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小学校 の 異文化理解学習にお ける実体験の 効果

一 日本の 近隣諸国の食文化を事例と して -

永田 成文
1)

･ 夏 著揚
2)

･ 増山 稔
2)

三 重大学大学院 の ｢社 会科教育特論 演習 Ⅱ｣ で は
､ 目標 ･ 内容 ･ 方法を設定 し た異文化理 解 に関す る教材 を検

討 し
､ 開発 し た異文化理 解学習 を実践 し､ そ の 目標 が達成 で きた の か を分析 して い る｡ 開発 した学習 は日本の ラ

ー

メ ン は異文化で あ る と い う中国人留学生 の 視点 か ら
､ 中国と 日本 の ラ ー メ ン の 異 同か ら東 ア ジ ア 文化 圏に お け る

食文化の 交流や 地域性 を と ら え る こ と をね ら い と して い る｡ 北立誠小学校 と栗真小学校 の 協力 を得 て､ 学習 問題

を設定す る際 に､ ラ
ー

メ ン の 試食 と い う 実体験 を活用 し た学習 と写真 で 代用す る学習 の 比較実践 を行 っ た｡ 実体

験を 活用 した学 習 は
､ 食文化 に対 し て 様々 な観点か ら関心が 高 まり､ 地域的特殊性 を踏 まえ た思考も深ま っ たが

､

活動そ の もの に対 す る関心が 強く､ 地域性を踏 まえ た食文化 の 交流実態 の 認識や 意識が 弱 い こ とが わ か っ た｡

キ ー

ワ
ー

ド : 異文化 理 解､ 食文化 の 交流 ､ 地 方的特殊性､ ラ
ー メ ン

､
実体験

Ⅰ . 小学校社会科 に お ける異文化理 解学習の

現状と課題

現行 の 平成 1 0 年度版学習指導要領 に お い て
､ 小学校

社会科 に お け る異文化理 解 に 関す る項目 は､ 第 6 学年 の

内容(3) ア ｢ 我 が国 と経済 や文化 な ど の 面 で つ な が り が

深い 国の 人々 の 生活の 様子｣ が 該当す る｡ この 項目で は､

外国の 人 々 と共 に 生 き て い く た め に は異 な る 文化や 習慣

を理 解 し合う こ と が大切 で あ る と し
､ 我 が 国と 経済や 文

化 の 面 で つ な が り が深 い 国の 人々 の 生活 の 様子 を調 べ る

よ う に な っ て い る｡ 日本 の 近隣諸国 で ある中国や韓国 は､

経済的 ･ 文化的 な交流 が益 々 活発 に な る と予想 さ れ､ 調

べ 学習 の 対象と し て 取 り上げら れ る傾向 に あ る｡

日本と 中国や 韓国 な ど の 近隣諸国 は歴史的 に 文化 の 交

流が な さ れ て お り､
1 つ の 文化圏 を形成 し て い る｡ 近隣

諸国 を事例と し た教科書 の 内容 を み る と
1)

､ 近 隣諸国 か

ら 日 本 へ どの よ う な文化 が 伝わ っ て い る の か と い う文化

の 交流 の 事実 が強調 さ れ て い る 以 外 は､ 欧米諸国を 事例

と し た場合 と 同様 に ､ どの よ う な文化 が あ る の か ､ 日本

と比較 し て ど の よ う な共通点 や相違点 が あ る の か に つ い

て 学習す る よ う に な っ て い る｡

小学校社会科 に お い て
､ 日本 の 近隣諸国 の 文化 を取 り

上げる場合､ 児童 に 意識 しや す い 身近 な地域 に お け る具

体的な 事例を 通 して ､ 日本 と近隣諸国 と の 文化 の 交流 そ

の もの を 考察 し､ 文化の 交流実態を と らえ る学習 と な る

必要 が あ る｡

1) 三 重大学教育学部

2) 三 重大学大学院教育学研究科

Ⅱ
. 研究の 目的と方法

現行 の 学習指導要領 か ら設定 さ れ た総合的な学習の 時

間で は､ 学習活動 の 1 つ と し て 国際理 解 が例示 さ れ て い

る｡ 社会科 と総合的な学習 の 時間 は教材 と し て 重 な る部

分が 相当あ り､ 自由裁量 の 幅 の 広 い 総合的 な学習 の 時間

で は体験的な学習 が重視 さ れ て い る
2)

