て い る。

　 II．創造的読み

1．創造的読み の ル ー
ツ

　わ が 国 の 心 理 学で は 「創造的読 み」概念 の ル ーツ を

1950年代ま で 遡 る こ とが で き る。上代 （1953）は 『思考的

学習 の 心理』 と い う本を著 し て い る 。 こ の 中で 上 代は，

Dewey を参考 に し なが ら， 文章理解の プ ロ セ ス を次の よ

う に 記述 し て い る。「意味 を構成す る の は 読 み 手 な の だ

とい う こ と を忘れ な い で お くこ と が 大切 で ある 。 即 ち，

読み手は ， 自分の 経験の 中で ， 今眼前 に あ る話 と文脈 に

丁 度 あ て は ま る 如 き も の を選 び 出 し て ， 体制化 す る

……
」 （上 代，1953，p．97）。さら に 上代 は ，

こ の 考 えを 「創

造的 読 み （creative 　reading ＞」 と い う概念 に 発 展 させ て い

る 。 創造的読 み と は 「読み の材料の 表面的な理解 と 文字

通 りの解釈を超 え て い く読み 」（上 代，1953，p，109）で あ る 。

ま た ，創造的読 み は 「自分の 経験 の 所産 と現在 の 読み の

経験 と を綜合す る こ と」佳 代，1953，p．111） に よ り成立す

る。つ ま り，目 の 前 に あるテ キ ス ト情報 と読者 自身の 既

有情報を総合す る こ と に よ っ て新 し い 意味を創 り出す こ

と を 「創造 的読み 」 と呼 んで い る の で あ る 。

　上 代の 説明は
， 現代 の 認知心理学が 考 えて い る 文章理

解の プ ロ セ ス と完全に一一致す る。こ の た め鹿内 も創造的

読 み の定義 と し て 上代の考 え方を そ の ま ま 取 り入 れ て い

る 。

　 上代 の 『思考的学習 の 心理 』 は一
人 の 実践家 に 影響 を

与え た 。 大 塩卓は ， 1960年代 に ， 上代 の著書 を手掛か り

に し て 「創 造的読み をめざす学習指導の 実践」を重 ねた 。

大塩は鳥取で 活躍 し た実践家で あ る 。 地方の 教育史を紐

解 くと ， 「創 造的読 み」 と志 を同 じ く し た 実践 をい くっ も

拾 い 上 げる こ とが で きる 。 例 えば ， 山路兵
一

は大正年間

に 奈 良で 「読書創造」 と い う読解指導 を 展開 し た 。 飯 田

広太郎は札 1幌で 活躍 し た。飯 田 は大正 か ら昭和 の 初 め に

か け て 「創 造的読解」指導 を実践 した。 こ れ らの 「創造

的読み の教育史」は鹿 内 （20esa ，2005b ）に 詳 し くま と め ら

れ て い る 。

2 ．創造的読み の 実践方法 と意 義

　 鹿内 （ユ989，2007a） は創造的読み の 教育史を踏 ま え た 上

で ，創造的読 み の 新 し い 実践 方法 を提案 して い る。鹿 内

が提案 して い る創造的読み の 方法 は次 の 3 つ で あ る。オ

リエ ン テ ーシ ョ ン 設 定法 ・フ ォ
ーカ シ ン グ法 ・物語法。

オ リエ ン テ
ー

シ ョ ン 設定法は Frase （エ975）の文章理解 モ

デ ル を参考 に し て 考案 した もの で あ る 。
フ ォ

ーカ シ ン グ

法 は Gendlin（197B 村 山他訳 1982）の カ ウ ン セ リ ン グ技法

を参考 に し て い る。物語法で は プ ロ ッ プ （19S3，1986）に よ

る物語の形態論的構造分析を活用 して い る 。

　鹿内 は オ リエ ン テ
ー

シ ョ ン 設 定 法 ・フ ォ
ーカ シ ン グ

法 ・物語法 を実際 の 学習指導 で も活用で きる具体的な方

法 に し て 提案 し て い る。こ の 提案 に 対 し て 鶴田 （2GO6）

は ， 国語教育学の 立場か ら次の よ うな論評を加え て い る。

こ れ ま で の 国語教育で は 「『受容理論』的 に 言 えぱ， 『テ

ク ス トの 呼 び か け』 に 応 え ら れ る読者を育て る と い う発

想が 不足 し て い た の で あ る 。 もち ろ ん ， 『読書行為論』と

い う観点か ら ， そ うした読者主体を育て るため の作品分

析 の 観点
・方法 を提案 し た 研究者 も い た ［文 献 省 略 ・鹿

内］。 ／しか し，教育現場で は ， そ う し た 『読者論』を支

え る 基礎の 部分は顧慮 さ れ る こ とな く， 耳に 入 りやす い

上澄 み の部分だ けが広 ま っ た 。
つ まり， 読者主体の 復権

が 未熟 な学習 者重 視論 佃 中実 氏 の い う rエ セ 読み の ア ナ
ー

キ
ー
』）へ と変質 した の で あ る。 そ こ で は，「読 み」の 原理

や方法が真剣に問わ れ なか っ た の で あ る。／ こ うい う状

況 に 対 して ， 鹿内氏 は ， 真に 主体的 に読むため の 方法 と

し て 『創造的読 み 』を提唱 し た 」（鶴 田，2006，pp ．174−175）。

　 こ の よ う に ， 教育心理学 と い う異領域 か ら発信 し た

「創造的読み」の方法 が 国語教育 の 領域で も新 し い パ ラ ダ

イ ム と し て 受 け入 れ ら れ る よ う に な っ て き て い る。

　III，国語教育に 求め られる新しい 学力

1．何を取 り入れ るか

　新 し い 学習指 導要領が 発表 された （文部科学省，2008）。 新

学習指導要領で は 「話す こ と ・聞 くこ と ・書 くこ と ・読

む こ と」の 4 つ が
， 国語科の 基本的指導内容 と し て取 り

上 げ られ て い る。これ は従来 の 学習指導要領 と まっ た く

変わ っ て い な い
。 新学習指導要領で は変化が な か っ た が ，

「話 す こ と ・聞 く こ と ・書 くこ と・読む こ と」以外 に ， も

