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感性デー タベ ー ス を用いた中学校に おける和歌の指導

　　　　　一ペ ーパ ー プロ トタ イプに よる試験的評価一 T

　　　　　　　　　　豊瀬仁須
＊ ⊥ ・西 野和典

＊ 2 ・浅羽修 丈
＊ 3 ・松田 昇

料

田川市 立 「［川 中学 校
＊ 1 ・九 州 工 業 大 学

≧‘∠ ・北 九 州市 立大 学
S，　／i ・カ

ーネ ギー
メ 卩 ン 大学

村

　我 々 は感情表規 の 学習 を 支援する こ と を ［的 と して 「和歌感 1生データベ ース 」を開発 して い る．

「和歌感性データ ベ ー
ス 」 に おい て は，和歌 と当楽 の 感性空間が構築され，そ の 中で 和歌 の 解説

や 関 連す る 資料 等が関連 づ けられ て い る．「和歌感性デ
ー

タベ ー
ス ーの 構築に先 立 ち，ペ ーパ ー

プ ロ トタイ プ の 手法 を用 い て ，予備的な実験 を行 っ た．シ ス テ ム の 評価実験 は ，中学校国 語 科 の

実際 の 授業に お い て 実施 した．学習 日標 を 「感性 表現 の 豊か な鑑賞文が書けるよ うにな る」 と し，

「和歌感性デ
ータベ ー一

ス 1 の べ 一パ ープ ロ トタ イ プ を導人 し て
， 鑑賞文 の 書 き方 を学習 させ た ．

実験 の 結果，ペ ーパ ープ ロ トタ イ プ を導 入 した学習指導 に よ っ て，生徒は，よ り多くの 感性語 （形

容詞 お よび 形容動詞）を使 用 して ， 情感 賢：か に 和歌 の 鑑 賞文 を書け る よ うに な っ た．授業後 の 鑑

賞文 で は ，生徒達 は ，和 歌感性データ ベ ー
ス で 用 い られ て い た語 彙の み で な く，よ り多くの 生徒

自らの 言某を用 い る よ うに な っ た．さらに ， 生徒達 の 鑑 賞文 で は ，同
一

の 単語が繰 り返 し 使われ

て い る の で は な く，様 々 な単語 が 使 わ れ て い る こ と も認 め られた．こ れ らの 実験結果 は，
一
和歌

感性デ
ー

タベ ー
ス 1 の 有効性 を示 唆 して い る ．

　キー
ワ
ー

ド ：感性 デ
ー

タベ ー
ス ，ペ ーパ ープ ロ トタ イ プ，中学校 ， 国語科，和歌学習指導

1． は じ め に

　 「和歌 」 とは，奈良時代ま で に 発 生 し た 日本 固有 の

詩歌 の 総称で あ る．字数制限 の な い 「長歌」 と呼ばれ

る長い 詩な ども和歌に含 ま れる が ，木研 究 で は，鎌倉

時代 （西暦 1333年）まで に作 られ た，31字か らな る 「短

歌 」と呼ばれ る 短 い 詩 を対象 とす る．こ れ らの 和歌 は，

「古 文」 と呼ばれ る 口本 の 古
．
い 文体で書かれ て い る．

　筆者 ら は ，和歌 の 鑑賞文 の 書 き方 を対 象と し，ICT
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を 用 い た効果的な学習支援 シ ス テ ム の 研 究開発を行 っ

て い る （豊瀬ほ か 2010）．鑑賞文 に は ， 個人 の 感想だ

けで な く，和歌 の 意味や表現技法，作 者に つ い て の 解

説，和歌が詠 まれた情景 か らど う思 うか等の 内容 を書

く必要 が あ る．さ ら に ，和歌 の 鑑賞文 には，感性 の 豊

か な表現が必要 とされ る．しか しな が ら，多くの 生徒

は ，
「美 し い と思 っ た ．、 等の

一
文 で 終 っ て しま う鑑賞

文を書く傾向に あ り，和 歌 の 背景 を踏ま え た 上 で 感性

豊 かな鑑 賞文を書く こ と は ，難度 の 高 い 学習 の
一

つ で

あ ると言 え る．

　 「中学校学習指導要領 第 1 節岡語 」 の ：第 2 学年及

び第 3 学年〕に は ，「『A 話す こ と ・聞 くこ と』，『B 書

く こ と』及び 『c 読む こ と』の 指導を通 し て，「抽象的

な概念な どを表す多様 な語句 に っ い て の 理 解を深め，

語感 を磨き語彙を豊か にする こ と，」 とある （文部科学

省 2003）．すなわち，和歌 が 詠 ま れ た 情景か ら想起 さ

れ る 感性語 を適切 に使川する能力 の 育成が肝要 で ある．

適 切 な 感 性 語 を 多 く使用す る こ とで ，情感 豊か な鑑賞

文を書く こ とが で きるが ，
一
般に，感性語は 抽象的な

概念を表す語 で あ り，生活経験 の 不足 か ら生 じる感性
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語 の 語彙 の 少 なさが，生徒が鑑賞文 を書く こ とを難 し

く して い る と思われ る．

　和歌 の 鑑賞文 を学習す る上 で ，抽象的な概念や表現

を理解し，感性豊か な表現 を習得す る た め に は ， 生徒

の 持 っ て い る 日常的 ・具体的 な感覚 と抽象的な感性 と

を結 び っ け る こ とが 課題 の
一
つ で あ る、我 々 は ，マ ル

チ メデ ィ ア お よ び デ
ー

タ ベ ー
ス の 技術 を応用 した感性

デ ータベ ー
ス の 活用が効果 的 と考 え て い る．

　本研究では，そ の 効果 を検証するた め に，感性デー

タ ベ ース を闘発 し，実際 の 授業 の 中で そ の 有効性 を検

証す る こ とを目的と して い る．しか しな が ら，感性 デ

ータベ ース の 授業 へ の 応用 は ，筆者 ら の 知 る 限 り，前

例が なく，試行錯誤的 に シ ス テ ム の デ ザイ ン をす る必

要 が あ っ た，N ［ELSEN （1993）及 び SzEKELY （1994）に

よ る と，そ の よ うに，反復型 の デザ イ ン
・開発 ・評価

を繰 り返 す場合 に は，迅速な プ ロ トタイ ピ ン グが 要 求

される．そ こ で ，筆者 らは，プ ロ トタイ ピ ン グの 効 果

的な手法 と して Iluman・−Computei’IntcracLionの 分野 で

頻繁 に用 い られ て い る RETTING （1994）の ベ ーパ ープ

ロ トタ イ ピ ン グの 手法を活用 した．ペ ーパ ー
プ ロ トタ

イプは ，
シ ス テ ム の 試作品を紙 に 描 い て

，
あ た か も計

算機 上 で 動作 して い るか の ご と く，紙の 上 で
‘‘
シ ス テ

ム
”

