
フォーラムにおける「民主的文化能力」の育成

1.育成されたと思われる能力

フォーラムを通して自分自身が育成できたと思う能力として、まず文化的多様性に関する価値づ
けを挙げる。今までは、学校教育や日本のメディアを通して、日本側の視点からのみ第二次世界大
戦について考えることが多く、日本の敗戦や原爆投下といった日本が受けた被害の面の印象を強く
持っていた。しかし、今回のフォーラムではアメリカの学生と交流することで、第二次世界大戦を
お互いの立場から考えることができ、一つの物事に対して多様な見方をすることの重要性を学ん
だ。具体的には、発表テーマを原爆と真珠湾攻撃とすることで、どちらか一方が被害者で一方が加

害者であるという単純な構造で考えるのではなく、お互いどちらの立場も併せ持っていることを意
識し、偏った視点での発表にならないようにした。発表準備の過程では、お互いが協力してできる
だけ両国からの情報が揃うようにしたり、得た情報や考えたことを共有し自文化中心的なものにな
っていないか確認し合ったりすることで、ナショナリズム的な考えを克服し、国際的、間文化的視
点を持てるように努力した。 

次に、文化的他者性や他者の信条・世界観・実践に対する開放的態度も育成できたと考える。ア

メリカや中国出身の学生と交流することで相手が受けてきた教育や価値観に好奇心をより持つよう
になり、彼らの意見や発表を聞く中で他者の価値観やその形成過程を知りたいと積極的に思うよう
になった。また、他国出身の学生と交流する時間が増えたことで、異なる文化背景で育った人の意
見を受け入れたり相手の生活文化に配慮したりする姿勢が身に付き、異なる文化的帰属や信念を持
つ他者を尊重する態度を育むことができた。

今回のフォーラムではグループでの準備の時間が長かったことから、協働のスキルも育成するこ

とができたと考える。役割分担を適切に行ったり、お互いの発表資料を共有して日本語と英語を訂
正し合ったり、効率的に準備が進むよう努力した。また、時差や学校のスケジュールが違うことな
どから日程調整が難しい部分があったが、自ら積極的にミーティングが行えるよう働きかけること
ができた。他者への意見や質問なども、ミーティング外でもオンライン上で、以前よりも積極的に
行えることができた。 

2.育成されたと思われない能力
フォーラムを通し、残念ながらあまり育成できなかったと思われる能力は、言語・コミュニケー

ション・複言語に関するスキルである。オンライン上でのやり取りなどは英語を使い意思疎通がス
ムーズにいくよう気を付け、ミーティングなどでもなるべく英語で話すように努力した。しかし、
英語と日本語を両方同程度話すことのできるメンバーに仲介者としての役割を頼ってしまい、自分
自身が異なる言語話者とのコミュニケーションにおいて仲介者として行動することが出来なかっ

た。適切なコミュニケーションを行うには、言語能力をもっと向上させる必要があると痛感した。
自己効力感も大幅に向上させることはできなかったと考える。第二次世界大戦というセンシティ

ブな話題について日米の学生間で意見を交換し、様々なテーマで議論をすることができたことで対
話の大切さを学べたが、先生方が企画してくださった授業に参加をしているという感覚が強く、自
身の能力で世界を良い方向へ変革していけるという確信を持つまでには至ることができなかった。
ロシアとウクライナの問題が起こったこともあり、学生間でも対話を続けていくことの大切さは強

く感じられたものの、他国同士の衝突に関しては無力感を感じてしまうこともあった。

3.フォーラム全体の評価
様々な大学の教授の皆さんが講演してくださり、学生もいろいろな国にルーツを持つ人がいたこ

とで、自身と異なる文化的帰属を持つ人々への態度が開放的になることに繋がったと考える。ま
た、発表の準備段階は学生たちが資料集めやスライド作りまで全て行うことになっているので、自

分たちで目標を決めたりタスクを考えたりすることで、自発的に自身のニーズに応じて自身の学習
を追求、 整理、評価する自立学習のスキルが育成された。他者と交流する機会や講演、違うグルー
プの発表を通しては、他者の発言内容を偏った視点からではなく正しく理解しようとするリスニン
グ・観察のスキルの育成にも繋がったと考える。 

