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研究成果の概要（和文）：　本研究では，異なる生活・実践文脈を背景とする話者同士の生産的な対話を示す
「共創的越境」を可能とする人材育成を志向した大学教育の方法・評価法について検証を進めてきた。
　理論研究としては，学習者間のコミュニケーションを志向する教育研究者が多く引用する，ロシアの心理学者
ヴィゴツキーと文芸学者バフチンの理論研究を進めてきた。実践研究としては，大学生100名前後の大型講義を
含む複数の授業を対象に，共創的越境への参加能力を高める為の教育法を開発・実施してきた。さらに，受講学
生を対象とした質問紙調査や面接調査を実施し，これらの成果を踏まえた，共創的越境力の評価方法の開発も行
ってきた。

研究成果の概要（英文）：　   This research project developed educational methodologies and 
evaluation systems to promote university students' abilities to participate in productive dialogues 
with those from different backgrounds. I have termed this type of dialogue "co-creative boundary 
crossing".
      I examined the psychological theories of L. S. Vygotsky and the dialogical theories of M. M. 
Bakhtin, which have frequently been cited by educational researchers aiming to promote interactions 
between students in classrooms. I developed educational methodologies for university classes, 
including large-scale lectures with about 100 students. These methodologies can help students to 
improve their capacity for co-creative boundary crossing. Finally, I developed evaluation systems to
 assess the co-creative boundary crossing abilities of students, utilizing theoretical and practical
 research outcomes.

研究分野： 教育心理学

キーワード： 大学教育　学問知　実践知　分かったつもり　アクティブラーニング　共創的越境　グローバル人材　
対話
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 大学において多くの学習者が抽象的な理
論知を示す「学問知」を、社会実践の現場で
蓄積された具体的な知見を示す「実践知」と
結びつけることができない、浅い言語認識に
とどまる傾向にあることが指摘されている
（田島, 2013）。田島は、この傾向を「分かっ
たつもり」と呼ぶ。 
 一方、学問知には本来、具体的な実践知を
一般的価値のある理論へと抽象化し、異なる
複数の実践知と比較検討を行うことを可能
とする機能があると考えられる。異質な実践
的文脈を背景とする者（以下「他者」と呼ぶ）
との間で異なる見解をすりあわせ、新たな知
見を創出できる創造的なコミュニケーショ
ンを、本研究では「共創的越境」と呼ぶ。 
 本研究は、学問知の特長を活かし、個々の
社会的活動に関する実践知を理論的視点へ
と昇華させ、他者との交流を通して実践的課
題を解決できる、共創的越境への参加力（以
下「共創的越境力」と呼ぶ）を促進し得る大
学教育の方法および評価法の開発・効果検証
を行うものである。そのため大学生の学問知
の理解を、分かったつもりの水準にとどめず、
社会現場における実践知と創造的に接続し
得る対話力およびリテラシーを育成するこ
とが目指される。 
 この種の教育としてすでに実施されてい
るプログラムとして、学生が在学中、学外の
企業や教育現場などを定期的に訪問し、そこ
で学ぶ実践知と学問知を接続するインター
ンシップなどの実践体験型演習があげられ
る。しかしこれらの演習において、現場で学
ばれる実践知と大学で学ばれる学問知を接
続する省察が、自主的に参加学生によってな
されることは困難であり、かえって学問知学
習の軽視につながる場合もあるという課題
が指摘される（田島, 2014）。またこのような
教育システムの維持にはかなりの労力が必
要であり、教員養成を主目的とする教育学部
など特定の社会実践との接続が必須である
学部以外で実施することは容易ではない。そ
のため、大学授業改革の普遍的なモデルには
設定しにくいという問題も指摘できる。 
 そこで本研究では、大学内で実施される正
課の授業において、学問知を介した共創的越
境を可能とする方法論を探る。さらに、この
種の教育を多くの大学教育現場において普
及させるため、20 名程度の履修者を対象とし
た小型の「ゼミ型授業」および、100 名程度
の履修者を対象とした大型の「講義型授業」
においても実施できるモデルを提供する。さ
らに、それぞれの授業モデルに対応した教育
評価法も開発する。 
 大学生の共創的越境力を促進する教育方
法・評価法開発に関連する先行研究としては、
学習者による情報収集・資料分析・発表活動
などの主体的な学習を示す「アクティブラー
ニング」を実現するための教育方法・評価法
開発に関する諸研究があげられる。しかし申