う一つ 大切 な 指導内容を 国語教育 に 取 り入 れ よ う と す る

動きが世界的規模で 広が っ て い る。

　浜本 （1996） は，国語科教育 の 目標を次 の よ う に整 理 し

て い る e 「こ れ か ら の 国語科教育 は ， 言語体系・言語生活 ・

言語文化を生 み 出し て い く根底 に あ る 言語化能力 に 働 き

か け，その 能力 を活性化 し， よ り強力化 し て い く こ と を

目標 とす べ き で あ る と い う こ と に な ろ う」（浜 本，1996，pp ．

32−33）。 浜本は，こ の 能力 を 身 に つ け さ せ る 方法 と し て 次

の 3 つ を提案 して い る。「それ は（1）生活経験 を豊 か に し，

生活 に お い て 事物や 経験 と 言語 と を結 び つ け る こ とで あ
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り ，   絵画 ・写真 ・テ レ ビ ・ビ デオ な ど の 映像 を言葉化

す る表現活動 をさせ る こ とで あ り，   文学 とい う虚構の

世界に生 きさ せ て ， 感 動 を とお して言葉 と出会わ せ る こ

とで あ る」（浜 本，1996，p，33）。

　浜本の提案の 新 し さ は ， 国語科教育の 中に 「映像」を

「見 る」活動 を取 り入 れて い る と こ ろ に あ る。町田 （2005）

も浜本 の こ の 提案 に 注 目し，さ らに 次 の ような主張 を展

開 して い る 。 「映像を教材化す る際に ， 「言語化能力』 の

育成 と い う目標 を授業 の 中心 に 位置付 け る こ とが で き る 。

映像か ら発信 され るイ メージ や メ ッ セ ージ を ，
こ とば に

よ っ て 理 解 し か つ 表現す る と い う活動 を通 し て ， 『言語化

能力 』の 育成 を図 る こ とが ， 授 業の 目標 とな る」（町 田 ，

2005，p．131）。町田 が 意 図 し て い る の は ， 「映像を補助教材

で は な く本教材 と し て 活用」 （町 田，20 5，p．133） し た 授業

で ある 。
こ の 観点か ら町田 は ， ア ニ メ ーシ ョ ン や テ レ ビ

ドラ マ を教材に し ， 「映像を言葉化 」させ て い く国語 の 授

業 を提案して い る 。

　ア ニ メー
シ ョ ン ・テ レ ビ ドラ マ はい ずれ も動画 で あ る。

し か し ， 「映像」は 多様で あ り ， 動画 に 限定さ れ る もの で

は な い 。広義 の 映像に は絵図等の 静 i［z画像 も含 ま れ る 。

町田 も 指摘す る よ うに
， 「多様 な 映像 を 教材化 し て

， 教室

で の 実践 を通 し て そ の意味 を検証す る必要が あ る」（田」
．
田，

2005，p．139）。 鹿内 ・渡辺 ・伊藤 ・望木 ・飯田 （2eo6＞ も 「見

る」活動 を取 り入れ た国語科授業づ くりの 可能性 を検討

し て い る。

2 ．「見る こ と」と国語教育

　 「見る こ と」を国語教育に取 り入 れ よ う とす る 動 き は

PISA 学 力調 査 が 発 表 され て か ら さ ら に 大 きな もの と

な っ て き て い る。PISA で は テ キ ス トを次 の 2 つ の 形式

に分け て い る 。 「  『連続型 テ キ ス ト』は ， 通常 ， 文 と段

落か ら構成 さ れ ， 物語 ， 解説 ， 記述 ， 議論 ・説得，指示 ，

文書 また は記録な ど に分類で き る 。 ／  『非連続型テ キ

ス ト』は ， データ を視覚的 に 表現 し た 図 ・グ ラ フ
， 表 ・

マ ト リク ス
， 技術 的 な説明 な ど の 図，地図，書式 な ど に

分類 で き る 」 （国 立教育 政策 研究 所，　2eo4，　p．150＞。

　 PISA で は ， 非連続型 の よ うな ビ ジ ュ ア ル テ キ ス ト も

読 み 解き の 対象 に な る と考 え て い る 。 こ の こ と が ， 国語

科の 中で 「見 る」力 を育成 す る 方法 を考 え よう とす る
一

つ の き っ か け に な っ て い る 。 な お visual と text は ， それ

ぞ れ ビ ジ ュ ア ル と ヴ ィ ジ ュ ア ル ，テ キ ス ト とテ ク ス ト，

の よ う に 異 な っ た カ タ カ ナ表 記 が な さ れ る 。本 誌 で は

「ビ ジ ュ ア ル 」 と 「テ キ ス ト亅を 採用 し て い る が ，引用文

中 で 「ヴ ィ ジ ュ ア ル 」や 「テク ス ト」 が 用 い ら れ て い る

場合は ， 引用文 中 の 表記 に 従 っ て い く。

　 奥泉 伽 06｝は ， 「見 る こ と」に関す る英語圏の カ リ キ ュ

ラ ム や文献 を概観 して い る。そ して 「ビ ジ ュ ア ル リテ ラ

シ
ー
」 とい う概念 を キ

ー
ワ ード と して 取 り出し て い る 。

「ビ ジ ュ ア ル リテ ラ シ
ーと は，絵や 写真，図表，動 画 と

い っ た視覚的テ ク ス トを読み解き ・発信す る力の こ と で

あ る 」 （奥 泉，2006，P、3S）。

　奥泉 に よ れ ば 「ビ ジ ュ ア ル リテラ シ
ー

」 の 育 成 を言語

科目の 中で 行う方法は 3 つ あ る。「
一

つ 目は，イギ リ ス の

ように ， 『見 る こ と』領域 を策定せ ずに ， 従来の 学習で は

充分 な対応が 難 し い 動画や広告等 の テ ク ス ト を扱 う領域

を ， 『読む こ と』領域の 下位に ， テク ス トの 1種 類 と して

組み 込 む方法 で あ る 。 そ して 二 つ 目は ， カ ナ ダ （オ ン タ リ

オ 州 ） の よ うに 「口 頭 ・視覚 的 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 』領域