育成にあまり繋がらなかったこととしては、フォーラムに参加していた学生たちが元々偏った視
点が少なく、両国に非があることや平和が大切であると認識している点で同じ考えを持っていたこ

とから、自己効力感における障害を克服するという感覚を得にくかった。同様に、日米の学生が参
加していたことから異なる視点からの考えや情報を得ることができ多様性を尊重することに繋がっ
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た一方で、容易に意見が一致しないという状況が起きにくく、話し合いはスムーズに行えたものの
解釈の不一致に対する寛容さは育ちにくかった。 



「民主的文化能力」育成の場としてのフォーラムの可能性 
 

1.育成されたと思われる能力 

本フォーラムでは、活動の前後で「民主的文化のための能力(RFCDC)」を共通の指標として用いる
ことで、自身の能力やその育成について多くの発見を得た。そこで、特に大きな変化を感じた能力
について、以下の 3 点から整理する。 

1 点目は、言語使用の側面での能力育成である。本フォーラムは日英バイリンガル環境で実施さ
れ、互いの言語をいかに用いて対話を行うかが重要な課題となった。そこで、どちらかの言語に依
存するのではなく、やさしい日本語と英語を場面ごと(Zoom・SNS 等)に使い分けることを意識した。

これは、適切なコミュニケーションのために言語を駆使する積極的な態度であり、言語・コミュニ
ケーション・複言語に関するスキル(C6)の実践に繋がった。さらに、教科書分析では、言語表現自
体にナショナルナラティブが表れる可能性に配慮し、各言語に特有の表現は、そのまま相手に伝え
ることとした。この取組により、教科書という文字でのコミュニケーションにおける慣習に対し、
その表現の背景や特有のスタイルまで考えようという意識が形成された。つまり、活動の中で言語
の有する文化的意味に気づき、正しく理解しようとすることで言語・コミュニケーションに関する

知識と批判的な理解(D2)の能力が育成されたと推測する。 
2 点目は、国際交流・協働学習による能力育成である。特に、開放的な態度(B1)を育成できたと考

える。フォーラムで繊細な話題を扱う上で、他者との間に真の信頼関係を築く必要があった。そこ
で、発表準備時間の他に、文化交流の時間を設け、メンバーが積極的に自己開示できる場を作るこ
とを提案した。このような工夫により深い協働関係を構築することで、他者を配慮しつつも、セン
シティブな話題に臆せず積極的に臨むことができたと考える。また、この空間での率直な対話は、

近年の SNS社会での閉鎖的かつ無秩序な言い合いとは異なる緊張感や責任感に基づいており、民主
的に物事を解決しようとする価値観(A3)の形成に繋がったと考える。 

3 点目は、学問的学びによる能力育成である。本授業を通じて両国の態度を再考する中で、深い対
話のためには、自国の態度を過去から現在、未来に向けて真摯に振り返る責任(B4)のある姿勢が重
要だと痛感した。ここでの責任とは、個人の行動として自他を切り離す排他的なものではなく、自
国を取り巻く課題を自分の課題として省察し、批判的に捉える態度を意味する。フォーラムでは、

自国の視点から意見を求められる場面が多くあったため、私は自身の過去を振り返るとともに図書
やインターネットなど様々な情報にアクセスすることで、公平な立場から説明することを心がけ
た。このように、意識的に自身の行動を振り返り、責任ある一市民としての具体的な行動変容を実
践していく態度が能力の形成に繋がったのではないかと考える。 
 
2.育成されたと思われない能力 

フォーラムを通じ、民主的文化のための能力を意識することでその育成を目指してきたが、残念
ながら達成できなかったと考える能力は、大きく 2 つある。 
第一に、対立を解決するスキル(C8)である。発表に向けての活動では、両立場の衝突の原因とな

り得る問題点を提示することはできたが、対立を解決する最善な解決策を導き出すには至らなかっ
た。本当の意味で、対立を解決するスキル(C8)を身につけるためには、その解決に繋がる実践可能
なプログラムの提言を行う必要があったと考える。具体的な提言策定に至らなかった背景として、

