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１ 研究の背景と⽬的 

『義務教育美術課程標準解読（2011年版）』によると、中国の⼩学校美術教育は美術活

動を通して児童の内在的な学習興味を起こすことを⽬指している。児童の興味は、総合的

な過程を通して育成されることが強調され、教師の役割として、児童の注意⼒を引きつけ、

満⾜感と達成感を味わわせ、美術活動に対する興味を育成するために有効な学習を開発す

る必要性が⽰されている。しかし、「総合的な過程」に関しては具体的な記述がなく、興

味を育成するための⽅法が不明確であることが課題である。 

本研究では、興味の質的向上を⽬指して、遊戯に着⽬した鑑賞学習を開発し、⾼学年の

中国⼈児童を対象としたアクション・リサーチを通して、その効果を検証することを⽬的

とする。 

 

２ 興味を⾼める⼩学校美術教育に関する先⾏研究 

先⾏研究の多くにおいて中国の児童の興味についての調査はすべての学年にわたって

⾏われているわけではないが、学年が上がるにつれて、児童の興味には、次の傾向がある

ことが⽰されている。①総合的に⾒ると、学年が上がるにつれて児童の⼩学校美術教育へ

の関⼼は低下している。②コース選択では⼿動きの少ないコースに偏っている。③⼩学校

美術教育への興味の減少は 5・6 年⽣に顕著になっている。また、⾼学年の児童について

⼩学校美術教育に対する興味の低下の主な要因は、次の 3 点にまとめられる。①⾼学年の

児童は進学の圧⼒があり、学習の中⼼は国語や数学など試験科⽬に偏り、⼩学校美術教育

に対する興味が減少している。②⼩学校美術教育の学習意義が不明確である。③教師の指

導法や教材などに課題があり、児童の興味を失わせている。 

 

３ 理論的枠組み 

（１）デューイの理論における興味の発展 

デューイが提唱した興味の理論に基づき、新しい興味の発展のプロセスは、⼦どもの過

去の興味が問題解決のプロセスの中で分解されて、経験を通じて形成される問題解決の⽬

的に組み合わされ、新しい興味へと発展する。問題となっている課題は、過去の経験を基

にした興味との結びつきを前提とし、⼦どもが⾃分の思考で展開する新しい経験と⼀体と

なって解決に向かう。この過程は図 1「興味の発展のプロセス」に⽰すとおりである。



 

 6 

 
図 1 興味の発展のプロセス 

 

（２）アートカード教材の構造化に向けて 

アートカードの開発をデューイの教材の発展の３つの段階から⾒ると、まずは、アー

トカードに描かれた芸術作品に親しみやすくなる。次は、芸術作品の知識や情報によっ

て、鑑賞活動の意味を深められる。最後は、芸術作品の範囲を拡⼤し、組織された材料

として、社会性に価値をおいた鑑賞活動を⾏うことができる。これらの段階を通して、

児童は鑑賞の経験を積み、芸術作品の意味を認識し、興味は単なるアートカードを遊ぶ

直接的興味から芸術作品や鑑賞活動への間接的興味に移⾏する。 

 

（３）遊戯論を取り⼊れた学習の構造 

遊戯の教育的性質とフェルドマンの 4 段階批評メソッドを組み合わせることで、遊戯

を通して社会性を持つ活動環境を作り出し、4 段階を通して⼦どもの興味の質的向上がも

っと効果的に促進できると考える。⼦どもの鑑賞活動への興味を⾼め、新しい興味へとつ

ながる学習構造の明確化が必要であり、そのような学習構造を図 2「遊戯を⽤いた興味の

発展プロセス」のように表している。 
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図 2 遊戯を⽤いた興味の発展プロセス 

 

（４）遊戯論を取り⼊れた学習構造に基づく鑑賞活動の学習開発 

本研究では、デューイの遊戯論とフェルドマンの 4 段階批評メソッドを踏まえ、興味の

発展のプロセスを組み⼊れた図３に⽰す「興味のフェルドマン・メソッド」による鑑賞モ

デルを提案する。 

 
図３「興味のフェルドマン・メソッド」による鑑賞モデル 

 

「記述」と「分析」の段階では、⼦どもが鑑賞活動の展開の中で、過去の経験から発動

した直接的興味を持ち、作品の内容を分析・記述する。「解釈」の段階では、鑑賞活動の
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中で獲得する感受が深まり、作品から感じた喜びや悲しみの感情や、活動の中で⾒出した

価値が⾃⾝の問いの解決に役⽴てられ、直接的興味が間接的興味に移⾏される。「判断」

の段階では、価値の判断を通して新たな興味が形成され、授業中の学習だけではなく、そ

れ以外の場でも活きる持続的で⾃主的な興味の形成によってさらなる鑑賞活動が促され

る。 

 