に 『話す こ と ・聞 くこ と』 と関連さ せ て 組 み 込む 方法で

あ る 。
三 っ 目は ， WA 州や ニ ュ

ージーラ ン ド の よ うに ，

従来 か らある 「読 む こ と』 『書 くこ と」『話 す こ と ・聞 く

こ と亅領域の他 に ，『見 る こ と 俔 せ る こ と）』領域 を策定す

る方法で あ る」（奥 泉，2006，p．41）。

　以上 は英語圏の動向で あ る 。 「見る こ と」を国語教育に

取 り入 れ て い る国 は英語 圏以外 に もある。例 えば フ ィ ン

ラ ン ドの 小学校 3 年用国語 教科書 （Ware ，・Ttillinen，＆ Kos −

kipnti，2004 北 川他訳 編 2006 ） で は す べ て の 頁に ビ ジ ュ ア ル

テ キ ス トが 掲載 さ れ て い る
。 また ビ ジ ュ ア ル テ キ ス ト を

読み解 き な が ら答 え て い く発問 も多 く設け ら れ て い る。

　 中国 も国語 （語 文 ）教育の 中で 「見る こ と」を重視 し て

い る。中国 の 国語 教育 に は多様 な 「見 る」活動が取 り入

れ ら れ て い る。「見 る 」 は 中国 語 で は 「看」 と表記 さ れ

る 。 また ビ ジ ュ ア ル テ キ ス トを読み解 く活動は 「看図」

と呼ばれ る 。 中国の 国語教育 に は ， 「看 図」 を伴 う活動 が

盛 ん に 取 り入れ られ て い る。た と えば高長va　eoue）の 小

学校低学年用 国語指導参考書で は 次 の よ うな ， 看図 を伴

う学習活動が提案され て い る 。 「看 図作文 ・看 図読垪音 ・

看図把 詞語組成句子 ・看 図把両句話合成
一

句 話 ・看 図写

幾句連貫的話 ・看図把話具体 ・看図写
一
句完整的話 ・看

図選詞填空 ・看 図把句子補充完整 ・看図填空再写話 ・看

図把話写生動
・
看図写 出三 種不同句式的句子

・看図写出

人 物説的話 ・看 図把乱句 組成
一一

段通 順的話 ・看図補写
一

段話 ・看 図続写
一

段 話 ・看多幅図写短文
・
看
一幅図写

一

段話 ・看 図回答問題 写
一

段話 ・看 図描写人物 的外貌 ・看

図写話読 児歌 ， 等」。

　IV．ビジ ュ ア ル リテ ラ シ ー育成 の ため の 授業開発

1．看図作文の ル ーツ

　筆 者 ら は PISA が 実施 さ れ る前か ら，ビ ジ ュ ア ル リテ

ラ シ ー育成の た め の授業開発研究 を行 っ て い る 。鹿 内 ・

盛 山 （19．　go）は創造的読み の 研究で 明 ら か に し て き た 原理

を ビ ジ ュ ア ル テ キ ス トの 読解指導 に 活用す る 試み を始 め

た 。 ま た鹿内 q998）は ， わ が 国で 初め て ビ ジ ュ ア ル リテ
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ラ シ
ー