日米教科書の記述の比較方法の問題点が指摘できる。私たちは、自国の教科書を個々に調査し、各
自の研究結果をミーティングで共有する研究方法をとった。これは、時間的、空間的制約があった
本フォーラムにおいて効率的な方策であったが、すべての当事者の考えや感情を踏まえた分析とい
う観点からは、不十分であったと考える。なぜならば、自他のもつバイアスの影響や記述の深部に
ある心理的葛藤を無視している可能性があるからである。そのため、教科書の PDF 自体を共有する
等の工夫により、各国の教科書の記述に対して、両者の視点から分析し、そこに表れる各人の心理

的な衝突まで比較することが必要であったと考える。さらに、このような研究方法の工夫から、相
互の視点の獲得を目指すことで、リスニング・観察スキル(C3)や共感(C4)などの他の能力のさらな
る向上も目指すことができたと考える。 
 第二に、柔軟性・適応力(C5)である。フォーラムでの各グループの発表は示唆に富んでおり、研
究活動における自身の観点の一面性を痛感した。これは、平和教育の多面性を示す一方、自身の考
えに固執してしまい、新しい文脈に効果的かつ適切に対応する能力が欠如していたことを示すと考

える。そこで、事前学習の段階で、他グループとの交流会を自主的に設置する等の他の意見を取り
入れる工夫を改善策として挙げる。他グループとの共有により、多様な意見が集結するフォーラム



空間を活用した多角的かつ相補的な活動が実現でき、より深い対話へと繋げることができたのでは
ないかと考える。 
 以上の 2 点は、どちらも研究過程での課題である。だからこそ、上記した視点を具現化するため

に、明確な理由をもって、順序立った研究方法を組み立てることを今後の私自身の課題とし、さら
なる能力の向上に繋げていきたい。 
 
3.フォーラム全体の評価 

本フォーラムが能力育成に、特に、寄与していたと考える点を 3 点挙げる。 
第一に、「平和教育」の文脈から RFCDC の応用可能性が提示された点である。RFCDC は、二度の大

戦による悲劇を克服しようと、ヨーロッパが構築したものである。そのため、平和を題材とした本
フォーラムでは、対話の随所で各能力を発揮する重要性を痛感した。さらに、この概念が日米学生
という新たな空間へ順応していく過程を学生が実践を通じて学べる環境は、本能力がフォーラムに
留まらない多様な場面で応用できることを提示し、次なる行動を促進する有意義な場であったと考
える。 
 第二に、自己から他者へと広がる対話の段階が整備されていた点である。平和教育という他者との

関連の中で広がりがあるテーマが設定されていたが、フォーラム自体は、自分自身の関心や経験を振
り返ることから始まった。さらに、小グループでの研究からフォーラムでの意見交換というように、
段階的にフィールドが広がる設計がされていた。そのため、自己と課題との関連を実感しながらも、
少しずつ他者の視点を理解することができ、無理なく能力育成に向けた自他を尊重した活動に向かう
ことができたと考える。 
第三に、事前学習やフォーラムでの講演で、第三者的視点も含めた幅広い知識が提供された点であ

る。講演を通じて示された視点や切り口は、日米だけでなく、第三者の存在を含めた俯瞰的な分析の
重要性を意識づけるものであった。これは、D 知識と批判的な理解を効果的に実践する場として各活
動が機能していたことを示していると考える。 
 続いて、能力育成ためのより良い場となるために改善が必要だと考える点を整理する。 
 第一に、フォーラムでの成果が学生間で共有されておらず、その成果をいかに実生活に生かすかは
個人の裁量によるという点である。確かに、1 人 1 人が主体となり、フォーラムでの成果を具体的行

動へと繋げる自律性は民主的能力の育成を目指す上で重要な観点である。しかしながら、フォーラム
内での学びを学生間で共有することで、自他の価値観の違いを踏まえた独りよがりでない示唆を得ら
れることも事実である。だからこそ、フォーラムを通じて考えたことやさらに調査したことなどを個
人のフィードバックを基に、さらに自由に対話する機会を設けることで、フォーラムを生かした具体
的な行動を「とも」に起こすことが可能になるのではないかと考える。さらに、このような個人の学
びの成果や実践を互いに発信し合う場から、「双方向性」のある市民意識の形成を目指せると考える。