請者が本研究を開始した当時、学問知の抽象
化機能に着目し、それを異質な活動文脈を背
景とする他者との創造的な相互交流の実現
に活かすことを中心的な目標として設定し
た実践研究はなかった。その点において、本
研究の新奇性が認められる。 
 本研究が着目する共創的越境力は、異質な
文化的価値・見解を持つ人々と協働しながら
創造的な仕事を進めることができる能力を
示す「グローバル人材」（文部科学省）に関
わる重要な能力の一つにも位置づくと考え
ている。学問知の持つ本来的な機能に着目し、
グローバル人材の基盤的な能力に位置づく
共創的越境力の育成に関する普及型の教
育・評価モデルを提供することは、現代社会
における大学教育の実践的価値を確認し、高
めていく上で意義があると考えている。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、上述の問題意識に基づき、大
学教育における大学生の共創的越境力を育
成し得る教育方法と評価法の開発・実施およ
びそれらの効果検証を行う。具体的には、以
下の三つの観点から検討を行う。 
 第一に、共創的越境の定義および、共創的
越境力を目指した学習者の成長像について、
理論的な根拠づけを行う。また大学における
教育方法および評価法の最新事情について
も情報収集を進め、共創的越境力を促進する
教育実践の開発に役立てる。 
 第二に、以上の理論研究の成果をもとに、
共創的越境を教室内で実現し、また履修者の
共創的越境力を促進し得る教育方法の開発
および実施を行う。これらの教育方法は、少
人数を対象としたゼミ型授業および、大人数
を対象とした講義型授業ごとに開発を進め、
これらの実践に対する効果検証も合わせて
行う。 
 第三に、以上の授業を通して学生が習得す
ると考えられる共創的越境力を適切に測定
する教育評価法の開発および実施を行う。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、目的において述べた観点を背
景とし、以下の研究プロジェクトを企画し、
検証を行う。 
 
(1)共創的越境の定義およびその実現を目指
す学習者の成長モデルの提案（理論研究） 
 
 学習者間のコミュニケーションを重視す
る授業研究を行う専門家の間で、国際的に高
く評価されるロシアの心理学者・ヴィゴツキ
ーの教育・発達心理学に関する諸理論および、
同じくロシアの文芸学者・バフチンの対話に
関する諸理論に着目する。これらの理論的視
座から、共創的越境および、共創的越境力を
目指した学習者の成長像に関連する概念に
ついて整理・検討を行う。 
 また大学における教育方法および評価法



の最新事情についても検討を行う。 
 
(2)共創的越境力の育成を目指した教育方法
の開発および効果検証（実践研究） 
 
 大学授業に参加する学生を対象にした、以
下の検証を行う。 
 
①ゼミ型授業の開発 
 履修者自身がテキストを読解し、その内容
についてプレゼンテーションを作成・発表し、
他の履修者からの質問を受ける、共創的越境
の実現を目指したゼミ型授業の開発を行う。
この授業では、具体的な社会問題について、
授業で導入された抽象的な学問知を活用し、
これらの問題に関連する複数の実践知を収
集・分析することで、その解決を図るという
課題を設定する。この種の授業における学習
者間のコミュニケーションを越境的なもの
にするためには、発表を聴く他の履修者が、
授業文脈を共有しない異質な他者の立場か
らリアルな批判的質問を行えるようになる
必要があることが知られている（田島, 2014）。
本授業ではこの知見を生かし、履修者が互い
に他者としてふるまうこと、他者として行う
コミュニケーションがリアリティをともな
う越境のパフォーマンスになることを可能
とする条件設定について検討を行う。そして
履修者の扱う学問知が、この共創的越境を促
進する上で果たし得る役割についても分析
を進める。 
  
②講義型授業の開発 
 教員の視点から情報提供された学問知を
介し、複数の実践的背景から学生同士で批判
的検証を行う越境型のグループ活動を導入
した、講義型授業を開発する。特に、この学
生間のコミュニケーションが新たな知を創
出する共創的越境となり、（分かったつもり
ではなく）多面的な実践知を相互検証するも
のとして学問知を機能させ得る介入法の検
討に注力し、その効果を検証する。 
 