に 関す る文献展望 を行 っ て い る 。 た だ し ， 当時 は

ま だ ビジ ュ ア ル リテ ラ シーと い う用 語が定着 し て い な

か っ た の で 「図形記号解読」 と い う語を用 い て い る。そ

の 後筆者 らは， こ れ らの 研究 を看図作文 の 授業開発研究

に 発 展 さ せ て き た 。

　看図作文 は ， 上 で も少 し触 れた が
， 中国 の 作 文教育 で

盛 ん に 用 い ら れ て い る指導 方法 で あ る 。 看図作文 は ビ

ジ ュ ア ル テ キ ス ト を読み 解か せ なが ら作文 を書か せ て い

く方法 で あ る。看 図作文 の ル ーツ は 中国 に あ る。しか し

筆者 らが提案 して い る の は中国 の 看 図作文そ の もの で は

な い 。中国 の 看図作文 に 心 理 学 ・
記 号論 ・物語論等の研

究成果 を取 り入 れ た 「新 しい 看 図作文」で あ る 。

　 もち ろ ん ，ビ ジ ュ ア ル テ キ ス トを見せ て 作文を書か せ

る方法 は ， わ が 国で も い ろ い ろ行わ れ て い る 。 例えば 4

コ マ 漫画 を も と に 作文 を書 か せ る 実践 も行わ れ て い る。

また ， 絵 を もとに 作文 を書か せ る教材を載せ て い る国語

の 教科書 もある。

　田中 （2008） は ， 金子彦二 郎 （1889〜1958年）の作文教 育

資料 を発掘 して い る。その 資料 に は，既 に 大正 か ら昭和

の 初期 に か け て，絵 を 見 て 作文 を書か せ る実践 が行われ

て い た こ と が示 さ れ て い る 。 看図作文 に 類 した 試み は わ

が国 に お い て も既 に行 われ て い る。 さらに 中国の 国語教

育 で は小学校 1 年か ら 6 年ま で ， す べ て の 学年で 看図作

文 が 取 り入 れ られ て い る 。 ま た 大学入試で も看図作文が

出題さ れ る こ と もあ る。中国 で は看図作文その もの の 歴

史 も古 く， 次の よ う な エ ピ ソード も伝 え られ て い る 。

　中国 の 古典 「岳 陽楼記」の著者 は範仲淹 で あ る。また

岳陽楼 は
， 洞庭湖畔 に 建 つ 建物 で あ る 。 範 仲淹 は ，

こ の

洞庭湖 と岳陽楼 に つ い て の名文 を書い た 。 しか し実際に

は ， 範仲淹 は 洞庭湖 に行 っ た こ と もな け れ ば岳陽楼 に

登 っ た こ と もなか っ た の で あ る。当時 ， 範仲淹 は河南鄭

州に 左遷 さ れ て い た 。そ こ で 友 人 の 滕子京が ，慰 め に
一

幅の 絵 「洞庭 晩秋図」 を贈 っ て くれた 。 それ を喜んだ範

仲淹 は，「洞庭晩秋 図」 と以 前遊 ん だ こ と の あ る 「太湖 」

の 思 い 出を結びつ け て 「岳陽楼記」を書 き上 げた の で あ

る 。名文 の 誉 れ高 い 「岳 陽楼 記」 は，実 は 看 図作文 だ っ

た の で ある 。 範仲淹は中国宋代 の 人 で あ る。看 図作文 は ，

中国 で は こ れ ほ ど ま で に長 い 歴史 と伝統 を持 つ 作文 の 方

法 な の で あ る （恵 2000参照 ）。

2 ．新 しい 看図作文の 提案

　授業改善 ・授業開発 で 大事 な の は，古 い もの を捨 て 去

る こ とで は な い 。 既 に 誰 か が や っ て い る 方 法 を顧 み る こ

と も必 要 で あ る 。そ し て そ れ を，時代 の 要請 に 応 じ て ア

レ ン ジして い く こ とが大切 な の で あ る 。 中国 で 行 われ て

い る看図作文 に 心理学 ・記号論等 の 研究成果 を加 えア レ

ン ジ し た 「新 し い 看図作文 」似 ド，単 に 「看 図 作 文」 と記す）

を筆者 らは提 案 して い る。そ の 詳細 は 既 に 鹿内 （2003）に

ま とめて ある。そ こ で本稿では ， 筆者 らの最近の 研究 を

取 り上 げ紹介 し て い く。

Walker ＆ Chaplin は ビジ ュ ア ル リテ ラ シーを 「〈視覚

的 な もの 〉を解読／制作 す る 能力」（Walker ＆ Chaplin，1997

岸他訳 2001，p．119） と定義し て い る 。 奥泉 （20D6 ）が 紹介

し て い る定義で も，
ビ ジ ュ ア ル テ キ ス トの 読 み 解 き の み

な らず ， 発信 も含 め て ビ ジ ュ ア ル リテラ シ
ー

を捉えて い

る。メ デ ィ ア リ テ ラ シ
ー研究で も，メ イ ン ス ト リーム メ

デ ィ アを読み解 くこ と とオ ル ターナ テ ィ ブ メ デ ィ ア を発

信す る こ と ，
こ の 2 つ を含め た も の と して リ テ ラ シ

ー
を

考 えて い る（例 え ば鈴木，1997）。した が っ て ビ ジ ュ ア ル リテ

ラ シ
ー

の 育成方法を考え て い く場合 ， 次 の 2 つ の 問題 を

解決 し て い く必 要が あ る 。 （1）ビ ジ ュ ア ル テ キ ス トを どの

よ う に 読 み 解か せ る の か 。  読 み解 い た結果 を ど の よ う

に発 信 さ せ る の か 。 筆者 らは ， こ の 2 つ の 問題 を解決す

る方法 と して の 看図作文を提案 して い る 。

　 V ．看図作文授業の 実際

1．ビ ジ ュ ア ル テ キ ス トの 読解

　 ビ ジ ュ ア ル テ キ ス ト を見て ， そ こ か ら意味を読み 解 く

た め に は ， 次 の 3 つ の活動が必要 に なる 。 第 1 は変換 。

こ れ は ，テ キ ス ト中で 記述さ れ て い る概念や 内容を 別 の

言葉に言 い 換え た り， あ る種の記号表示法を他の表示法

に 換えた りす る活動 で ある。第 2 は要素関連 づ け。 こ れ

は，テ キ ス トを構成 し て い る諸要素 を相互 に 関連づ ける

活動 で あ る 。 第 3 は外挿 。
こ れ は ， テ キ ス ト中で記述 さ

れ て い る内容 を越 えて
， 結果 に つ い て 推量 した り発展的

に考 え た りす る活 動で あ る。こ の 活動 分類 は Bloom
，

Hastings
，
＆ Madaus （1971 梶 田 他訳 1973 ） の 教育 目標分

類 学を参考に した もの で ある 漉 内 ・渡辺，1992）。

　 こ の 活動分類 は，ビ ジ ュ ア ル テ キ ス ト読解の 処理 モ デ

ル と し て も活用で き る。また ビ ジ ュ ア ル テ キ ス ト読解の

処 理 モ デ ル を こ れ 以上複雑に す る必要 は な い
。 教師が 教

室で 実際 に 活用で きるよ うに
，

モ デ ル をで き る だ け シ ン

プ ル に し て お く こ と も重 要 で あ る。た だ し授 業の 中で 学

習者に こ れ らの活動を行わ せ る た め に は様々 な 工 夫が 必

要 で ある。

2 ．授業の 工 夫

　Figure　l 「ギ タ
ー少年」 を ビ ジ ュ ア ル テ キ ス トに し た

看図作文授業の 実際 （鹿 内・渡辺 ・栗原 ・伊藤 ・石 田
・菅 原，200の

を見て い く 。

　 ビ ジ ュ ア ル テ キ ス トを読 み 解 くに は 3 つ の 活動が 必要

で あ る。しか し，
こ れ らの活動 をす る よ う に直接教示 し

て も ， 学習 者に 十 分 な 変換 ・ 要 素関連 づ け ・外挿活動 を

行わ せ る こ と は で きな い 。
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Figure 　1