｡ 総合的な 学習 の

時間 の 異文化理 解 に 関わ る学習 で は､ 食 べ る
､ 着 る､ 祭

り を する な ど の 異文化体験が 学習 の 中心 と な り､
こ の よ

う な実体験 を通 し て
､

児童が 興味を 持 っ た こ と を調 べ る

学習 へ と 発展 して い る ｡ 社会科で も実体験の 活用 は重視

さ れ て い る が ､ 対象地域 の 文化 の 特色や 日本と 比較 して

共通点 や相違点 を 把握 した後 に ､ 発展学習と して 実体験

が活用 さ れ て い る｡ 社会科 で は､ ｢ イ ン ド で は ど う し て

こ の よ う な カ レ ー を食 べ る の か｣ と い う学習問題 を設定

し た り､ 学習問題 を考察す る た め に ､ 実際に カ レ ー を食

べ る な ど の 実体験 を活用 し た学習
3)

は少 な い
｡ 教育活動

全体と して ､ 社会科 で 異文化理 解 の 内容面 を扱 い
､ 総合

的な 学習の 時間 で 体験面を 設定す る学習が 考え られ るが､

こ の よう な 実体験の 活用が 児童の 異文化 へ の 関心 の 高ま

り や思考の 深ま り や 認識の 深ま り に どの よう な効果が あ

る の か は十分に 明 らか に さ れ て い な い｡

本研究 の 目的 は､ 日 本と近隣諸国と の 文化 の 交流実態

を と ら え る異文化理 解学習を開発 し､ こ の よ う な異文化

理 解学習 に お け る実体験 を活用す る効果 を実証的に 明ら

か に す る こ と で あ る｡ 本研究 の 方法 と し て ､ 日本 と近隣

諸国と の 文化 の 交流実態 を と らえ る異文化理 解学習 を開

発 し､ 学習問題 の 設定 の 場面 で 実体験を 活用す る学習 と

活用 しな い 学習の 比較実践を 行い
､ 異文化 へ の 関心 ･ 思

考 ･ 認識 に どの よう な 効果が あ る の か を 分析す る｡
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Ⅲ
. 文化の交流実態をとらえる異文化理解学習