を操作 して い くもの で あ る，本論文 で 述べ る ペ ー

パ ー
プ ロ トタイ プ で は，最終的なデー

タベ ー
ス に お け

る データ 間 の 連携 を損な わ な い よ うに，データ 構造 を

表形式 で 表現す る こ とに した．

　本論文 で 紹 介す る感性データベ ー
ス の ペ ーパ

ー
プ ロ

トタ イプ 似 下 ，「ベ ーパ ー
プ ロ トタイプ 」）は，個 々

の 和歌 に 対 し て ，専門家に よ る解説文，関連する 写 真

等の 画像，関連する幵楽が付加 され て い る．解説 文は ，

専 門家に よっ て 執筆 され て い る．し た が っ て ，生徒達

は，和歌に 関連付け られ た解説文 の 閲覧を通 して ，様 々

な感性語，および，そ の 使用例を学習す るで あろ うこ

とが期待 され る．

　 ペ ーパ ープ ロ トタ イ プ は，生徒達が授業 を通 じ て 自

ら作成 した，実験 で 用い られたペ ーパ ープ ロ トタイ プ

で は，和歌お よ び 音楽は ，和歌 と音楽に 対す る SD 法

に よ る ア ン ケ
ー

ト結果 に 対 し て ，因子分析及び ユ
ーク

リッ ド距離 の 計算を行な っ た結果得 られ る数学的な構

造 （以 下 「感性空 間 」）の 中で 互 い に 関連 づ け られ デー

タベ ー
ス 化 され て い る．感性空間 を構築す るた め に，

生徒達 は
，

SD 法 と因子分析 を 用 い て 和 歌 と音楽を グ

ル
ープ分 け し た ．生徒が 自ら感性空間を構築 し ， そ の

中 で 使われ て い る 感性語 に よ っ て 和歌 と音楽を 関連付

126

けて い るとこ ろに，国語教育に おける新規性があ る と

考え られ る，

　本論文 で 述 べ る実験は ， 実験室 の 中 で はなく，実際

の 授業を通 し て 行 わ れ た た め，日常性 か ら切 り離 され

る こ と がなく，TROCHIM （2005） の い う生態学的妥当

性 （ocologica ！validity ）は高い と考え られ る，しか し な

が ら，授業実施 の 制約上，実験は，当該の学年 （中学

3年 生 ） が 全員参加する 通 常の 授 業 で は な く，中学 2

年生 の 選択授業 の 枠で 行われた ，授 業に参加 して い る

生徒 の 数は， 6 人 で あ り，無作為に 生徒を 二 分 した統

制群の 設定が 困難で あ っ た．そ の ため に ，
1 群事前事

後 テ ス トデザ イ ン （南風原 ほ か 2001）に よ る準実験を

行 っ た ．

2． 関　連　研　究

　和歌お よ び ，俳句，短歌の 教育に関す る研 究は，活

発 で は な く，特に教育」L学 の 分野で は極 め て 少 ない ．

　竹 田らは和歌の データ を対象に，歌集の 特徴を抽出

する研究を行 っ て い る ．「最小記述長 原理に基 づ い た

手法 」 を 「5 つ の 歌集 に適応 した とこ ろ，和歌 の 研究

者に と っ て 有用 な パ タ ーン が得 ら れ る こ とが分 か っ

た 」とし，「和歌文学研 究支援 の ため の テ キス トデー
タ

マ イ ニ ン グ シ ス テ ム を作成 」して い る （竹 田 ほ か 1999）．

　須 曽野 らは ，「学習者が キ
ー

ボ
ー

ドや マ ウ ス 等 を用

い て 入 力 し た学習成果 をデータ ベ ー
ス 化 し，それを学

習者が 活用す る実践 ・
研 究」を行っ て い る．こ れ は 「格

フ レ
ー

ム を 用 い て，学習者が意味表現 した形式 で 述語

か ら文 を協働デー
タベ ー

ス に登録 し，学習者が集団の

中で デ
ー

タ ベ ー
ス を活 用 し，相互に コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ

ン を深 め るこ と．1を目指 して い る（須 曽野 ほ か 2003）．

　本研 究で は和歌 の 読解力 を高め る ため に 感性デ
ー

タ

ベ ース を使用 し て お り， そ の 点 で 研 究 の 目的 が 竹 凵」

ら ・須 曽野 らとは異な る，

　心 理学の 分野 で は，皆川 が SD 法と 囚 子分析を使用

した俳句理解にっ い て の 研究 を行 っ て い る，皆川 は，

「感想文 を書 くこ と に よ っ て ，俳句 に 対する 自ら の 理

解の観点 をあ る 程度方向付 ける こ とが で き，そ の こ と

に よ っ て 作者 の 表現意図を よ り正 確 に ，か つ 深 く理 解

する ことが可能に なっ て い くとい う，俳句理解の 過程

を説 明す る モ デ ル を構築す る こ とが で き る ，」として い

る （皆川 2005）．また，「
．
俳句 理 解にお い て は 作者 へ の

追体験が 重 要 」 と して い る （皆 川 2005）．

　本研究 で 生徒 が書 く文章は鑑賞文 で あ る．感想 文 と

は異な り，岡屋 ほ か （1993）に よ る と，鑑 賞文 は和歌

日本教育工 学会論文誌 （ノ加．，f，　 Edue．　 Technol）
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の 作者の 状況や心情等に つ い て 書かれ，読者 の 感想 も