◎yuki ．ishida

　 こ の 3 つ の 中で 変換は 比較的簡単な活動で ある。こ の

ため，「こ の絵に は どん な もの が描か れ て い ま す か ？」 と

い う直接的な 質 問 に よ っ て 変換活動 を引 き出 す こ と もで

き る。「ギ タ ー少 年」絵図 の場合で は ， 「テ レ ビ ゲ ーム 」

「キ ャ ン バ ス 」 な ど と答 え る こ とが変 換活動 に な る。しか

し ， 比較的簡単 な 変換活動 で も
， 直接的 な 質 問 ・教 示 だ

け で は十分 に引 き出す こ と が で き な い
。 例え ば 「ギ タ

ー

少年」絵図 中に 貼 られた 2 枚の ポ ス タ ーは と も に 「ド リ

ブ ル 」に な っ て い る 。 し か し 「ど ん な もの が描かれ て い

ま す か 」 と質問す る だ け で は，学習者は 「ド リ ブ ル 」 を

見逃 して しまう 。 そ の結果 「ドリ ブル の ポ ス タ ー」 と い

う変換 は ほ と ん ど行わ れな い 。

　外挿は さ ら に レ ベ ル の 高い 活動 で あ る。 こ の た め ， 「絵

図 に 描 か れ て い る こ と を越 えて 考え を発展 さ せ て く だ さ

い 」 とい う直接 的 な教示 を与 えるだけ で は ， 十分 な外挿

活動を引 き出す こ と が で き な い 。教師は，直接的な教示

以外の 方法で 変換 ・要素関連づ け ・外挿活動を引 き出す

手立 て を考 えな け れ ばな らな い 。当然 ，ただ 「絵 を見 て

作文 を書 い て くだ さ い 」 と い うだ け で看図作文 を書 い て

も ら え る わ け で も な い 。様 々 な 「授業 の 工 夫」 を考 え る

こ と が ， 看図作文授業開発研究 に と っ て 重要 に な る 。

3 。授業の プ ロ セ ス と作文例

　以 下 の 授業記 録 は鹿内 が ， 高校 の 職業系 ク ラ ス で 行 っ

た授業 の
一

部 で あ る 。

　 ま ず，生徒 た ち に Figure　1 を見 せ て 「こ の 子 （絵 図 中 の

少 年）は 向上 心 が あ る と 思 い ま す か ？」と質問す る 。 す る

と生徒 た ち は，「解き か け の 問題 集」 「途中で と め た ゲ ー

ム 」「描 こ う と し始 め て 何 も描 い て い ない キ ャ ン バ ス 」な

ど の 「要素を 関連づ け」て 「向上心 が な い 」と答え て く

れ る。「こ の 子 は 向上心 が な い 」 と い う多数意見 を確認

し た 後で ，次 の よ うに 授業 を進 め て い く。

　T 　こ れ （サ ッ カーの 絵） は何 し て い ます か ？

　 Sl ボー
ル 蹴 っ て る。

　 T 　 ボー
ル 蹴 っ て る 。 そ うで す ね。 こ う い うふ う に

　　ボール 蹴る の ，なん て 言い ますか ？

　S200 君 ， サ ッ カ ー部だ 。

　 T 　 じ ゃ ○○君。

　S3　ド リ ブ ル
。

　T 　 そ う。 ドリブル で す よね 。 じゃ ， こ っ ち （バ ス ケ ッ

　　 トボール の 絵）は何を して ます か ？

　Ss　ドリブ ル だ 。

　 T　 そ う， どっ ち も ドリブ ル し て る ん で す ね 。 ド リ ブ

　　ル っ て，何の た め に す るん で し ょ う ？

　S4 移動す る 。

　S5 前 へ 進 む 。

　 T 　そ う。移動す る ， 前へ 進む ん で す よ ね 。
こ の子は ，

　　 2 枚 と も ドリブル の 絵 を貼 っ て い ます。とい う こ と

　　 は ，

　Ss あ っ ， あ一 1

　 こ こ ま で 授業 が 進 む と，絵 図中 の 少年 に 対 す る 理解 が

180度変化 し て い く。 「向上心 が な い 」 と思 っ て い た 子 が，

実 は 「前 に 進 み た い 」 とい う願 い を持 っ て い た の で あ る 。

　 こ の研究で 作成 した絵図は， 物の 見方を変える こ と の

大切 さ を気 づ か せ て くれ る 教材に も な る。 ビ ジ ュ ア ル テ

キ ス トの 作成段 階 で も授業を意識 した 工 夫が必要 に な る 。

筆者 ら は ア ーテ ィ ス トに も研究 グ ル
ープ に 加わ っ て も ら

う こ と に よ り ， こ の 問題を解決し て い る 。 本稿で 紹介す

る絵 図 も，筆 者 ら が開発 し た オ リ ジ ナ ル な ビ ジ ュ ア ル テ

キ ス トで あ る。

　筆者 らが提案し て い る 看図作文 で は ，
ビ ジ ュ ア ル テ キ

ス トを読 み 解 く授業をまず行 う。 そ の あ とで ， 読み解 い

た 内容 を作文 に ま と め さ せ る。上述 の 授業記録 の 学習者

は高校生 で あ る が ， Figure　1 は小学校高学年か ら大学生

まで 活用す る こ と が で きる。ただ し小学 生 で 授業 をす る

と き は絵図 中の 少年を小学校高学年児に描 き換 え た も の

を用 い て い る。次 に 小学校 6 年 生 の 看図作文例 を載 せ て

お く。 紙数 の 都合．ヒ，
こ こ で は比較的短 い もの を例示 し

て お く。

　 〈小 学校 6年生 A 児 の 作文例 〉

「ゴ ー
ル を 目指 し て

…．1
　僕 は ， 悩 ん で い た 。僕 の 将 来 の 夢 に つ い て 。ギ

タ ー ・勉強 ・ゲーム どれ も熱中す る 事が で き な か っ

た 。
た し か に

， あき っ ぽ い 性 格 か も し れ な い け ど興

味が わ か な か っ た 。 僕は す べ て 中途半端 。 勉強 もギ

ターも全て と中で や め て し ま う。今，自分が何 を し
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た い の か ・何 に 興味を も っ て い る の か 自分の事な の