４ アクション・リサーチのための実態調査 

中国における⼩学校⾼学年の児童の実態を明らかにするため、中国⼭⻄省の⼩学校 3 校

と河北省の⼩学校 1 校の⾼学年の中国⼈児童 645 名を対象としてアンケート調査を実施

した。 

アンケート調査の結果により、対象とした中国児童の美術作品への興味は、中国の美術

作品に偏る傾向があり、⼀部の有名な芸術家の作品に集中している現状が明らかとなっ

た。図画⼯作科で鑑賞活動を⾏う⽬的には知識の学習と活動によって児童の感受を⽬指す

傾向があり、鑑賞⽅法の獲得を⽬指す児童の数は少ない。鑑賞活動を通して鑑賞⽅法を⾝

につけることにも意識を向けさせる必要があると考える。博物館や美術館の利⽤が推奨さ

れているものの、学校と博物館や美術館との連携が少ないため、児童が外国の美術作品を

鑑賞する機会も⾜らず、連携を強化することが必要であると考える。 

 

５ 研究デザイン 

（１）研究⽅法 

本研究で提案する鑑賞モデルの効果を検証するため、中国⼭⻄省の３つの公⽴⼩学校で

パイロット・スタディとアクション・リサーチを実施した。研究仮説は以下のように設定

した。 

研究仮説： 

本研究が提案する「興味のフェルドマン・メソッド」による鑑賞モデルを⽤いた構造化

された鑑賞学習を通して、児童の美術鑑賞に対する興味の質的向上を図ることができる。 

事前・事後アンケートで⽤いた質問項⽬の構成は、表１に⽰すとおりであり、興味の 3

側⾯である「多視点」、「意味や価値」、「主体性」の観点から構成されている。授業で⽤い

たワークシート１・２・３は、児童が各学習段階で気づいたことや感想などを記録し、興

味の質的変化の有無を調査するために⽤いた。ワークシート１・２・３の質問内容は表 2
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に⽰すとおりである。 

 

表 1 事前・事後アンケートの質問項⽬ 

興味の 
側⾯ 

質問 
番号 

質問内容 

多視点 
１ 美術作品がつくられたときの⽣活や歴史・⽂化などについても

っと学びたい。 
２ 中国以外の世界の美術や⽂化についてもっと知りたい。 
３ いろいろな国の美術作品のよさや美しさに興味がある。 

意味や 
価値 

４ 様々な美術作品を鑑賞するのが楽しい。 
５ ⾃分の感じ⽅・考え⽅で美術作品を味わうことが好きだ。 
６ 美術作品をつくった作家の意図を考えるのが楽しい。 

主体性 
７ ⾃分で学びたい美術作品や芸術家がいる。 
８ 美術館や博物館などで美術作品を鑑賞したい。 
９ ⽣活の中で美術作品を楽しみたい。 

 

表 2 ワークシート１・２・３の質問内容 

ワークシート 実施時間 内容 

ワークシート１ 第１時 

アートカードを 6 つの地域で分類してください。 

興味があるグループを⼀つ選んで分類の理由を書い

てください。 

今⽇の授業を通して、あなたが新しく興味を持つよ

うになったことを書いてください。 

ワークシート２ 第２時 

どの美術作品を選びましたか？美術作品のタイトル

を書いてください。 

選んだ美術作品を鑑賞してください。 

今⽇の授業を通して、あなたが新しく興味を持つよ

うになったことを書いてください。 

ワークシート３ 第３・４時 

各グループが作ったアートカードを 6 つの地域で分

類してください。 

興味がある地域を⼀つ選んで分類の理由を書いてく

ださい。 

今⽇の授業であなたが新しく気づいたことを⾃由に
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書いてください。 

今⽇の授業を通して、あなたが新しく興味を持つよ

うになったことを書いてください。 

 

（２）データの分析⽅法 

事前・事後アンケートの質問１で得られたデータは、統計ソフト IBM SPSS Statisticsを

使って分析し、各選択肢の回答の平均値を算出することによって、児童の興味の質的向上

の有無を判断した。児童の記述内容は、KH Coderを⽤いて分析し、その結果を抽出語の

共起ネットワークで表した。 

 

６ アクション・リサーチの結果と考察 

（１）パイロット・スタディの結果と考察 

 パイロット・スタディの協⼒校は、⼭⻄省の公⽴A⼩学校であり、対象児童は、21名

である。事前平均値と事後平均値を⽐較すると質問８を除き、すべての質問の平均値が上

昇した。質問５と質問７に有意差（有意⽔準 5％）がみられ、事前と事後の変化があると

判明した。また、質問５と質問７の事前と事後の平均値を⽐較した結果、事後の⽅が⾼く、

児童の変化が⾒られた。 

 