1
. 内容原理

異文化理 解学習 の 導入 と な る小学校段階 で は､ 対象地

域 の 人 々 の 生活全般 に 関 わ る衣 ･ 食 ･ 住､ 年中行事 や､

児童 の 生活 に 関わ る学校 の 様子 や遊 び等 の 物質文化 に 属

する文化事象
4) が 対象 と な る｡ そ の 中で ､ 近隣諸国と 児

童 の 身近 な地域 で 文化 の 交流実態 を 日本 の 立場 か ら具体

的 に つ か みや す い 文化事象 を取 り上げる｡ こ の よ う な文

化事象 に つ い て ､ 日本 と近隣諸国で ､ 似 て い る と こ ろ や

異 な っ て い る と こ ろ を を把握 し､ そ の 背景を考察する こ

と で ､ 近隣諸国 か ら 日本 へ 文化事象 が伝 わ り､ そ れ が 日

本独自 の 文化事象 と し て 変容 して い っ た こ と や ､ 文化事

象 に は地域性 が あ る こ と を っ か む 内容 と な る｡

2
. 方法原 理

小学校社会科に お ける 一

般的な異文化 理 解学習で は､

対象国と 日本の 文化を比較 し
､

日 本と 異 なる文化 の 認識

に重点がおかれ て い る｡ この よう な学習 で は､ 対象国と 日

本の 文化の 交流実態が とらえにくい
｡ 日本と近隣諸国の 文

化の 交流実態をと らえるために ､ 国 と国 との 視点 か らで は

なく､ 同じ文化圏 とい う視点から文化の 共通点や相違点 を

把握する｡ この 視点か ら､

一

般 的共通性 を有す る文化事

象が交流 に より各地域 に伝 わり､ 地域独自の 文化と して 変

容し
､

地方的特殊性を有する こと をつ かむ (図 1 参照) ｡

図 1 文化 圏内で の 交流 と 変容

3 . 授業構成

日本 と近隣諸国 の 文化 の 交流実態 を と ら え る異文化理

解学習 で は､
ス コ

ー プ と し て 衣 ･ 食 ･ 住 や年中行事等 の

文化事象 を､
シ - ク エ ン ス と し て 文化 の

一

般的共通性 や

地方的特殊性 を記述､ 説明､ 判断す る研究 と い う学習方

法
5)

を採用す る｡ 記述 で は､ 身近 な地域 で み ら れ る 近隣

諸国か ら伝わ っ て き た具体的な文化事象 を事例 と し､ 同

じ文化圏と し て 日本 と近隣諸国で ど の よ う な ( H O W )

と こ ろ が 似 て い る の か [
一

般的共通性] ､ ど の よ う な

( H O W ) と こ ろ が異 な っ て い る の か [ 地方的特殊性]