に 分か らなか っ た。僕 は，自分を変え た くて い ろ ん

な事 に挑戦 した 。 で も ， や っ ぱ りだ め だ e

　ふ と ， 部屋 をみ わた した。ポ ス ターに 目が い っ た 。

バ ス ケ ッ トボ ー
ル とサ ッ カ ー

の ポ ス タ ー
e 僕 の 好 き

な ス ポ ーツ で 他の 事に は，興味の な い 僕だ け ど，
こ

の 2 つ は ち が う ん だ 。 ギ タ
ー

に は
，
GOAL が な い け

ど こ の 2 っ は，GOAL が あ る 。 自分の 目で 見 え る ん

だ 。 今思 っ た 。
こ れ が興味じ ゃ な い か と 。 僕 の 目指

し て い る の は ，
ゴ ール だ あ ！僕の 事は ， 決 まっ た。

少 しだ け ど， 変 われ た 気 が し た。

　VI．国語教育の ニ
ーズ に 応える

　筆者 ら は，単 に 作文を書か せ る た め だ け に 看図作文 の

授業 開発研究を行 っ て い る わ け で は な い
。 国語教 育 の

＝ 一ズ に 応 え う る 教材開発 ・授業 開発 を心 が けて い る。

優れ た国語教育実践 を重ね て い る遠藤 （1992） も，早 くか

ら 「見 る力」 を育て る 国語の授業 を行 っ て い る 。 遠藤は

ま た 「自己 をふ り返 り， 未来 を探 る に ふ さ わ しい 『見 る

力』 を伸ばす こ と」 （遠藤，1992，p．］44＞ の 必要性を指摘 し

て い る 。 先に挙げた 「ギ タ ー少年」の 絵図 と そ れ を用 い

た 授業 モ デル は，遠藤 の 主張 に 応 え る も0）と し て 開 発 し

た。

　想像 した こ と な どを基 に 物語を書 く活動は ， 新学習指

導要領 で も 「書 くこ と」領域 の 重要 な 「内容」に な っ て

い る。鹿内 ・渡辺 ・栗原
・
伊 藤 ・

石田 く2007），鹿内 ・
兒 玉 ・

石田
・渡辺 ・伊藤 （200S，印刷 中）が 開発 し た看図作文教材

と授業 は ， 物語作 文 の 指導 に 活 用 で きる。

　意見文 ・行事作文な ども指導 が難 しい 文種 で ある。鹿

内 ・栗原 ・渡辺 ・伊藤 ・石田 （2007 ），鹿内 ・渡辺 ・石田
・

伊藤 ・兒玉 （印 刷 中） は ， そ れ ぞ れ 意見文指導 ・行事作文

指導に活用で き る看図作文教材 と授業モ デル を提供 して

い る 。

　小 中学校 の 教師た ち も， 国語教育 の ニ ーズ に 応 え うる

看図作文 方式 を つ く る努力 を し て くれ て い る。三 上 ・三

上 （印刷 中） は中学校の 選択国語 7 時間に看図作文を組み

込 み
， 「看図作文 の 単元学習化」を試み て い る 。 ま た潮来

市立津知小学校 （2008）は ， 3 つ の 学年で 看図作文授業 を

公開す る公 開授業研究会を開催 し て い る。 こ れ ら の 活動

に よっ て，筆者らが提案 し て い る看図作文を ， 多 くの 教

師が共有で き る作文指導法 に し て くれ て い る。

　 さ ら に 鹿内 （2005c ，2006，2007c ）は
， 看図作文 に 関す る わ

か りやす い 解 説 を行 い
， 看 図作文 を実践 した い と い う教

師 た ち の ニ ーズ に 応 え て い る 。

　WI．国語教育に おける心理学の 活用

1．基礎心理学の 活用

　創造的読み ・看図作文 に 限ら ず ， 筆者 ら の 授業開発研

究で は，心理学 の 様々 な研究成果 を活用 し て い る 。 例 え

ば鹿内・
栗原 ら （2007 ） は ， 意見文指導 に 活用可能 な看 図

作文教材 と授業 を開発 して い る。こ の 研究で は，心理 的

リ ア ク タ ン ス が 意見文を書 くた め の動機に な る よ うな 工

夫 を し て い る 。 こ の 授業開発に あた っ て は ， 心理 的 リア

ク タ ン ス に 関す る 多 くの 研究 を参考 に し て い る。

2 ．創造性心理 学の 活用

　鹿内・渡辺 ら （2007 ） は ， 創造的看図作文 を書か せ る 方

法を提案 し て い る。創造 的看 図作文 を書 か せ る 授業で は ，

創造性心理学 に 関す る 知見が必要 に な る。鹿内 ・渡辺 ・

石 田
・
伊藤 。

栗原 （2008） は ， 創造的思考開発技法の
一

っ

で あ る イ ン プ ッ ト ・ア ウ トプ ッ ト法 を活用 し た看図作文

授業を開発 して い る 。 イ ン プ ッ ト。アウ トプ ッ ト法 とは ，

「G ・E 社 （ジ ェ ネ ラ ル ・エ レ 外 リッ ク 〉が 主に 機械設計 （と

くに 自動 装置）に使 っ た 方法で ， 制限条件の ワ ク 内で最初の

状態 （イ ン プ ッ ト） を展開 して ， 最後の状態 （ア ウ トプ ッ ト）

に た どりつ こ う ，
とす る考 え方」（産 業能率短 期大 学，1970，p．

151） で あ る。イ ン プ ッ ト ・ア ウ トプ ッ ト法 に よ る看図作

文で は ， 絵図を 2 枚用 い る 。 ま た学習者が発展 させ る べ

き 思考 の 方向性 が 2 枚 目 の 絵 （ア ウ トプ ッ ト）で 示 さ れ て い

る 。 こ の 方法で は，学習者は ， イ ン プ ッ トの絵 とア ウ ト

プ ッ トの 絵の 問に入る情報を外挿 して い けばよい
。 こ の

た め ， 学習者の外挿活動 を引き出すた め に教師が行 うべ

き授業の 工 夫 は 比較的簡単 に な る。適度な曖昧性 を持 っ

た 絵を提示 す る と，学習者は楽 しみ な が ら情報を産出し

て い く こ と が で き る 。 次に挙 げ る 2 幅は学習者か ら も授

業をす る 教師たちか らも好評 を得て い る絵図で あ る 。

　授業記録等は省略す る が，Figure　2 ・Figure　3 を用 い

た 小学校 6年生 の作文例 を
一

つ 紹介 し て お く 。

　 〈小学校 6年生 B児の作文例 〉

　
一

郎 と い う名前の ， 若い 郵便屋が い た。彼は 五 年

前に 家 を出て か ら ，

一
度 も家に帰 っ た事は無か っ た

が ，あ る日の 事，その 故郷 へ 帰 る事 に な っ た の だ。

な ぜ な ら ， 自分の 父 へ あて られ た 手紙 が
， 郵便物の

中 に まぎれ こ ん で い た か らだ。

　
一
郎 は静か に ， 自ら の 家 の 戸 を た た い た 。返 事 は

な い 。 も う
一
渡 た た く。や は り返事 はな い 。仕 方な

く，彼 は 戸 をあけ，ほ っ と し た。父 は ね む っ て い た

の だ 。

一
郎は安心 す る と ， 部屋 の 中を見 回 し た 。 父

の 机の 一ヒに，小包や ，手紙が た くさん の っ て い た。

ふ と
，

一
郎は

， 父 の 手 に 万年筆が 固 く握 ら れ て い る

事に気付 い た 。 手紙を書 い て い た の で あ ろ うか 。 あ
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Figure　2