こ の 中に含まれ る，よっ て
， 鑑賞文 の 記述 に よ っ て も

生徒 は作者 の 表現意図 の 正 確 か つ 深 い 理解が 可能に な

る．生徒 が 書 い た鑑 賞文に よ っ て ，そ の 生徒が，どの

程度作者 の 表現意図を理解 して い るか を推定可能 にな

る ．皆川 の 研究 か ら は ，生 徒 に よ る感 想 を含む 鑑賞文

の 記述 に よ っ て，短歌 の作者の 表現 意図の よ り正確か

つ 深 い 理解が可 能 に な る と考 えられ る．本研究 で 利用

したペ ーパ ープ ロ トタイプ に は，それ ぞれ の 和歌に 関

連 し た 写真や 画像，解説等が含まれ て い る．こ の 写 真

や 画像，解説等 によっ て ，短歌理解 の た め の 追体験 が

可能 にな る と考 え る．

　音楽の データ ベ ース に 感性情報を門連 づ ける 研究 は ，

上野 ほ か （2008）な どに よっ て ，多く行 わ れ て い る ，

星 ら （2001）は，楽曲の 感性 に よ る検索を 可能に す る

研 究 を して お り，感性 語 か ら曲を検 索す る シ ス テ ム が

開発 され て い る．本研 究 で は，感忤 吾に よ る感性 空 間

構築と検索シ ス テ ム を和敏と自楽 に っ い て 行 い ，中学

校国語科の 和歌 の 学習に 活用す る．

　生駒 らは ，「感 じ られ る詩の 明 る さは背景音楽 の 影

響を爻け，音楽 の 感情価の 方向へ と印象が変わ り，
一

方 で 感 じられる分か りゃ す さは背景音楽 に左 右されず，

ほぼ
一

定 にとどまる こ とが 明 らか に な っ た 」 と して い

る （生駒ほ か 2009），和歌 と音楽は必ず しも同
一

の 感

性 をもっ もの で は な い が ，SD 法 で 同 じ方 向性 の 感 性

を もっ もの で あれ ば，音楽が和歌 の 感性 の 理解を支援

する こ とが期待 で き る．古典和歌 に対 し て 説 しみ が な

い と思われ る生徒達に と っ て は，和歌と 同 じ方向性 の

感性 を もつ 背景音楽を聴 取す る こ とで ，背景音楽 の 感

情価 の 方 向へと印象が変わ り，結果 と して 和歌の 印象

を もつ こ とが 容易 に な る と思 わ れ る．

3， ベ ーパ ープ ロ トタイ プの 概要

　こ こ で は，生徒達が授業を通 し て 作成 し ， また，そ

れ を 用 い て 鑑賞文 の 執筆 を学習 し た ペ ーパ ープ ロ トタ

イプ の 概要 につ い て述べ る．

　3．1，　 ペ ーパ ープ ロ トタイプの 構成

　ベ ーパ ープ ロ トタイ ブ は，「和歌」 「作者」 「意味 」

「表現技法 」 「解説 」 「画像一「音楽 」か ら構成 されて い

る，「和歌 」は 国語教科書 に 掲載 され て い る 和歌 16 甬
’
で

あ り，「作者 」 「意味」 「表現技法」 「解説」 は，各和歌

の 作者，意味，使用 され て い る表現技法 ， お よび 解説

文 で あ る．
「
画像 」は そ の 和歌に関連す る写真な どの 画

像で あ る．
一
音楽 」 は ，べ 一パ ープ ロ トタイ プ に は ，含

Vo1 ．36，　No ．2　（2012 ）

まれ て お らず，実験 で は，音楽用 フ ァ イ ル サ ーバ か ら

再 生 して 聴 取す る よ うに した ．

　 「音楽」 お よび 「和歌 」 は，感性 空間 の 中で h／い に

関連づ けられ て い る．感性空 間 は
，
29対 の 感性語 に よ

る SD 法 に よ るア ン ケ
ー ト調査 （以 ド；

「SD ア ン ケ
ー

ト D 結 果 を も と に ，因 子 分析 とク ラ ス タ
ー

分析を使用

して 構 築 された （4．5．3 参 照）．

　因子分析 と ク ラ ス ター
分析 の 手続き は 以 トの 通 りで

あ る ．

　（D　生徒 が 和 歌 と音楽の SD ア ン ケ ートに 回答す る．

　  指導者が SPSS を使用 して 因 子 分析 とク ラ ス タ

　　
ー

分 析 を 行 う．

　  　生徒 が 因子分析 と ク ラ ス ター
分析 の 結果 か ら，

　　和歌 と音楽 を関連 づ け る．

　 こ の 感性 空間 の 中で ， 音楽 と和歌は同 じ 因子を もつ

か あるい は 同 じ ク ラ ス タ ーに分類 され る も の で あ る ．

　図 1で ，点線 の 矢印で 示 され て い る学 習 の 流れ は ，

従来 の プ リン ト教材や生徒 の 調 べ 学習で もで きる学習

で ある，それに対 して ，実線 の 矢印で 示 され て い る学

習 の 流れ は ，我 々 の 提案す る感性デ
ー

タベ ー
ス で 中心

的な役割 を果 た す感性 空 間 の 構築 に よ っ て 実 現 さ れ る

学習の流れ で あ る ．

　次 に 生徒た ちの 学習活動 に つ い て 述 べ る ．生 徒 た ち

は 「3．2」 の 手順 で ペ ーパ ープ ロ トタ イ プ を作成す る．

そ し て ，作成 したペ ーパ ープ ロ トタ イプ の 資料を閲覧

し，和歌 と 1 対 1 対応 で 関連付け られ た音楽を聴取 し，

選 ん だ和歌の 鑑 賞文 を書 く．次頁図 2 は ，鑑賞文発表

の 様子 で ある．

　3．2．　 ペ ーパープ ロ トタイ プ構築 の 手順

　筆者 らの 実践 し たペ ーパ ープ ロ トタイ プ を用 い た授
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図 1　 ペ ーパ ープ ロ トタ イ プ の 概略
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図 2　鑑 賞文 の 発 表