一方で、この取組によって、個人の主体的な行動及び自立学習スキル(C1)の育成を阻害する可能性に
も留意し、その実践方法を検討する必要がある。 
 第二に、日米の学生間でいかに市民意識が形成されたのか包括的な理解が難しいという点である。
RFCDC を共通の指標として用い、日米相互の学びの成果を共有することができた場合、本フォーラム
を通じた能力の形成の過程をより詳細に理解することができる。例えば、立場が違えば、RFCDC が定
めた様々な能力の機能の仕方も異なる可能性がある。また、フォーラムの延長線として、共通指標を

用い、学生間で学びの成果を分析することで、双方にとってよりよい場の実現を目指すことも可能で
ある。だからこそ、お茶大生が用いた Google フォームでの自己評価の対象を両大学の学生に広げる
等、育成すべき能力に対して、より深く共通理解を図ることが今後の発展的な課題であると考える。 
 このように、本授業は、民主的文化のための能力の育成に大きく寄与すると共に、今後のより良い
実践への大きな可能性をもっている素晴らしい場であったと振り返る。 



「民主的文化能力」の観点からフォーラムを振り返って 
 

1.育成されたと思われる能力 

このフォーラムは、民主的文化能力育成に大きく貢献したと考える。ここでは、その中でも特に
大きく育成されたと思われる 3 つの能力について挙げる。1 つ目が、「協働のスキル」だ。このフォ
ーラムでは、日本とアメリカの学生で 5 人程度のグループを作り、一つの研究をし、その成果を発
表した。私にとって、今までお茶大生以外の人と発表を作る機会は少なかったため、この形式は新
鮮であった。今回のフォーラムでは、アメリカの学生は日本語を、日本の学生は英語を話すことが
できたが、それでもコミュニケーションが取りにくい、と感じてしまうことがあった。例えば、こ

のフォーラムの準備期間にはクリスマスや年越しという時期があり、一時アメリカの学生と連絡が
取れなくなってしまったこと、時差の影響などでミーティングのスケジュールを決めるのが難しか
ったこと、などがある。それでも、SNS を使って積極的にコミュニケーションを取ったり、会わなく
ても各自で研究ができるような計画を立てたりして、なんとか 1 つの発表を完成させることができ
た。自分と異なる文化圏や国に属する生徒と一緒に 1 つのものを作り上げたことで、協働のスキル
は大いに高まったと感じるし、自信にも繋がった。 

 このフォーラムで育成されたと思われる能力の 2 つ目は、「自己に関する知識と批判的な理解」
だ。このフォーラムでは、日米の共通の歴史である第二次世界大戦に関するさまざまなトピック
を、日本、アメリカの立場から見ることができた。私は特に、発表準備の中でアメリカと日本の教
科書の原爆に関する記述について研究した。別の授業で、原爆の開発に関わったアメリカ人が広島
に訪れて、日本人と交流し、原爆について対話する、というドキュメンタリーを見たことがあっ
た。日本を単純な原爆の被害者としか捉えられていなかった私には、そのアメリカ人の、原爆投下

は正しい選択だった、ということを頑なに主張する態度がとても衝撃的で、憤りさえ覚えた。しか
しこのフォーラムの発表準備を通じて、アメリカ・日本それぞれの戦争に対する考え方を知ること
ができたと同時に、日本の戦争に関する教育について研究することで、日本のどのような教育が日
本人の戦争に対する強い被害者意識を育てているのか、ということがわかってきた。またアメリカ
の立場に立って戦争を見ると、日本の加害者性についても理解することができた。 

このフォーラムで育成されたと思われる能力の 3 つ目は、「解釈の不一致に対する寛容さ」だ。以

前の日韓フォーラムなどと比べると、今回のフォーラムでは日米の間の戦争に関する解釈の矛盾は
小さいように感じられた。参加者はそれぞれ互いの言語を学習しており友好的であったというこ
と、日米は国ぐるみで関係が良好であることなどが、おそらくその理由だろう。私のグループは戦
争に関する教育について調べたが、その記述にも矛盾は見られなかった。ただ自分の国の加害者性
を軽視してしまうなどの認識のずれは大きかったように思われる。この理由を理解する上では、特
にキャロル先生の「戦時中か、もしくは終戦直後に（省略）各国の記憶の中で確立され、語り継が