◎yUki．ishida

Figure 　3

◎ yuki ．ishida

て先は …。「
一

郎」。一瞬，彼は と ま ど っ た。机 の 上

に 置か れ た 小 包や 手紙 に書 か れ て い た の は ，全 て

「
一

郎 」 だ っ た。一
郎 ，

・一
郎…。そ の 名前の持 ち 主

は，一
つ の罪悪感 を感 じた ようだ。父 の 手か ら万年

筆を取 る と，自分 の 持 っ て い た あ りあわ せ の 紙 に ，

ふ る え る 手で こ んな文を書 い た 。 「父 さ ん ご め ん な

さ い 。」そ し て 机 の 上 に
， 仕事で 届 け る は ずだ っ た手

紙 を置 き，そ の か わ りに 父 の 手紙 と小包 を両 うで に

か か えた 。 もち ろ ん ， 家を 出る時に 自分 の 書 い た手

紙 をひ らり， と落 とす の も忘 れな か っ た 。

　
一

郎 の 父 が 目覚 め た 時，一
郎 の 姿は なか っ た。だ

が ， 入 口 に落ち た 手紙を見て ， 彼は ゆ っ くり と ほ ほ

えんだ 。

くこ と に対す る内発的動機づ け を高め る こ と を確か め て

い る。看図作文 は ， 確実 に学習者 の 内発的動機 を高め る

指導法 で あ る。

　質問紙法を入 れ た研究は ，

一度 くら い は して お く必要

が あ る だ ろ う。し か し，す べ て の 授業 開発研 究 で 調査 を

入れ る必要 は な い 。 実践家や，実践 に っ い て 本 当 に 考 え

て い る研究者な ら ， 学習者 の 様子 を 見 る だ けで 動機 づ け

の 程度 くらい は 簡単 に 把握で き る 。 し ょ っ ち ゅ う質問紙

調査を 入れ る こ と は 実践 の 妨 げに す ら な る。鹿内 ・兒玉

ら （2008）は ， 授業記録 と映像記録 に よ っ て ， 学習者の 動

機 づ けが 高 ま っ て い く様 子 を報告 して い る。教育実践 に

関わ る 研究は，こ の よ うな研 究法 をもっ と積 極的 に 取 り

入れ て い くべ き で は な い だ ろ うか 。

　鹿内 ・渡 辺
・
伊 藤 （2005 ），鹿内 ・渡辺 ・栗 原

・
伊藤 ・石

田 伽 08）は ， 視点変更を促す 看図作文授業を提案し て い

る 。視点変更 は 創造性 開発 の 重要 な 技法 で あ り，こ の 研

究に も創造性心理 学の研究成果が反映さ れ て い る ．

　筆者は 看 図作文以外 に も創 造性心理学 の 成果 を活用 し

た 国語 の 授業 づ く り を試 み て い る。鹿 内 （印刷 中 b） で は

Finke，　Ward ，＆ Smith （1992小橋 訳 1999） の ジ ェ ネ プ ロ

ア モ デル を活用 し た 詩の 創作指導 を行 っ て い る。こ の 研

究 で は ジ ェ ネ プ ロ ア モ デ ル は 詩 の 創作授 業 をつ くる 際 の

良 い モ デ ル に な る こ と が 示 さ れ て い る 。

3 ．動機 づ けの 捉 え か た

　 「動機づ け」も心理学の 重要な概念で ある 。 吉田 （2008）

は質問紙法 を活用 す る こ と で ，看図作文体験が 作文 を書

　Vll1，研究の 発展 と課題

1．活用力を育て る

　写真 も読 み 解 きの 対 象 と な る ビ ジ ュ ア ル テ キ ス トで あ

る 。
こ の こ と は名取 （1963）に よ っ て ， 早 く か ら指摘さ れ

て き た 。 また ， 開発教育
・
国際理解教育 で 用 い ら れ て い

る 「フ ォ トラ ン ゲージ 」 幗 際協力 推 進 協 会，2001） も，写真

の読み解 き を伴 う活動 で あ る 。 筆者 ら も ， 写真 を ビ ジ ュ

ア ル テ キ ス トに した 授業開発研究を進め て い る 。 次 の 3

つ の 研究 で は ， 写真 を ビ ジ ュ ア ル テ キ ス トに し て い る。

　鹿内 ・伊藤 ・石 田 ・渡辺 ・伊藤 伽  7） は ，