業の
・
つ の 特徴は，生 徒 自らが 感性 デー

タベ ー
ス の プ

ロ トタイ プを作成 した点 に あ る，生徒達は，次に 示す

手順 に よ りペ ーパ ープ ロ トタイプ を構築 した，

　  和歌 の SD ア ン ケー トの 実施

　   音楽 の SD ア ン ケ
ー

トの 実施

　  　感性空間の 構 築

　  　資料 の 収集

　  　ペ ーパ ープ ロ トタイ プ の 作成

　 「  」 及 び   」 の ア ン ケ
ー

ト調 査 の 対象 は ，2 年

生 選択教科 圃語 を選択 して い る 生徒 7 名で あ る，（2

学期途中か ら 6 名に な っ たが，その 後 も 7 名 の ア ン ケ

ー
ト調査結果 を使用 し て，学習を行なっ た ．）

　生 徒 達は，自ら SD ア ン ケ
ー

トを実施する こ と に よ

り， 自ら感性語 に触れ る機会が 与 え られた．そ して ，

それ らの 感性 語を用 い て ，指導者 に よ り与 え られ た 和

歌 お よ び 当
二
楽の 感性空 間を構築 した．さらに ，

ペ ーパ

ープ ロ トタイ プ の 中で 用 い られた解説や 画像な ど の 資

料 を 自 ら収集 し た．

　上 述 したペ ーパ ー
プ ロ トタ イ ブを用 い た学習 の 手順

の 詳細は ，4．5 で 述 べ る ．

4．　 中学生 の 和歌学習 で の 実践

　 4．1，　 実験手法

　被験者 は，福岡県の 公 立中学に 通 う 6 人 の 中学 2 年

生である．実験は ， 国語 の 選択教科の 巾で行われた．

学習に は，中学校 3 年 生 用国語教科書 「現代 の 国語 」

（金 田
一一・

ほ か 2005）に収録され て い る16首の 和歌が教

材 と し て 用 い られた．

　4．2， 実 1験の 流れ

　本実験 に参加 した全 て の 学習者 は， ド記 の 手順 で 学
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習 し，評価 の た め の 鑑賞文 を執筆 した ．

（1）教師用指導書に則 っ た学習方法で 当該の 教材 （和

　 歌16首）を学習す る

（2）16首の 中か ら好 きな和歌を 1 首選 ん で ，鑑賞文 （以

　 ド 「鑑賞文 1 」 もしくは 「プ レ テ ス ト」）を書 く，

（3） べ 一パ ープ ロ トタ イ プ を 作成 し
， それを用 い て

，

　 当該 の 教材 を学習する （4，5参 照）．

（4）鑑賞文 1 で 選んだ和歌 と同 じ和歌 に つ い て ，再度，

　 鑑賞文 （以 卜
．

「鑑賞文 2 」 もしくは 「事後テ ス ト」）

　 を書 く．

（5）2 ヶ 月後に，再度，同 じ和歌 に関 して ，鑑賞文 （以

　 卜 「鑑 賞文 3 」 も し くは 「遅延 テ ス ト⊃ を書 く．

　 以下 ， 本草 で は ， E述 した各手順に 関 して 詳述す る。

　 4．3．　 教師用指導書に 則 っ た学習指導

　 生徒た ちは ，先ず，教師用 の 指導書に準拠 した通 常

の 授業 を指導者 か ら次 の 手 順 で 受 け た ，

　  　当読 の 繰 り返 しに よっ て 意味 の 切れ 目に気づ く．

　   歌 の 意 味を とらえ，意味 の 切れ 日 を確認 する．

　  　 「枕詞 」 「序詞 」 「
．
掛詞 」 「体言止め 」などの表現

　　技法を知 り，それ らの 技法が使われ て い る 歌を確

　　 認する，

　  自分 が 調 べ た 和歌につ い て ，意味や表現技法 な

　　 どに つ い て 発表する，

　歌 の 意 味につ い て は，和歌 を指導者が現代語 に 訳 し

た 文 章 を 提 示 した ．

　表 現技法 につ い て は ，まず，［枕詞 」 「序詞 」 「掛詞 」

「体 言止 め1 とは ， そ れぞれ どの よ うな技 法で あるか

を指 導者 が説 明 し た ．そ して ，生 徒は，自分が 選んだ

和歌に どの 表現技法 が用 い られ て い る の か ，ま た ，全

く表現技法が用 い られ て い な い の か等を確認 した．

　感想 を添えた鑑賞文 に は ，以 下 の 内容 を入れ る よ う

に指示 した ．

　○　和歌 の 意味

　0 　作者 の 感動 の 中心 は ， どこ に あ っ た か

　○　重要語句，表現技法 な どの 特色

　○　 自分 の 感想

　4．4．　 プ レテ ス ト

　テ ス トに先立ち，各生 徒 に，教材 で あ る 16首 の 和歌

お よび， E述 した 「教師用指導書に 則 っ た学習 」 で 使

用 され た 表現技法 に 関す る説明資料を 配布 した ，生徒

は ，16首の 和歌か ら 1 首を選び ，鑑賞文を書 い た．以

下 ，
こ の 鑑賞文 （鑑賞文 1 ）は ，プ レ テ ス トと して 評

価する，
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　4．5． ペ ーパープ ロ トタイプを用 い た学習

　全 て の 生徒は ，次の 手順によ りペ ーパ ー
プ ロ トタイ

プ を使用 して 和歌 の 学習を行 っ た．

　  和歌 の SD ア ン ケ
ー

トを実施する ．

　  音楽の SD ア ン ケ
ー トを実施す る．

　  　因子分析による感性 空間構築お よび ク ラ ス ター

　　分析 につ い て ，実験者 か ら説 明 を 受 け る．

　  感性空間を構築す る．

　  　資料を収集す る．

　  ペ ーパ ープ ロ トタ イ プ を作成する．

　  　ペ ーパ ープ 卩 トタ イ プ を活用 し た プ レ ゼ ン テ ー

　　 シ ョ ン を作成す る．

　以 下 ，
上 記手順 の 各項 目に っ い て 説 明 す る．

　4．5，1，　 和歌の SD ア ン ケ
ー

ト

　和 歌 の 感性空間を構築するた め に， SD ア ン ケ
ー

ト

を行 っ た．

　 SD ア ン ケー トで 使用 した 29組 の 形容詞 対 か ら な る

評定尺 度 （図 3 に表示） の 決定于順 を以
一
ドに 示 す．

　  　学習 の 教材 となる L6首の 和歌 とそ の 意 1朱だけが

　　書 か れ た プ リ ン トを生徒に 配布 して，それ ぞれ の

　　和 歌 か ら 思 い 浮 か ぶ 感性語を 自由 に書か せ る ．

　  　生 徒 が挙げた感性 語を集約す る．
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図 3　 SD プ ロ フ ィ