を把握 し､ 特 に 文化事象 の 地方的特殊性 に 着目する｡ 説

明で は､ なぜ ( W H Y) そ の よう な 文化事象 の 地方的特

殊性 が み ら れ る の か に つ い て 考察す る｡ 判断 で は､ そ の

よ う な地方的特殊性 の よ さ は何 か ( W H A T) を 考え る ｡

著揚 ･ 増山 稔

Ⅳ
. ｢ 中国か ら伝わ っ て きた食 べ 物の つ なが

りを考えよう｣ の授業実践

1 . 教材観

閲発 し た学習は､ 小学校社会科第 6 学年 の ｢ 日本 と関

係 の 深 い 国々｣ の 導入 と し て 位置 づ け る｡ 日本 の 近隣諸

国と し て 中国を､ 文化事象 と し て 食文化 を事例 に と る｡

な ぜ な ら､ 児童 の 身近 な地域 に は､ 中国 か ら伝 わ っ た食

文化 が 多数存在 し､ 東 ア ジ ア 文化圏を意識 し や すい か ら

で あ る｡ 児童 は中華料 理 を単 に 中国か ら伝 わ っ た もの と

して と らえ て い る 場合が 多い
｡ 日本 と 中国で 同じ名前 の

料理 で あ っ て も､ こ れ らの 料 理 の 中身 や調 理方法 は多少

異 な っ て い る｡ 中華料理 の 具体的事例 と して ラ
ー メ ン を

取り上げる｡ ラ
ー

メ ン は児童 の 食生活 に な じみ が深く､

日本 で 独自の ラ
ー

メ ン と して 変容 し､ 日 本で 開発 さ れ た

カ ッ プ ラ
ー メ ン が 中国 に 輸出さ れ て い る の で 文化 の 交流

実態を と らえ や す い ｡

ラ
ー

メ ン は中国 が 発祥 の 地 で あ る ( 中国語 で は泣面

[ ラ
ー

ミ ュ ン]) ｡ ラ
ー メ ン と い う 呼び 名 は

､
1 9 5 8 年 の チ

キ ン ラ
ー

メ ン の 登場以 降 に広 ま り ､ そ れ ま で 日 本で は 一

般的 に 中華そ ば と呼ばれ て い た｡ 古代の 日本で は､ 麺類

を食 べ る習慣 は な か っ たが
､

8 世紀頃､ 現在の う ど ん み

た い な形 の 麺 が遣唐使 に よ り 伝 え ら れ ､
1 7 世紀 の 徳川

光囲が 清国使節団 に 謁見 した 時､ 初 めて 現在 の 中国 に あ

る よ う な泣面 を会 し た もの と さ れ て い る｡ 1 9 世紀後半､

横浜 で 仕事 を し て い た清 の 商人や 船員 を相手 に 泣面店が

開か れ た｡ 横浜 の 中華街 に は
､ 広東､ 福建省出身 の 華僑

た ちが 多く居住 し て い た の で
､ 中国南部 で 好ま れ て い た

塩味 の 湯麺 [ タ ン ミ ュ ン] が 主流 だ っ たが
､

それ を 日本

人 の 噂好 に 合 う よ う に 醤油味 に し て 日本独自 の ラ
ー

メ ン

が 発展 し て い っ た｡ 現在 日本 で は､ 醤油味､ 味噌味､ 豚

骨 な ど の ラ
ー

メ ン が各地域 で 定着 し て い る｡ 中国 で 麺 と

い う と広く小麦粉製品 を指 し､ 日本 で い う細長 い 麺 の こ

と は麺条 [ メ ン テ ィ ヤ オ] と い う
6)

｡

中国北部出身 の 留学生 の担面 は
､ 麺条 で ､ 白 い 麺 を ゆ

で て 水切 り し､ そ の 上 に 卵 で と じ た貝 を の せ た もの で あ

る｡ 児童 が意識 し て い る ラ
ー

メ ン は麺 が細長く て ス
ー プ

が あ り､ 留学生 が意識 し て い る ラ
ー

メ ン は麺 が細長く て

あ ん か け式 ( ス ー プ が な い) で あ る｡ 東 ア ジ ア 文化圏 で

の
一

般的共通性 は麺 が細く て 長 い こ と､ 地方的特殊性 は

ス ー プ が あ る か な い か で あ る｡ こ の 地方的特殊性 に 着目

し､ そ の 背景 を児童 に 考察 さ せ る｡

本実践 の 目標 は､ 中国 か ら 日本 に 伝 わ っ た ラ
ー メ ン を

事例 と し て
､ 東 ア ジ ア 文化圏 を意識 し な が ら

一

般的共通

性 や地方的特殊性 を把握 し
､

ラ
ー メ ン の 地方的特殊性 の

背景 を考察する こ と に よ り､ 文化 が伝 わ
,
り

､
そ れ ぞ れ の

地域 で 独自の 文化 と し て 変容 し､ 地域性 が み ら れ る と い

う文化 の 交流実態 を と ら え さ せ る こ と で あ る｡
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小学校 の 異文化理解学習 に お ける 実体験 の 効果

2 . 授業実践

ラ
ー

メ ン の 地方的特殊性 をと らえ る場面で ､ 実際に ラ
ー

メ ン を試食す る と い う 実体験 を活用 し た学習 (写真 l 参

照) と 写真の 提示 を し て 実体験 を 活用 し な か っ た 学習

(写真 2 参照) を､ そ れ ぞ れ以 下 の El 程 で ､ 院生 (留学

生を 含む) が 実践 した ｡ 北立誠小学校で は ラ ー メ ン を試

食す る の に 約 4 0 分 の 時間 を と っ て い る.

0 実体験活用あ り : 津市立北立誠小学校第 5 学年 1 組

(2 2 人)
･ 2 組 ( 24 人) [2 0 0 5 年 6 月 24 E] 第5 限

- 6 限]

○実体験活用 な し : 津市立栗東小学校第 5 学年 ( 19

人) ･ 第 6 学年 ( 1 7 人) [2 0 0 5 年 7 月 5 E] 第 5 限]

人数 と学年 が若干異 な るが
､ 実体験 の 効果を比較す る

対象 と し て 有効 で あ る と考 え る｡
2 つ の 実践 の 学習過程

を表 し た もの が 表 1 で ある｡

写実 1 ラ ー メ ン の 拭食 写真 2 提示 した 写真

蓑 1 学習過 程

内容 主 な発問 や指示 学 習 宿 動 f旨 導 上 の 留 意 点 資 料 評 価

尊 金 C ) L1コEEl の 挨拶 を知 つ て い ま ○ 中国の 挨拶 を留学 ○中国文字 の カー ドを 準備 し､ ○ 中国 文 字 匝憂三二重園
人