表３ 公⽴A⼩学校の事前・事後平均値と事前・事後標準偏差(パイロット・スタディ) 

 

 

ｔ(20) p
平均 標準偏差 平均 標準偏差

質問１ 3.48 0.81 3.67 0.58 -1.45 0.16
質問２ 3.33 0.80 3.48 0.60 -0.72 0.48
質問３ 3.33 0.86 3.57 0.75 -1.23 0.23
質問４ 3.48 0.60 3.67 0.58 -1.71 0.10
質問５ 3.29 0.72 3.62 0.50 -2.09 0.05
質問６ 3.00 1.00 3.38 0.67 -1.56 0.13
質問７ 3.33 0.66 3.67 0.58 -2.09 0.05
質問８ 3.33 0.73 3.10 1.09 0.74 0.47
質問９ 3.33 0.73 3.62 0.59 -1.37 0.19

事前 事後
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（２）アクション・リサーチⅠ・Ⅱ・Ⅲの結果と考察 

アクション・リサーチⅠの協⼒校は、⼭⻄省の公⽴A⼩学校であり、対象児童は、128

名である。アクション・リサーチⅡの協⼒校は、⼭⻄省の公⽴B⼩学校であり、対象児童

は、143名である。アクション・リサーチⅢの協⼒校は、⼭⻄省の公⽴C⼩学校であり、

対象児童は、141名である。表４〜表６に⽰すとおり、事前の平均値と事後の平均値を⽐

較すると対象とした⼭⻄省の公⽴⼩学校３校とも、すべての質問に関して平均値が上昇し

た。また、すべての質問の分析結果に有意差（有意⽔準 5％）がみられた。この分析結果

から、実施した「興味のフェルドマン・メソッド」による鑑賞モデルを⽤いた構造化され

た鑑賞学習は、児童の美術鑑賞に対する興味を⾼めるのに有効に働いたことが⽰される。 

 

表４ 公⽴A⼩学校の事前・事後平均値と事前・事後標準偏差 

 
 

表５ 公⽴B⼩学校の事前・事後平均値と事前・事後標準偏差 

 
 

ｔ(120) p
平均 標準偏差 平均 標準偏差

質問１ 3.32 0.82 3.66 0.54 -5.71 <.001
質問２ 3.17 0.85 3.49 0.58 -4.73 <.001
質問３ 3.27 0.89 3.56 0.63 -4.03 <.001
質問４ 3.45 0.81 3.67 0.57 -4.55 <.001
質問５ 3.21 0.91 3.63 0.52 -5.98 <.001
質問６ 2.88 1.03 3.36 0.63 -6.42 <.001
質問７ 2.92 1.01 3.45 0.73 -7.52 <.001
質問８ 3.21 0.97 3.45 0.74 -3.40 <.001
質問９ 3.13 0.94 3.55 0.68 -5.70 <.001

事前 事後

ｔ(138) p
平均 標準偏差 平均 標準偏差

質問１ 3.01 0.96 3.61 0.57 -8.29 <.001
質問２ 2.88 0.94 3.50 0.66 -8.92 <.001
質問３ 2.85 0.99 3.53 0.67 -9.74 <.001
質問４ 2.64 1.08 3.40 0.73 -9.15 <.001
質問５ 2.68 0.96 3.38 0.64 -9.51 <.001
質問６ 2.45 1.01 3.18 0.79 -9.89 <.001
質問７ 2.70 1.05 3.44 0.72 -9.76 <.001
質問８ 2.71 0.96 3.43 0.72 -10.75 <.001
質問９ 2.75 1.05 3.40 0.76 -8.98 <.001

事前 事後
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表６ 公⽴C⼩学校の事前・事後平均値と事前・事後標準偏差 

 
 

KH Coderを⽤いた質的分析の結果は、図４〜図 11 に⽰すとおりであり、興味の側

⾯である「多視点」、「意味と価値」、「⾃主性」の点から、カテゴリーを⽣成している。得

られたカテゴリーは、それぞれの図に⽰したとおりである。「多視点」に関しては、主に

「トピック」、「アフリカ・⼤洋州・北アメリカ・ヨーロッパ・南アメリカ・アジアへの興

味」などがある。「意味と価値」に関しては、「認識と理解」、「児童の感受」などがある。

「⾃主性」に関しては、「鑑賞の対象」、「興味の⾃覚」などがある。 

 
図４ 公⽴A⼩学校児童の興味に関わる記述内容の質的分析（事前） 

ｔ(139) p
平均 標準偏差 平均 標準偏差

質問１ 3.16 0.93 3.62 0.64 -7.48 <.001
質問２ 3.18 0.92 3.60 0.62 -6.49 <.001
質問３ 3.09 0.93 3.54 0.63 -6.93 <.001
質問４ 2.99 1.00 3.50 0.74 -7.21 <.001
質問５ 3.08 0.99 3.59 0.67 -7.61 <.001
質問６ 2.78 1.00 3.34 0.82 -7.75 <.001
質問７ 3.04 0.94 3.49 0.73 -7.28 <.001
質問８ 3.09 0.96 3.62 0.62 -7.93 <.001
質問９ 2.96 1.03 3.45 0.77 -7.55 <.001