ー
ル と標準偏差

Vol．36，　No．2　（2012）

　  　皆川 の 「俳句 理 解 の 心 理 学」 で 挙げ られ て い る

　　感性語 と生徒が挙げた感性語 を評定尺度とする，

　 SD ア ン ケ
ー

トの 評価 ス ケー
ル は 「1 」 か ら 「7、

の 7 段階で あ る、左 側 の 語 で評価値が小 さく， 右側 の

語 で 評仙値が大 き くなっ て い る，

　作成 された評定尺度 を組み入れ た SD ア ン ケ
ー

トを

生 徒 白身が 行っ た．

　図 3 は 「多摩川 に さ らす手作 りさらさらに何そ こ の

児 の こ こ だ 愛 し き」 の SD プ ロ フ ィ
ー

ル と標準偏差 で

あ る．（枠囲 み の 評定尺 度 は ，皆川 が 「俳句 理 解 の 心 理

学」で 挙げ て い るもの である．）ア ン ケ
ー ト調査対象者

が 7名 と少数 で あ るこ ともあっ て標準偏差 が 大きい 評

定尺度 もあ る が，ペ ーパ ー7n トタイ プ で あ る の で ，

全 て の 評定尺度 を使用 した ．今後 の 実践 で は ，閾値を

設定 して 標準偏差 の 大き い評定 尺 度 を除外す る r・定 で

ある．

　 4．5．2， 音楽 の SD ア ン ケ
ー ト

　次 に
，

生 徒 達 は，和 歌 の SD ア ン ケ
ー

トで 使用 した

評定尺度を 使用 して ，指 導者が事前に用 意した 20曲 を

対象に，音楽 の SD ア ン ケー トを行 っ た ．音楽 の 選 曲

にあ た っ て は ，著作権フ リ
ー

の 音 楽 素材 伽 tp ：L／w “一
，．

hmix．net．i
’
musie −gallery／music −Lop．h†m ）を参考 に し た．

こ の Web ペ ージ に は ，「フ ィ
ーリ ン グ別 人気音楽素

材 」 「イ メ
ー

ジ別 人 気音楽素材 」 の ペ ージが あ り，「優

しい ・癒 しの 音 楽」 「神秘的 ・幻想的 ・ア ン ビ エ ン ト」

な ど の 音楽素材
．
をダ ウン 卩

一一
ドで きる，本研究で 使用

す る当楽 は，こ の W 。b べ 一ジ か らダ ウン ロ ード した も

の で あ る ，

　4，5．3． 感性空間の 構築

　感性 空間 の 構 築 に 先 立 っ て，実験者が，因 了
．
分析 に

よる感性空 間 の 構築と ク ラ ス タ
ー

分析 に つ い て ，生 徒

達 に 説明を行 っ た．計算式など の 説明は行わず，それ

ぞれ の 分析手法 と考え 方 に つ い て 説 明を行 っ た ．和 歌

と音楽の 関連 づ けの た め の 計算は，⊥6首の和歌 と20曲

の 音楽を説明変数 と して ，実 験者 が 因 子分 析 に よっ て

行 っ た （バ リマ ッ ク ス 回 転）．得られた閃了
一
は 「爽快 因

子」 「切 望 囚 子 」 「寂寥因子 」 「激情因 了
．
」の 四 つ で あ る．

こ こ で は，それぞれ の 1大「
−
r一をもつ 和歌 の み を次頁表 1

に示 す．し か し，寂寥因子 に 含まれ る音楽 の 数が 「0 」

で あ っ たた め，和歌 と音楽を 関連 づ け る こ とが 出来 な

か っ た ．そ こ で ，実験者が和歌 と音楽の ユ
ーク リ ッ ド

距離を計算 して ， 音楽 と寂寥因子 に 含まれ る 和歌 を関

連 づ けた （ク ラ ス タ
ー

分析）．実験者が，因子分析 の 結

果 （次頁図 4 ，図 5 ） とユ ーク リッ ド距離 の 計算結果
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表 1　 因子分析に よる 和歌 の 分類

（次頁図 6 ）を 生徒に提示 し，計算結果をもとに生徒

が和歌 と音楽 の 関連 づ けを行 っ た．た だ し
， 本 研 究で

は ，ペ ーパ ープ ロ トタイプ で あるの で 和歌 と音楽 の 関

連 づ けに閾値を設定 し て い な い ．今 後の 実践で は閾値

を設定 し て ， よ り適切 な関連 づ けを行 う艶定で ある ．

　4，5．4，　 資料の 収集

　感性空 間 の 構築を終えた生徒達は，ペ ーパ ープ ロ ト

t30

　　　　　　　　 爽快の 成分

図 4　因子分析による音楽と和歌 の 成分 マ ッ プ 

　　　　　　　　　寂寥の成分

図 5　因子分析に よる音楽 と和歌 の成分マ ッ プ  

タ イ プ の 構築に 必 要な資料 （和歌の 意味や解説 ，関連

す る 画像な ど） をイ ン タ
ーネ ッ トを用 い て 収集 し た ．

　4．5．5， ペ ーパープ ロ トタイプの 作成

　和 歌と音楽の感性空間 と収集 した 資料を もとに ，ペ

ーパ ープ ロ トタイ プ を作成 し た．次頁図 7 は そ の
．．一
部

で ある．左 か ら，和歌番号 ， 和歌 の 作者，対応する音

楽，和 歌 の 意味，表現技法，解説，画像 が 示 され て い

る ，

　音楽に 関して は，フ ァ イ ル サ
ーバ 上に保存 して ある．

フ ァ イ ル の ID をベ ーパ ープ ロ トタイ プ に表記す る こ

とに して ，実際の 音楽は，フ ァ イ ル サーバ か ら聴 くよ

うに した．

　 4．6．　 ポス トテス ト及び遅延テ ス ト

　 ペ ーパ ープ ロ トタイ プ を使 用 した 学習 の 後 で ，生徒

た ちは ，鑑賞文 1 と 同 じ和歌 に 対 して ，再 び 鑑賞文 を

書 い た （鑑賞文 2 ）．鑑賞文 2 は ポ ス トテ ス トと し て評

　　日本教育工 学会論文誌 （fpn．」．　 Edue．　 Techno！）
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　 図 6 　デ ン ドロ グラ ム