話 すか o 一緒 に 挨拶 を し ま 生 と
一 緒 に 発音す ｢ ニ ー ハ オ｣ ｢ シ ュ ー シ ユ ｣ な カ ー ド 中国と 日本は東

の し よ う ロ
る o ど を紹介 する o

(⊃中B] の 大き

ア ジア 文化圏と

交
読

○ 私 (留学生) の 出身地 で ○ 遼寧省藩碍市 の 位 ○地 図で 遼寧 省港陽市 と 日本列 して 食文化の 交

あ る遼 寧省嶺闇 市を知 つ 置 を地図 で 確認す 島の 位置 関係を確 認 する o

○ ラ ー メ ン や敦 子な ど の 絵カ ー

な 地図

○絵 カ ー ド

流が 進 ん で い る

て い ます か o る o
こ と を つ か む こ

○巾国か ら 口本 に 渡 つ て き ○巾国か ら日本に建 つ と が で き た か
o

た 食 べ 物 に は どん なもの て き た食 べ 物 を発 ド を吊意 し
､ 東ア ジ 7 文化圏 (発言 . 行動)

が あ り ま すか o 表す るD と し て 食文化の 交流 が進 ん で

い る こ と を つ か ま せ るo

展 : ラ ○私 ( 留学生) の 出身鞄
_
め ○身近 な 地域 の ラ ー ○留学生の 出身地 の 地域 の ラ ー ○ 問題カー ド

○ ワーク シ
ー

l関心 . 意欲. 態度

甲 l .
ラーメ ン に つ い て ､ ○ X メ ン を も と に ､ 中 メ ンを 対象 に し て い る こ と を 進 ん で ラーメ ン

ン l 式の ク イ ズ を し まL よ う o 国の ラ ーメ ン を予 伝 え
､

ラ ーメ ン の イ メ ー ジを ク イ ズ を考 え よ

の

*

盟 ①中国で も
` '

ラ - メ ン
' '

と 言

想す るo

○ ラ ー メ ン と い う 言

高 め る た め に 留学生 が解説を

し なが ら答 え を述 べ るo

○泣面 [ ラ ーミ ュ ン] と い う言

う と し た かo

(発言 . 行動)

通 う?

性
と

地

方 ②中国の 垣は､ 責色く て ,

貴が あ るか を考え

る
○

【呼称】

○麺の 色 や 形状 に つ

葉 はあ るが ､ 留学生 の 住ん で

い る地域 で は嶺条 [ メ ン テ イ

ヤ オ] と い う こ とを 伝 え るo

○麺 は白く て 長く､ そ ば く ら い

E) E Z] い て 考 え る○

【食材】

○ 味付 け に つ い て 考

の 太さ で あ る こと を 伝 え るo

蘇
性 ③ 中国 の ラーメ ン は

､
塩 辛 ○味噌と 中華調味料の 使用 で

､

の

イ

メ

い? え る○

【味】

昧が 濃く 塩辛い こ とを伝え る○

l

ジ
④中国 で も､ ど ん ぶ り と署 ○ どん ぶ り や 箸 に つ ○ どん ぶ り や 箸を 使 い

､ どん ぶ

で 食 べ る?

⑤中国 で も､
ラ ーメ ン は昔

い て 考 え る ○

【食器】

○食 べ 方 の マ ナーに

り や箸 の 持 ち方は 日本 と同 じ

で あ る こ と を 伝え るo

○日本 と違 つ て 中国で は音 を立

与 立 て て 食 べ る?

⑥中国 で は
､

ラ ー メ ン を週

つ い て 考 え る.

【作法】

○食 べ る頻度 を考 え

て る と 行儀 が悪 い こ と を 伝え

るD

○留学生 は過 に.
一

回程度 は食 べ

に 一回 は食 べ る?

⑦中国 で は､ カ ブ プ ラ
-

メ

る o

【食習tF】

○ カ ッ プ ラ - メ ン が

る こ と を伝 え る○

○ 日本 で 生 ま れ た か y プ ラ
-

メ

ン が 人気が あ り よく 売れ 人気が あ る の か を ンが 中国 に 渡り ､ よ く 食 べ ら

て い る?