 (3)共創的越境力を測定する教育評価法の
開発および効果検証（実践研究） 
 
 （1）の理論研究および（2）の研究授業に
関する実践研究の成果を受け、学生の共創的
越境力を測定する評価方法について開発を
行う。この評価方法は、ゼミ型授業用と講義
型授業用に分けて開発する。 
 
①ゼミ型授業向け評価方法の開発 
 ゼミ型授業に向けた評価法では、a)研究発
表者と他者の立場から質問を行う聞き手と
の間で展開されるコミュニケーションの質、
b)研究発表資料に見られる聞き手（他者）の
視点への配慮の程度、c)研究発表資料の論理
性の程度の三観点から共創的越境力の定義
を行い、これらの行動を促進し得る学生評価

を行う。 
 
②講義型授業向け評価方法の開発 
 講義型授業に向けた評価法では、授業内に
おいて実施した学生間のコミュニケーショ
ン経験に近似するレポート課題の設定を行
う。具体的には、学習内容に関して、異質な
他者との交流を想定した問答型のレポート
を作成させ、その問答が共創的越境の定義に
該当するものかどうかを検証する。また同時
に、従来型の学術的レポートも実施し、その
評価との比較から、新規に設定した問答型の
課題評価の妥当性も検討する。 
 
４．研究成果 
 本研究で設定した研究プロジェクトごと
に、研究成果を報告する。 
 
(1)共創的越境の定義およびその実現を目指
す学習者の成長モデルの提案（理論研究） 
 
 研究期間の前半では、ヴィゴツキーの教育
心理学に関する理論研究を重点的に実施し
た。その結果、ヴィゴツキーは異質な文脈を
背景とする他者を相手とする書きことばを
典型例とする越境的なコミュニケーション
を可能にしていく成長を「発達」と呼び、学
校で教授される学問知（科学的概念）の抽象
性を操作することを通して、この発達が達成
されると捉えていることが分かった。そして
学問知の抽象性を駆使することで、時空間を
異にする複数の関連する実践知（生活的概
念）の相互参照を可能とし、また総合的に考
察できるようになるとヴィゴツキーが考え
ていることが明らかになった。さらにヴィゴ
ツキーが捉える、この種の生産的な交流（学
習者の思考における内的交流も含む）は、本
研究において提唱した共創的越境の定義に
合致することも確認できた。 
 そしてこの種の交流を実現する実践とし
て、ヴィゴツキーも引用するロシアの演劇
家・スタニスラフスキーの俳優教育（同じ脚
本を共有する俳優同士のロールプレイを、
各々の俳優独自の思考文脈を深めていくこ
とで、異質な他者同士の緊迫感あるリアルな
コミュニケーションにしていく介入法）を応
用することが有効であることも示唆された。 
 後半では、バフチンの対話理論を中心に検
討した。その結果、バフチンは特定の活動文
脈の中で自動的に受け入れられ、自明視され
てきた世界観が、他者との交流を通じて揺り
動かされ（異化され）、異質な視点を持つ相
手との対話により、新たな世界観の獲得を可
能とすることを重視していることが分かっ
た。このバフチンの捉える対話モデルは、本
研究の共創的越境に関連し、さらにその具体
像を明確化するものと考えた。 
 以上のヴィゴツキー・バフチン論の視点か
ら、本研究で目指すべき共創的越境とは、異
質な他者との異化的な相互交流を通じ、学習



者自身の視点から自分自身の知識を柔軟に
再解釈する活動であることが確認された。ま
た、この共創的越境力を得るまでの成長過程
に学問知が貢献し得ることも、理論的に根拠
づけられた。また共創的越境力を促進させ得
る方法・評価法として、演劇理論に基づくロ
ールプレイ型の介入法に着目し、最新の大学
教育研究の知見も参照しながら、その実施可
能性について検討を行った。 
 これらの成果は学会発表、著作、学術誌等
で発表し、教育改革に関わる基礎的な理論研
究として、複数の学術誌において引用される
などのインパクトを与えた。 
 