価 し た．

　ポ ス トテ ス トの 約 2 ヶ 月後 に，生徒た ち は，再 度，

同 じ和歌 に対 し て，鑑賞文 を書 い た （鑰賞文 3 ）．そ の

際，生徒達 に は ，学習 し た和歌 と 現代語訳 の み が 資料

として 提示 され た．鑑賞文 3 は，遅延テ ス トとし て 評

価 し た．

容詞 お よ び形容動詞 の 使 われ方．

　形容詞 および形容動詞 は 「事物 の 性質 ・状態 ・心情

等を表 す語 」 で あ る．鑑賞文 に は ，生徒 の 感想 が含 ま

れ る が ．よ り多く の
， また多様 な形容詞 ・形容動詞 を

使用す る こ と に よ っ て ，よ り的確に 生徒の 感 じ 方や考

え を表現 で き る よ うに な る．形容詞 ・形容動詞 の 抽 出

は， トレ ン ドサ
ー

チ 2008 ： 株式会仕桂会情報サ
ービス

（株式会社富＋ 通 ソフ トウ ェ ア テ ク ノ ロ ジー開発 ） を

使用 し，テ キ ス トマ イ ニ ン グの 手法を川 い て 白動化 し

た ．

　形容詞及 び形容動詞 の 使われ方に 関して ，そ の 適 切

さを評価するた め に， 2名の 国語教師が ， それぞれ独

立 に鑑 賞文 の 評価 を行 っ た．

5． 評 価 方 法

　ペ ーパ ープ ロ トタ イプ を用 い た学習 の 効果 を測定す

る た め に，テ ス トと し て 用 い た 三 つ の 鑑 賞文を，以下

に示す 二 つ の 観点よ り，定性 的お よ び定量的 に 評価 し

た ，（D 指導者 に よ る 評定，（2）鑑 賞文 の 中に お け る 形

6． 結 果 及 び 考 察

　本実験 は ，生態学的妥当性 の 向 Eを 狙 っ て ，実 際 の

授業 を通 して 行 わ れ た が ，参加者が 6 名 と少 人 数 で あ

っ た ．した が っ て ，本 論 文 で 議論す る 実験結果 の 考察

で は 、統計解析 の 手法 を用 い ず に，傾向を考察する ．

次年度 に 行 う本実験 で は，こ こ で 述 べ られ た 調査方法

と 同
一

の 手法を と る 予 定 で あ る ．

　6．1． 教師 に よる鑑賞文 の 評定

　ペ ーパ ープ ロ トタ イ プ の 使用 に よっ て ， 生徒が書 く

鑑 賞文 は，よ り 良 く変化 し た で あ ろ うか ？ こ の 問 い に

答えるた め に，まずは，生徒 の 書い た鑑賞文 を質的 に

評価 し た．

　例 と して ， 生徒 A が 書 い た 鑑 賞文 を 示す （次頁図 8 ）．

それ ぞ れ 一ヒか らプ レ テ ス ト・ポ ス トテ ス ト・遅延 テ ス

トの 鑑賞 文で あ る．

　鑑 賞文 の 評価に は，次の 評価項 目 を用 い た．「和歌 の

意味」 （鑑 賞文 の 例の 中で は ，
ア ン ダ

ー
ラ イ ン   に 該

当），　作者 の 感 動 の 中心 」 （同，ア ン ダーラ イ ン   ），

1
　 和 歌

春過 ざ て 夏来

た る ら し 白た
へ の 衣 干 した

り天 の 香具 山

　 東 の 野 に かぎ2

　 1ろ ひ O 立 つ 見

匱て か へ 蜆

　 す　れしず月作頁き

　 ぬ

　 作 者

持統天星

柿 本 人 麻

呂

音 楽

m 王3

m7

　 　 意喋

春 も終 わ り夏 が

や o て きた よ う

で す ね。　（神祭

りの）純 白の 衣

が乾 さ れて い る

の が 見 え ま す

よ。天の 音具 山

に。

東の野に朝日が昇

6のガ見えて、ふ蚰、

え6ヒ月が傾いてい

た。

　 表現技法
「u が切れ字で

’、
二句四句切れ。
体言 止め。
「白　た へ の」は

「衣」にかかう枕詞

　 　 　 　 解 説

白 た へ の 衣 と は 栲 で 織 りあ

げ た 自布 で つ く o た 衣。拷

は楮の 樹から と っ た繊 維。

つ劃 春分の 日東か ら昇る「か ぎ

ろひ （太陽）亅と西に沈む「月1は

何をたとえ て L、るか。
東から昇る 「か ぎろひ（太陽〉亅と

西 に 沈む「月」は何 をたとえて い

画像

図 7 　ペ ーパ ープ 卩 トタ イ プ
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ブ レデ ス ト