○ ク イ ズを した 感想 を書き

考え る○

【加工 食品】

(⊃ク イ ズの 感想 を書

れ て い る こ と を伝 え る ○

○ クイ ズ を もと に
, 気 づ い た こ

ま し よ う○ くo とや 思 つ た こ と を ワーク シ ー

卜 に 書か せ るo

○写真を用 い
､

い ろ い ろ な ラ
ー

卜∫
一

○中国に はい ろ い ろ な ラ
- ○中国の ラ

-

メ ン の ○写真

メ ン が あ り ま すo 説明を 聞 くo メ ン が あ る こと を つ か ま せ る.

- 2 l -



永 田 成文 ･ 夏 着揚 ･ 増 山 稔

内容 主 な 党閥 や 指示 学 習 活 動 指 導 上 の 留 意 点 資 料 評 価

展 ラ 直垂三童画
閲
lⅠ

q
メ

○私 (留学生) の 地域の ラー ○留学生の 地域の ラー ○ 紙 コ ッ プ に ラ
ー

メ ン を 入れ ､ ○ 餅 . 食器 . 中日 の ラ ーメ ン

ン メ ン を 実際 に 食 べ て [写 メ ン を 食 べ る [み ク イ ズに で て き た食材や 作法 調理 器異 の 違 い を書 き留

の

也
方
的
特
秩

真で み て] み ま し よ う
o

○食 べ た [み た] 感想を 書

る] o

○食 べ た [み た] 感

に 注意 しな が ら食 べ さ せ るo

[ あ らか じ め 撮影 し て お い た

あ ん か け 式の 写 真を み せ るo]

○実体験[写 真] 呑 もと に ､ 気づ

[写 真]

(⊃ワ ーク シー

め ようと した か○

(発言 . ワ
ー

ク

シ ー ト)

也
の

き､ 発表 し ま し よ う Q 想を 書き
,

発表す い た こ と や 思 つ た こ と を ワ - ト(塾

発
局

る○ ク シ ー ト に 書か せ るo

○私 ( 留学生) に 聞 き た い ○質問 を書 き
､

発表 C )実休験[写員] を も と に
,

疑問 ○ ワ - ク シ ー

こ と はあ り ませ ん か ○ す る¢ 点を ワ ーク シ
- トに 書かせ る

o
ト⑨

○み な さ ん が ど の よう な こ ○ 留学生 の ラ
ー

メ ン ○感想 や質問 を集約 し
, 留学生

とに 注目 し た の か ま と め の 地方的特殊性 を の ラ
ー

メ ン は ス ー プが なく,

て み ま し よ う ○ 確認 するo あん か け式 で あ る と い う地 方

的常殊性 に 目 を 向け さ せ るQ

7 ○ なぜ
,

日本 の ラーメ ン は ( ⊃ス -

プが な い ( あ ○留学生 の 出身地 の ラ ー メ ン が ○ ワー ク シ ー 直垂∃亘囲
I

メ
ス ー プ が あ る の に

, 臥 ん か け式) の 背 景 ス - プが な く ､ あ ん か け式 で 卜④

○中国の ラ ー

中 日の ラーメ ン

ン (留学生) の ラ ー メ ン は ､
あ る と い う地 方的特殊性 に つ の 遠い を通 して ､

の

地
ス

ー プ が な い ( あ ん か け い て 自由に 予想 さ せ
､

発表さ 食文化の 地域性

方 式) の で し よ う○
せ る○

や つ なが り を 考

的
特

○他 の 3 人 の 留学生 は
､

申 ○留学 生4 人の そ れ ぞ れ の 出身 え る こ と が で き

護 国で ど の よ う な ラーメ ン の 話を聞 くo

○ ラ ー メ ン の 分布の

地 の ラ ー メ ン の 写真を 地図に メ ン の 写真 たか
o

性
の

を食 べ て い るの で し よう れ 貼り , 地域 性に 着El さ せ る
D

の 分布図 (発 言 . ワ ーク

考 ○地域 に よ り どの よ う な 特 ○ A ゾ- ン で は 主 に あ ん か け

察
色が あ り ま すか

o

○日本 の ラ ーメ ン は中国の

地域 性を 考え るo

○中国の どの 地域か

式 で ､
tl ゾ- ン で は ‡に ス -

プが あ る こ と を 確認す るo

A ゾー ン

c
.