事前 事後
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図５ 公⽴A⼩学校児童の興味に関わる記述内容の質的分析（事後） 

 
図６ 公⽴B⼩学校児童の興味に関わる記述内容の質的分析（事前） 
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図７ 公⽴B⼩学校児童の興味に関わる記述内容の質的分析（事後） 

 
図８ 公⽴C⼩学校児童の興味に関わる記述内容の質的分析（事前） 
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図９ 公⽴C⼩学校児童の興味に関わる記述内容の質的分析（事後） 

 

図 10 3 校を合わせた児童の興味に関わる記述内容の質的分析（事前） 
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図 11 3 校を合わせた児童の興味に関わる記述内容の質的分析（事後） 

 

図 10 と図 11 に⽰すとおり、３校を合わせたデータの質的分析により、全ての学校と

も興味の「多視点」の側⾯に質的変化が⾒られる。地域に新しく興味を持つ児童が増える

と同時に、興味のある地域が拡⼤したことが明らかになった。作品を鑑賞しながら作品が

表す⽂化や歴史の内容を知り、他の作品や他の⽂化、歴史を知りたいという興味に変化し

たことが推測できる。興味の「意味と価値」の側⾯について、児童の鑑賞⽅法は作品の記

述が中⼼のものから作品の判断が中⼼のものへ発達したことが⽰される。児童が作品を⾃

分のやり⽅で鑑賞する興味が⾒られ、主体的に鑑賞を深めていくための興味が形成された

ことが推察される。興味の「⾃主性」の側⾯について、３校とも「興味」、「新しい」、「持

つ」キーワードの頻度の増加が⾒られ、鑑賞すること⾃体への興味の向上を⽰している。 

 

７ 本研究の成果と今後の課題 

（１）本研究の成果 

本研究の１点⽬の成果は、現代の中国児童の図画⼯作科への興味の実態を明らかにした

ことである。645 名を対象とした調査を通して、限られた範囲ではあるが中国児童の実態
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が分かり、鑑賞活動への興味の低下の要因を明らかにした。 

２点⽬の成果は、児童の興味の質的向上を図るため、フェルドマンの 4 段階批評メソッ

ドをベースに、興味の発展のプロセスを組み⼊れた「興味のフェルドマン・メソッド」と

いう鑑賞モデルを開発したことである。 

3 点⽬の成果は、中国⼭⻄省の児童 433名を対象として、本研究で提案した鑑賞モデル

「興味のフェルドマン・メソッド」の有効性に関する検証を⾏い、具体的な効果と課題を

明らかにしたことである。アクション・リサーチを通して得られた、興味の質的向上の変

化を⽰す詳細を、図 12「『興味のフェルドマン・メソッド』による鑑賞モデルに基づく学

習を通じた興味の質的向上」に⽰す。 

 

 
図 12「興味のフェルドマン・メソッド」による 

鑑賞モデルに基づく学習を通じた興味の質的向上 

 

（２）本研究の今後の課題 

今後の課題の⼀つとして、児童が美術鑑賞への間接的興味をいつまで維持できるかに関

する検証が挙げられる。これについて明らかにするため、アクション・リサーチの対象と

なった児童に対して、授業直後の調査に加えて、1ヶ⽉後と２ヶ⽉後も事後アンケートを

実施することなど、追加の調査を⾏う必要性が⽰される。 

また、中国の⼭⻄省以外の省に対して、「『興味のフェルドマン・メソッド』による鑑賞

モデル」の有効性はまだ不明である。本研究の妥当性と信頼性を⾼めるため、中国の他の
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省で「興味のフェルドマン・メソッド」による鑑賞モデルを⽤いた構造化された鑑賞授業

を、今後、計画したいと考える。 

最後に、2022 年に『義務教育芸術課程標準（2022 年版）』が公表され、学習開発にお

いて豊かな「芸術的感知と感情の体験」を活⽤し、児童の興味を促すことが必要である。

この課題にさらに取り組むために、学習活動における「芸術的感知と感情の体験」に対す

る研究を進める必要がある。 
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