こ の 短歌は，  東の 野に 明け方の 光が上 るの が見えて ，

ふ りか える と月が 傾い て い た とい う意味 の 短 歌です．こ

の   作者の 感 動 の 中心 は，夜 明 けの 景色 に感 動 して い る

と ころで す．  表現按法は ， あ りませ ん ．

ボス トテ ス ト

この 短歌の 意味は，「東の野に朝 日が昇る のが見えてふ り

かえると月が傾い てい た．」 です，作者は，朝 目と沈ん で

い く月を 見て そ の美 しさに感動 してい る．旬切 れ は あり

ません，表現控法も ありません．　　 は，作者が　た景

色は 　て
“

　　 い
ジ

っ
一ん 雪

ろ うな　思 い 　 し
一．で

るな らぼ くもその景色を見て みたい な と思い ま した．

遅延 テ ス ト

この 和歌 の意味は，「東の野に朝 日が昇の が見えて，ふ り

か え る と月が傾い てい た．」 で す．作者は ，夜が明け ると

きの 朝 日の 美 し さ に 感動 し てい ま す、表現技法 は あ りま

せん．  僕は，明け方だ けで は 獄 くて夕方も 美 しい ん じ

や ない か なと思い ました，明け方 は ， 空 気が すんでい て

朝 日が美 し く見えて い い と馬い ます，太陽が赤 くな り空

も赤 くな る の で 良い と思い ま した，

図 8　 生徒 A が 書 い た鑑賞文

「重要語 句，表現技法な どの 特色 」 （ア ン ダ
ー

ラ イ ン

  ），「自分の 感想」 （ア ン ダー
ライ ン   ）．生 徒 の 書 い

た鑑賞文 に お い て，それぞれの評価項 目が書か れ て い

る場合 に 1 ，書 か れ て い な い 場合に 0 を加算 し て 鑑賞

文 の 得点 と した ，図 9 は，各 テ ス ト，各評価項 目にお

け る 6 人 の 得 点 の 平均を示す ．

　 図 9 か らは，ペ ーパ ープ ロ トタイ ブ の 学習 に よっ て

必 ず し も評価 項 目 に 準 じた鑑賞文 の 項 目別 評価が IG」上

し た わ けで はな い こ とが 分 か る，

　で は，鑑賞文 の教師の評仙に は，変化 が あ っ た で あ

ろ うか ？　2 名 の 国語担 当教師が，6 人 の 生徒が書 い た

3 っ の鋸賞文の 中か ら最 も優れ た鑑賞文を選んだ．表

2 の 数値 は プ レ テ ス ト，ボ ス トテ ス ト，遅 延 テ ス ト間

評

価

点

の

平

均

ボ  ／

132

1鬮 プレテス ト

　．餾 ポス トテ ス ト

　 ロ 遅廷云ス ト …

図 9 　鑑 賞文 の 項 目別評価平均

の 教師 に よ る 評価 の 順位で あ る．表 2 か らは ，ペ ーパ

ーブ 卩 トタイプを用 い た学習によ っ て鑑 賞文 の 教師に

よ る評価が よ り良く変化 した （プ レ テ ス ト
ー
ポ ス トテ

ス ト間）が，時間と共 に低下 して い っ た （遅延 テ ス ト）

傾向 が 読 み 取れ る，なお，評価時に，教師は，鑑賞文

の 順番 を知 らされ て い ない ，

　6．2．　 鑑 賞文中 で の 感性語の 使われ方

　 ペ ーパ ー
プ ロ トタイ プ お よび SD ア ン ケ

ー
トを用 い

た 学習の 前後 で ，用 い られ る感性語 の 数に 変化 は あっ

た で あ ろ うか，図 10は ，生徒の 鑑賞文 中で 使 用 され た

形容詞 と形容動詞 の 数 で ある．

　使用 された単語 の 数は，プ レ テ ス トでは平均 2 語，

ポス トテ ス トで は平均 3 語，遅延テ ．ス トで は 平均3．3語

で あ っ た．生徒は ，ペ ーパ ープ ロ トタイプ お よび SD

ア ン ケ
ー

トを用 い た学習 の 後 で ，よ り多くの 感性 語を

用い て鑑賞文を書 くよ うになっ た傾向が 見 られる．

　上記，遅延 テ ス トで は ，特定 の 単語 の み が繰 り返 し

使 わ れ た の で あ ろ うか ？ 感性豊 か な鑑賞文 を書 く た

め に は ，特定 の 感性語 を繰 り返 し使 うの で はなく，様 々

な感性語 の バ ラ ン ス の とれ た 使用 が 望 まれ る．そ こ で ，

単純 に 感性語 の数を数 える の で は な く，童複を考慮 し

て 感性語 の 使 われ方 に 重み を付 けた．重 み 付 き頻度 を

次の よ うに定義 し た．

ω 一Σln（1＋場
　 　 ‘

　 7

感 6

性 5

語 4

の 3

数 2
　 1
　 0

表 2　最も優れた鑑賞文

生徒 プレテスト ポ肝 スト 遅廷テスト

A 3 2 1

B 3 「 2

o 3 1 2

D 3 1 2
E 3 1 2

F 3 2 1

A　 B 　　C 　　D　　E　　 F

圜 プレテ ス ト …

團 ポス トテ ス ト．

ロ 遅 延 テ ス ト 1

図10　使用された感性語の 数
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　こ こ で ，1轍 ‘＝L …，k）は ，「k個 ある形容詞 お よ び

形容動詞 の 中の ，’番目の 単語 （順不 同）の 使用回 数」

を 示 す．母 集団 は 異 なる形容詞 と異な る形容動詞 の 個

数で あ り，形容詞 は 「口∫愛い ．1 「美 しい 」 な ど ， 形容動

詞 は 「大 切 だ 」 「綺麗だ 1 等 で あ る．プ レ テ ス ト，ポス

トテ ス ト，遅延テ ス トそれぞれ の 異 な る形容詞 と形容

動 詞 の 個 数を表 3 に 示 す．図11は ，使用 され た感性語

の 重み付 き頻度を 示 す．ブ レ テ ス トの 平均 1．54，ポ ス

トテ ス トの 平均 3．06，遅延 テ ス トの 平均 3．43と，重み

付 き頻度 の 増加傾向 が 見 られ た．特定 の 感性語 を繰 り

返 し 使 うの で は な く，生徒は，様 々 な単語 を用い て 鑑

賞文 を書い て い る こ とが示 された．生徒が使用 し た形

容詞 と形容動詞 は，ペ ーパ ープ ロ トタイプ と SD ア ン

ケ
ー

トの 単純な コ ピーで あ ろ うか ？

　感性豊か な鑑 賞文 を書 くた め には，生徒 の 言葉に よ

る感性 の 表現が望ま しい ．

表 3　形容詞 ・形容動 詞 の 異 な り語 数

異なる形容詞数 異 な る形
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　図 12は，テ ス ト毎に 生徒が使用 した形 容詞 と形容詞