/ -

ン
低 温多湿

低温 乾燥 B ゾ- ン

高温多湿

○ ラ ー メ ン に ス ー

プが あ る こ と

どの 地域か ら伝わ つ た と ら伝わ つ た の か を か ら中国南 部 の B ゾ- ン か ら

患 い ま す か ○ 考え るo 伝え られ た こと をつ かませ るD

ま 各 ○中 日の ラ ーメ ン の 交流の ○ ラ
ー メ ン の 交流 の ○ ラ ーメ ン は中国か ら伝わ つ た

○ ワ- ク シ ー

匝憂三重頭
と

め
也
域
の

負
文
化
の

尊

歴史を 説明 し ますo

○中 日の ラ
ー メ ン の そ れ ぞ

説明を 聞く o

○中 日 の ラーメ ン の

が ､
そ の 後 日本独自 の ラ ーメ

ン に 発達 し､ 日本で 開発 さ れ

た カ .

ア ブ ラ ーメ ン が中国 に 輸

出 さ れ て い る こ とを説明す るo

○ そ れ ぞ れ の 地域 の 環境条件 に

中ロ の 食 文化の

交流 の 歴史を つ

か み ､
そ れ ぞ れ

の よ さ を と ら え

る こ と が で き た

墓 れ の よ さほ何で し よ うかo

○学習し た感想を書きまし よ

よ さ を発表 する○

○学習 全体の 感想 を

適応 し
､

発達 し て い る こ と に

ふ れ るo

○学習 を終え て の 感想 を書 か せ

か ○

( 発言 . ワ
ー ク

シー ト)

う o
書くo

る o
ト⑤

穀夏
･ 増山が 作成 し た指導案 を永 田 が加筆修 正

囲 2 ワ ー ク シ ー ト

22 -

図 3 中国 の ラ
ー

メ ン の 写真 の 分布 図



小学校 の 異文化理 解学習に お け る 実体験 の 効果

Ⅴ
. 日本の 近 隣諸国 の 食文 化の 交流を 事例と

した異文化理解学習 に おける実体験の 効果

1 . 分 析視点

実体験 の 効架を み る た め に
､

ワ
ー

ク シ
ー

ト ( 図2 参照)

の吉L!述の 分析を 行 っ たo 分析 の 視点 は
､ 束 7 ジ ア 文化圏

の 食文化 の 交流 に 対す る 関心 ･ 恩考 ･ 認識 ( 意識) で あ

るo 関心 は
､ 中国の ラ- メ ン を 試食 した り写真 で 確認 し

て 地)J
'