れるもの」(グラック, 2019, pp. 51-52)であり、「加害者と被害者、もしくは英雄と悪者があまり
にはっきりしている」(同書, pp. 52)、「白黒物語」(同書, pp. 52)の概念が非常に役に立った。こ
のフォーラムでは、まずどのような認識のずれがあるのか確認した上でそれが生じてしまう要因を
探っていくことにより、それに対する寛容さをより向上させることができた。 

このフォーラムで育成されたと思われる能力の 4つ目は、「言語・コミュニケーション・複言語に
関するスキル」だ。この能力に関しては、同じグループのアメリカの学生に、ロールモデルを見出

した。その生徒は、不自由ながらも日本語を一生懸命使って、こちらとの意思疎通を図ってくれた
り、他のアメリカの学生とのコミュニケーションを手伝ってくれたりした。「言語・コミュニケーシ
ョン・複言語に関するスキル」が高い人とは、こういう人だと示してくれた気がする。スキル向上
のための指針を見出したという意味で、このスキルを育成された能力の中に含めたい。 
 
2.育成されたと思われない能力 

 上記のように、このフォーラムではたくさんの民主的文化能力が育成されたが、残念ながら育成
されなかった能力もある。それは、「自己効力感」だ。発表のために、私たちはアメリカ、日本の教
育について研究した。その過程で、日本の教育では小さい頃から原爆について、その被害ばかりに
フォーカスして学ぶことがわかった。私たちはこの教育方法が、日本人が戦争に関して被害者意識
ばかりを強く持ってしまい、加害者意識が損失してしまうことの一因である考えた。しかしこれに
対して、私たちが今直接できることは、ほとんどないに等しい。また今回のフォーラムのように、

戦争というセンシティブなトピックについて、日米間で話し合う機会を得られる生徒はごくわずか
である。また、原爆による日本への被害の大きさを考えると、被害についての教育を疎かにするこ



ともできない。さらに、教育は人々の戦争に対する考え方を決定するための一つの要素にすぎな
い。このようなことを考えると、教育がどのように変わっていくべきか、またそのために私たちに
何ができるかということは、簡単に答えを出すことのできる問題ではない。教育の方面に限らず、

このフォーラムを通じて、戦争に対する日米間の認識のずれとはどのようなものなのか、それが生
じる要因は何なのか、ということについてより詳しく調べたり知ったりしていくほど、その解決が
難しいことや自分たちが無力であることが感じられてしまった。 
 
3.フォーラム全体の評価 
 このフォーラムは、多方面で生徒の能力育成に寄与していたと思われる。最も能力育成に役立っ

ていたと感じるのは、異なる国の生徒が 1 つのグループとして、センシティブなテーマに関する研
究を成し遂げるというフォーラムの形式だ。研究全体の結論を見出したり考察をしたりするために
は、グループ内でそれぞれの研究成果を共有し、それについて話し合いを重ねていく必要がある。
私たちのグループもそれぞれの国や地域の教科書を各自で調べた後、その比較を行ったり問題の解
決案を見出したりするために、それぞれの国の教育制度や世論などのさまざまな側面を話し合っ
た。グループで研究を完成させるという共通の目標があったために、この話し合いはとても活発な

ものだったと感じる。このような話し合いが、民主的文化能力の「文化的他者性や他者の信条・世
界観・実践に対する開放的態度」、「市民意識」、「自己に関する知識と批判的な理解」、「世界に関す
る知識と批判的な理解」などのとても多くの民主的文化能力の育成に役立っていた。 
 さらにグループごとの研究という形式は、多様性の中で 1 つの目標に向かって進む上でのスキル
育成にも大いに貢献している。特に日本において、異なるバックグラウンドを持つ生徒が一緒に 1
つのことに取り組むという機会はとても限られている。そのため、このフォーラムは特に「言語・

コミュニケーション・複言語に関するスキル」、「協働のスキル」向上のための貴重な場となっただ
ろう。 
 これ対し、このフォーラムには「自己効力感」育成の機会が少なかったように思われる。平和の
ために、このフォーラム自体が日米ないしは世界にどのような影響を与えるのか、また今もしくは
将来、私たちに何ができるのかといったことに関して、具体的な案を出すといった機会が少し不足
していたと感じる。それぞれのグループの発表でも、あるテーマに関しての現状把握や研究に関す