数 の 推移 を 示 す ．「教材語 」 は，教材に蜆れた感性語 の

数の 推移，「新規語 」 は，教材 に 現れ な か っ た感性語 の

数の 推移を表 して い る ．時 間の 経過 とy：に，教材 に現

れ な っ た感性語 の 使用頻度 に 増加傾 向が見 られる．こ

れ に よ り，生徒 は ，教材 で 使われ て い た感性語 を単純

に暗記 して 使 っ て い るの で は なく，生徒 白身 の 言葉 に

よっ て 感性 の 表現 を し て い る こ とが 認 め られ た ．

7．　 ま　 　 と　　 め

　本研究 で は，ペ ーパ ープ ロ トタイ プ の 予法 を用 い て ，

我 々 の 想定する感性データ ベ ー一ス を試 作し，そ の 有効

性を 実際の 授 業を用 い て検証 し た．

　予 備実験 で は ，統計的な検定は行われなか っ たが，

ド記 の 傾向が確認 された．

　（D ペ ーパ ープ ロ トタ イ プを用 い て 和歌 の 解釈 を学

　　習 した後 で ，形容詞 と形容動詞 の 使用頻度 の 増加

　　が認 め られ，生徒 が鑑賞文を情感豊か に 表現す る

　 　 よ うに な っ た．

　 （2）生徒は，同じ形容詞及び形容動詞 を繰 り返 し使

　　うの で は なく，様 々 な種類 の 単語 を 用 い る よ うに

　 　 なっ た．

　 （3） 生 徒 は ，ペ ーパ ープ ロ トタ イ プ の 中で 使 われ て

　　い た 単語を繰 り返 し用 い る の で は な く，生徒 白身

　　の 言葉 で 感性豊 か な文章を書け る よ うに な っ た．

　   ペ ーパ ープ ロ トク イプ に よ る 学習の 前後で，教

　　師の 総合的な視点 に よ る 評価 が向．Hする傾向に あ

　 　 っ た ．

　和歌 を読 んで 感性 をもつ レ ベ ル に は，「和歌 を読ん

で ，あ る感性を抱く．」 （第
一

段階），「和歌 を読ん で ，

ある感 性 を 強 く 抱 く．」 （第 二 段 階），「和歌を読 ん で ，

様々 な感性 を強 く抱 く．」 （第三 段 階） が あ る と考 え ら

れ る．

　前述 の 生駒 らの 研 究で は ，「感 じ られ る詩 の 明 る さ

は 背景 音楽の 影響を受 け，音楽の 感情価の 方 向へと印

象が変わ り」 と して い る，音楽を 和歌 と
一

緒 に聞 か せ

る こ とに よ っ て ，音楽 を流 さない 腸合よ り，和歌か ら

発 信 され る感性 を生徒が よ り強 く感 じ，そ の ため ，感

性語 を鑑賞文に記述 した と考え られ る．さらに， SD

ア ン ケ
ートに よ っ て 様 々 な感性 にふ れ，多様な感性語

を使用 す る よ うに な っ た と考え られ る、

　実際の 授業 を用 い て 実験 を行 うこ とで ，生態学的妥

当性 （南風 原 ほ か 200D の 向 上 が 期待で き る が，そ の

反面 で ，無作為抽出 や ト分な数の 被験者 を確保する こ
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とが難 しい とい う閙題 点もあ っ た ．本論文 で 述 べ た 内

容 は， r・備 実験 に 留 まっ た が，本実験 は，二 つ の ク ラ

ス を用 い て 1 （選択科 目で はな く）次年度 の 正規 の 授業

の
一

環 と し て 行 うこ と が 予 定 され て い る．本論文 で 述

べ た 乎備 実験 の 結果は，本 実験 で の 1感性データ ベ ー

ス 」 の 有効性 を示唆する もの で ある．本実験 で は，今

同 と同 じ変数に 着目 して 評仙 を行 い ，そ の 有効性 をよ

り厳密に検証す る こ とが課題 とされ る，
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Summary

　 AWaka −Kansei　 database　 i辷〕r　 learning　 Kansei−

expressions 　used 　ir】　Japanese　tradjti｛｝riul 、〜
「
aka 　has　been

deve↓oped ．　The　Waka −Kansd 　database　defines　a　semantic

space 　cor ユsiStir ］g　of　waka 　p⊂）ems 　and 　music ．　III　the

databas〔，，　edch 　waka 　Poem 　has　its　explanation ，　along 　with

other 　related 　matcrials ．　As　 an 　initial−design　it．erati 〔）n 恥r
・

developirlg　the　Waka −Kansei　database，　 w θ conducted 　 a

pi］ot　study 　using 　the　techniquc 　ofpaper 　protoしンP［rlg．　The

sしudy 　was 　coIlducted 　in　an 　ac しual 　rnidd ！e　schoo ［japarles巳

classroom ．　lrl　the　stud γ，　the　students
’
learnlng　objective

was 　しo　loarn　skills　to　describe　their　ilnpressions　of 　waktt

poe 且ns 　 wlth 　 Kansoi−rich 　expressiQns ．　 Students　 Iearned

Kansoi−expr・essions 　tD　descrlbe　their　 exprossions 　 using

the　 paper 　prototype　 of　tho　Waka −Kansei　 da⊥abaso ，　 The

re 　g．　ulLs．　 show 　thai．　 students 　 who 　 used しho　 Waka −Kansei

d乱tabase　lea【・ned 　to　describe　their　lmpressions　with 　more

Kansei　w 〔」rds ，　 The　Kansoi　words 　that　the　s しudents 　used

w 已re　not　on ［y　the 〔）nes 　used 　in　the　Karlsei−（latabse，　but

st．udcn しs　 used 　their　Qwn 　Kansei　words 　Lhat　they 　did　not

see 　in　the　datttbuse．　 Furthermore，1t　 was 　observed 　that

stLldents 　used 　rnan 》
・different　Kansei　 words 　instead　of

us ［ng 　 a　 few　 words 　 r
・
epeatedly ．　

「
⊥
1he

　 rosults 　 imply　the

effect　ofthe 　pruposed 　Waka −Kansei　da士臼base．

　KEY 　　WORDS ：　　KANSEI 　　DAT へ13ASE，　　RへPER

PROTOTYPE ，　 JU＼IQR 　I　IIGH　SCHOOL ，」APAN 巨SE

DEPARTMENT ，　JAPANESE 　POEM 　INSTRUCTION
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