的特殊惟 を と ら え る 記述で あ るo 思考 ほ ､
LL) 国 の

ラ ー メ ン の 地〟的特殊性 を踏 ま え た学習問題 の 設定 や 学

習問題 の 予想 す る記述 で あ るD 認識 は ､ 学習全体 の 感想

の 記述 で あ る o ワ ー ク シ ー ト喜Ll述 の 分析視点 と 指標を 表

し た も の が 表 2
､ 分析結果 を表 し た もの が 表 3 で あ る D

表 2 ワー ク シ ー

トの 分析視点 と指標

表 3 ワ
ー

ク シ
ー

トの 記 述 と評 価
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2 . 実休敦の 効果

項目2 で は､ 実体験 を活用 し た場合 の 平均 が 1
.
5 ､ 実

体験 を活用 し なか っ た場合 の 平均が l
.
1 と な っ て い る｡

こ れ は実際 に ラ
ー メ ン を 試食す る こ と で ､ 食材 ばか り で

なく ､ 味､ 作法､ 食感､ 臭 い や 試食 し た思 い な ど複数 の

の 記述が み られ る ため で あ る｡ 関連 して ､ 項目 5 で は他

の 文化や 他国 に つ い て も調 べ て い こ う と する 記述が み ら

れ る｡ 実体験の 活用 に より ､ 食文化の 交流 に 対す る関心

は高ま っ て い る と い え る ｡

項目 3 で は
､ 実体験を 活用 し た場合 の 平均が 0 . 5

､ 実

体験を 活用 しな か っ た 場合の 平均が 0
.
9 と な っ て い る ｡

こ れ は実際に ラ
ー

メ ン を 試食す る こ と で ､ 中国の ラ
ー

メ

ン そ の もの に 視点 が 向き､ 日本の ラ ー メ ン と の 比較の 視

点が 弱くな っ て い る た め で あ る｡ 項目 4 で は､ 実体験 を

活用 し た場合の 平均が 0
.
4 ､ 実体験を 活用 しな か っ た 場

合の 平均が 0 .
1 と な っ て い る ｡ 両実践 と も に 未回答が 多

く､ 平均が低 い の は､ ｢ なぜ 留学生 の ラ
ー メ ン に は ス ー

プが な い の か｣ と 問う て い る た め
､ 留学生 の ラ

ー メ ン が

食 べ られ て い る地域 の 意識 が 弱く
､

地域性 の 観点 か ら の

考察が 難 しか っ た た め で あ る｡ 実体験 を活用 し た場合 の

平均が 高い の は､ 実際に 中国の ラ
ー

メ ン を試食 し､ そ の

食材や 食感等 が異 な る こ と か ら 中国 と 日本 の 地域性 に 対

する意識が芽生 え て い る こ と が推察 さ れ る｡ 実体験 の 活

用に よ り､ 学習問題設定後 の 食文化 の 交流 に 対する思考

は深ま っ て い る と い え る｡

項目 5 で は､ 実体験 を 活用 した場合 の 平均 が 0
.
2

､ 実

体験 を 活用し な か っ た場合 の 平均 が 0
.
6 と な っ て い る｡

こ れ は､ ラ
ー

メ ン を試食する と い う活動 そ の もの に 児童

の 意識 が 向き
､ 感想 を聞 か れ た場合､ 食文化 の 交流実態

を と ら え に くく な っ て い る た め で あ る｡ 特 に ､ 東 ア ジ ア

文化圏 で の 食文化 の つ な が り の 認識や 意識が 弱 い ｡ 実体

験 の 活用 に より､ 活動 そ の もの に 対する関心 は高まるが
､

食文化 に 対す る認識 や意識 が弱く な っ て い る と い え る｡

著揚 ･ 増 山 稔

の 視点 か ら 的確 に 分析する手法 を再考する必要 が あ る｡

今後､ 学習 の ま と め の 段階に お ける実体験 の 効果も分析

し て い きた い と考 え て い る｡
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Ⅵ
. 成果と課題

本研究 の 成果 は､ 日本 と近隣諸国と の 文化の 交流実態

を と ら え る た め の 新 し い 学習論を 示 し､ 食文化を 事例と

し て 新 し い 学習論 を組み 込ん だ異文化理 解学習を 開発 し

た こ と で ある ｡ ま た､ こ の よう な 異文化理 解学習 に お け

る実体験 の効果と して
､ 食文化の 交流 に 対する 関心が 高

ま り ､ 地方的特殊性 を踏 ま え た 思考も深 ま っ た が ､ 実体

験 の 活動そ の もの に 生徒 の 関JL ､ が 向く た め に
､ 地域性 を

踏ま え た食文化 の 交流実態 の 認識 や意識 が弱く な る こ と

を 実証的 に示 した こ と で あ る｡

本研究で は､ 実体験 の 効果 の 分析 に ワ
ー

ク シ
ー

ト を用

い た｡ ワ
ー ク シ

ー

ト の 各項目 は食文化 の 交流 の 関心 や思

考 や認識 の そ れ ぞ れ に 重 な る部分 が み ら れ た｡ そ れ ぞ れ
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