る内容の比率が高く、課題の克服のために私たちにできることについては十分に議論されていなか
ったように思われた。このフォーラムがどのような意義をもち、課題克服のために私たちには具体
的に何ができるのかといったことについて、グループの垣根を越えて話し合うことのできる場があ
れば、フォーラム後の生徒のアクションにも、さらに繋がりやすくなると思う。 
 
＜参考文献＞ 
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フォーラムを通して学んだこと 
 

1.育成されたと思われる能力 

・解釈の不一致に対する寛容さ・対立を解決するスキル 
 このフォーラムでの発表準備を通して、グループメンバーと少し意見が合わない時もあった。「も
っとこれも入れたほうがいいと思う」という意見に対して、私は最初それが必要だとは思うことが
できなかった。しかし、時間をかけてその話題について全員で話し合っていくうちに全員が納得で
きる結論を導き出すことができたと考える。このような経験を通して、自分の意見と違うからと言
ってすぐに排除してしまうのではなく、じっくりと時間をかけ話し合うことで合意に至ることがで

き、自分自身にとっても新しい視点を取り入れることができる良い機会になるということを学ん
だ。 
・自立学習のスキル 
私のグループでは発表の資料集めのため、東京都江東区にある教科書図書館というところに調査し
に行った。たくさんの教科書があったが、自分が調査している内容を発表でどのようにしたら聞き
手にわかりやすくデータを示すことができるかを考え、必要な資料をまとめることができた。この

調査によって教科書に関する資料があるとは思ってもなかったが、日本、世界には様々なジャンル
の資料館、図書館があることを知った。これから卒論のために調べる時にはこのような資料館に訪
れるといいということも学んだ。 
・分析的・批判的な思考のスキル 
私は教科書を比較し、そこから見えてくる日米にはどのような違いがあり、それは何に起因してい
るのかについて考察した。最初、私たちの班は、この発表についてどのような結論が出せるのかと

いうところでとても迷走していたように思う。特に日本の教科書、アメリカの教科書共に、そこま
で大きく相手の国を批判したりという書かれ方はしていなかった。このような事実から平和教育に
関してどのように考察するかがとても難しかった。この過程を通して様々な情報を判断し、考察を
論理的に構成することができたのではないかと考える。 
・柔軟性・適応力、他社の文化・信条・世界観・実践に対する開放的態度 
私はアメリカの学生との交流が始まる前までは、私にこれらのスキルは十分に備わっていると考え

るし、もしも文化の違いがあったとしても柔軟に自分の気持ちをコントロールし、対応することは
できると考えていた。しかし、一度このようなことがあった。年が明けてからはほぼ毎週ミーティ
ングをしていたのだが、前々から「次回のミーティングは何日の、何時からであってますか。」とい
う連絡をしていたにもかかわらず（既読になっていたと記憶している）、当日になって今日は都合が
良くないと伝えられたり、ミーティングをしようと連絡しているにもかかわらずギリギリになるま
で返信がもらえなかったりということがあった。時差があることもこのようなすれ違いの原因では

あったのかもしれないと考えるが、このような出来事があった時私は正直なところ苛つき、やっぱ
り外国の人は時間にルーズだなどとステレオタイプに当てはめて考えてしまっている自分がいるこ
とに気がついた。このような経験を通してやはり他者に対して開放的態度を持つことは簡単なこと
ではないと考え直すとともに、自分はこのようなことがあった場合にステレオタイプに当てはめて
考えてしまいやすく、これはよくないことであるから、これから他者との交流の機会がある際には
より気をつけてい区必要があるのだという視点を得ることができた。 

 
2.育成されたと思われない能力 
・言語・コミュニケーション・複言語に関するスキル 
授業が始まる前は、アメリカの学生との交流ということで自分の英語力を試すことができる良い機
会になると考えていた。しかし実際に始まってみると、自分は簡単なことしか英語で実践的に伝え
ることができず、自分が英語で話すことで限られたミーティングの時間が削られてしまうと思っ