ビ ジ ュ ア ル

リ テ ラ シ ーをキ ャ リア 教育 に 活用 す る こ と を 目的 に し た

授業開発を行 っ て い る 。 ま た ， こ の研究 は ， 大学初年次

教育 に も活用 で き る よ うに ま と め て あ る。
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　鹿 内 ・伊藤 ・石 川 ・伊藤 ・石 田 ｛2008）， 鹿内 ・伊藤 ・石

田 ・伊藤 ・石川 ・渡辺 （2｛｝  は ，
ビ ジ ュ ア ル リテ ラ シ ー

教育を景観教育 に 活用 して い く可能性 を検討 して い る
。

　現在 「活用力を育て る」 こ と も ， 国語教育改善 の キ
ー

ワ ードに な っ て い る。下田 （20U8）は ， 「活用 型 の 教育」に

必 要 な教 材 づ くりの 要 点 を次 の よ う に ま とめ て い る。

「教材が 児童 生 徒を 取 り巻 く 日常現 実社会 と の つ な が

り ・文脈 の なか で 作 られ る こ とが必要で す 。 ま た ， 匚1常

現 実社会で 生 きる 人 間 と の つ なが り ・文脈 の なか で 作 ら

れ る こ と も必要で す 」〔下 田，2008bP．18）。 鹿内らが 行 っ て

い る ビ ジ ュ ア ル リテ ラ シー
の 授業開発 に 関す る

一
連 の 研

究 で は ， 「日常現実社会 との っ なが り」 を重視 した教材開

発 を行 っ て い る。ビジ ュ ア ル リテ ラ シ
ー

を何 に 活用す る

の か ， と い う こ と を考え た 研究を今後 も進め て い き た い 。

　 ビ ジ ュ ア ル リテ ラ シ
ー

の 教育 は，「人 間 と の つ なが り」

を強め る教育 方法 に もな りうる 。 例 えば ， 看図作文 は

「協同学習を活性化す る方法 に もな る。筆者が 提唱 す る

『あた らしい 看図作文』で は ， 適度な 『曖昧 さ』を も っ た

絵図テ キ ス トを学習者に 読 み解か せ る。絵図 テ キ ス トに

適度な 「曖昧さ」 が あ る た め ， 学習者 に よ っ て ，そ の 読

み 解 き に 微 妙なズ レ が で て くる 。
こ の ズ レ が 協同学習で

の 話 し合 い を活性 化 させ る」樋 内．印刷中 a ）。協同学習の

ツ ー
ル と し て看図作文 を活用す る研究 も継続 し て い き た

い 02

．教育心理学研究者の実践力

　 「教育」に ウ ェ イ トを置い た 厂教育心理学 」を研究 して

い る者 は ， 自らが研究 し て い る こ と を 自ら実践 で き な く

て は な ら な い
。 筆者は 「創 造的読み 」 も 「看図作文」も ，

自分で提案し て い る こ と は す べ て ，自分 で 何度 も授業 を

行 っ て きた 。 ま た ， 各地の学校や研修会か ら の リ ク エ ス

トに応 じ た模擬授業や ワ
ー

ク シ ョ ッ プ を， 筆者 自らが

行 っ て い る 。

　 リテ ラ シ
ー

に 関 する研究 も同様で あ る 。 前述 し た よ う

に最近 の 研究で は，テ キ ス トの 読解 と読解結果 の 発信 を

セ ッ ト に して リテ ラ シ ーを捉 え て い る 。 鹿内 （2008） は，

わずか 4 行 の ア イ ヌ 古謡 を創造 的 に読 み解 き ， そ の 読み

解 き結果 を映像作品 に仕上 げるプ ロ セ ス を解説 して い る 。

さ らに 実 際 に ， 映像作品 制作 を プ ロ デ ュ
ー

ス し
，

テ レ ビ

メ デ ィ ア を通 して 発信 して い る （石 田 ・石 田 ・鹿 内，20UR ）。

　教育心 理学が本 当 に 実践 に関わ ろ う とす る な ら，教育

心理学の研究者 も自らの 実践力 を磨 い て い く必要 があ る

の で は な い だ ろ う か 。
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