(2)共創的越境力の育成を目指した教育方法
の開発および効果検証（実践研究） 
 
 共創的越境力の育成を目指したゼミ型授
業と講義型授業を開発した。研究期間内にお
いて、ゼミ型授業は計 3 回、講義型授業は計
4 回実施した。 
 ゼミ型授業では、教育心理学に関する課題
テキストから学んだ学問知に関する研究発
表を行わせ、この発表を聴く他の履修者に対
し、他者の批判的な視点から具体的な社会問
題（実践知）との関連づけを求める質問を行
うよう指導した。この質疑応答がリアリティ
をもった交流になるよう演劇論を応用した
介入を行った結果、他者による批判的な見解
などの視点を取り込み、新たな視点を創出す
る共創的越境がみられるようになった。また
発表資料の内容分析から、学問知を効果的に
使用することで、他者が持ち込む複数の実践
知の関係を総括的に解釈し、共創的越境を実
現することにつながることも分かった。 
 この基礎的な授業研究を踏まえ、海外に滞
在経験のある学生を対象とし、異文化状況の
中で見知った問題（実践知）について、大学
において学んできた学問知を活用した解決
策を探る研究を行わせる発展的授業（「世界
と越境するフォーラム」と名づけた）も開
発・実施した。上記の授業と同様、参加者は
学問知を介した実践的な問題解決を創造的
に探る共創的越境を相互に行えるようにな
ることが明らかになった。 
 講義型授業では、生徒指導論に関するテー
マを対象とし、受講者 100 名程度を対象とし
たプログラムを開発した。講義を通じて学ん
だ学問知について、異なる関心を持つ関係者
を想定したロールプレイ型の議論活動を導
入し、演劇論を応用した介入を行った。異質
な関心を持つ他者の役割をリアルに演技で
きるようになり、その視点から学問知の解釈
を批判的に迫る対話を導入することが、この
種の議論を複数の実践知間の関係を創造的
に解釈する共創的越境にしていくポイント
であることが分かった。 
 また以上の実践プログラムの実施を通じ、
他者の役割を担う相手との信頼関係が、互い
の発話に対する批判的な検討を促進すると

いうことも分かった。 
 これらの授業開発に際し、民間企業の人材
開発に関わる複数の実践家への意見聴取も
行い、実社会において発揮し得る実践的能力
の養成につながることを確認した。 
 以上の研究成果は、学術誌・学会発表・著
作などで発表したほか、研究代表者が所属す
る東京外国語大学における FD 研修会におい
て、学内の教員へのフィードバックを行った。 
 
(3)共創的越境力を測定する教育評価法の開
発および効果検証（実践研究） 
 
 ゼミ型授業に準拠した評価法を開発する
ため、発表資料及び質疑応答の質に関する基
準を設定した。これらの基準は、（1）の理論
研究および、（2）の授業実施を通して得られ
た知見にもとづき、他者の批判的な視点から
発表内容について検討を行い、また批判的な
質問に応じることで新たなアイディアを創
出する共創的越境の特徴を示す能力を定義
づけたものであった。この基準をもとに学生
が行う発表の内容や質疑応答を教員が評価
し、形成的な助言を行う介入を行ったところ、
授業開始当初と比較して、学生間の共創的越
境を増加させる効果が認められた。 
 また発展授業である「世界と越境するフォ
ーラム」において、上記の評価基準を使用し
て、聞き手となった履修者が発表を行う履修
者を評価するピアビュー制度を取り入れた
ところ、学生間の共創的越境を促進する上で
の一定の効果が確認された。 
 講義型授業に準拠した評価法として、授業
中に実施した議論活動を反映した、異質な他
者との交渉プロセスを想定した対話型レポ
ートの開発を行った。設定された課題につい
て、授業で学んだ学問知を活用し、異質な関
心を持つ他者の批判的な質問および，その回
答を学習者本人が書き込んでいく越境的対
話を展開する形式のレポートであった。従来
型のレポートを組み合わせて開発した評価
法を実施した結果、従来型のレポートで高評
価を得た学生の対話型レポートは、低評価だ
った学生のものと比較して、ゼミ型授業に準
拠して定義づけた共創的越境の特徴がより
強く見られたことが明らかになった。またこ
のようなレポート課題を事前に学生に提示
することで、授業中に展開する越境的対話へ
の共創的な参加を促進できる可能性も示唆
された。 
 なお以上の研究成果は、学術誌・学会発
表・著作などで発表を行った。さらにこれら
の研究成果が評価され、高等教育研究の専門
家として、学校現場の教員を対象とした教員
研修・講演会などの講師を複数回にわたり担
当する機会を得た。 
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