た。即座に自分の意見を英語にするという能力がまだ不足していたため、私たちのグループは考え
る時間が十分にあるインスタグラムでの連絡は 100 パーセント英語でやりとりしていたが、ミーテ
ィングでは、最初は英語で話すようにしていた日本側はだんだんとアメリカ側の日本語力に頼るよ
うになっていった。リスニングのスキルは十分にあると感じたが、自分から英語で発信していく力
が自分にはまだまだ不足していた。そして、今回のフォーラムでは自分を律することができず、相
手側の日本語力に甘えてしまいせっかくのこの機会を生かすことができなかった。英語ができない

がために、ミーティングでアメリカ側が話し合いを回してくれることに甘えてしまった。この点に
ついて私はとても反省している。 



3.フォーラム全体の評価 
私はこのフォーラムでどのようにして平和を構築していくかということについては様々な意見を

聞くことができ、自分の考えも発展させることができた。 

しかし、物足りなさを感じた点もある。日米の間にある歴史的な出来事はたくさんあり、今回私
たちは特に「真珠湾攻撃」「原爆」についてテーマにし、話し合った。私たちの班が、教科書でどの
ようにこれらの出来事が描かれているかということに注目して研究を進めていく班だったのもある
のかもしれないのだが、アメリカの彼女たちが真珠湾攻撃や原爆についてアメリカの教科書で学ん
できて、それらについてどのような意見、考えを持っているのかについては話し合うことができな
かった。発表時の質疑応答でも個人的な意見というよりも社会、制度、政府など大きな枠組みをど

う考えるかという点がほとんどだったように思う。平和教育を考えるのであれば、社会の構造につ
いて考える前に、自分たちの事例からもっと深く考えることも必要なのではないかと考える。 
 



フォーラム修了レポート 
 
1.育成されたと思われる能力 

 フォーラムを通し、まず、共感（Empathy）を身につけられたと考える。私はこの授業を受ける前
までは、日本の戦争のことしか知らず、日本は第二次世界大戦の被害者側だと考えていた。特に、
広島や長崎の原爆についてはアメリカが一方的に悪いと考えており、今思うと、とても偏見的な考
えを持っていたと思う。しかし、フォーラムや特別講演、事前授業を通し、日本だけではなく、ア
メリカや中国、ドイツなど様々な国の視点から戦争について学ぶことができ、日本は第二次世界大
戦の加害者と被害者の両方の側面を持つことを知ることができた。また、国によって戦争の伝えら

れ方が大きく異なり、１つの視点で語ることが困難なため、戦争は様々な国の視点で中立的に分析
しなくてはいけないことを学ぶことができた。 
 次に、協働のスキル(Co-operation skills)を身につけることができたと考える。私はディスカッ
ションやグループワークに対して苦手意識を持っていたため、今まで、ディスカッションやグルー
プワークがある講義はできるだけ避けるようにしていた。しかし、大学 3 年生になり、就活を進め
る中で、他の人と協力するスキルは重要だと感じ、この授業を履修することを決めた。最初は、グ

ループメンバーとうまくやっていけるか不安だったが、グループメンバーが私の意見や考えについ
て熱心に耳を傾けてくれ、うまく言語化できないときも、フォローをしてくれたため、発言量を増
やすことができた。また、今までは教職の授業などでグループワークがあったとしても、リーダー
的な役割を果たすことは到底出来なかったが、今回は、ミーティングや予行練習をするように積極
的にグループメンバーに働きかけたり、他のグループメンバーの発表内容についてアドバイスをし
たりするなど、目標達成のために他者に協働を促すスキルを発揮できたと思う。 

 最後に、柔軟性・適応力も育成することができたと感じている。私のグループのテーマは「戦争
と人権」だったが、私は最初、特攻隊の人権について発表しようと考えており、靖国神社へ訪れた
り、元特攻隊だった人々の証言を調べたりしていた。しかし、特攻隊について調べているうちに、
加害者側の視点から人権について発表しようとすると、「犯罪者や戦争に加担した人には人権がある
のかどうか」という複雑な議論になってしまうと感じた。そこで、私は加害者側ではなく、被害者
側の視点に注目することにした。被害者側で言うと、慰安婦や日系アメリカ人、ナチスに迫害され

たユダヤ人などを思い浮かべたが、これらの内容について既に調べているメンバーがいたため、私
は思考を変え、障害者の権利について調べることにした。第二次世界大戦中の障害者に関する情報
は限られていたが、日本とドイツの障害者の状況を比較するなどの工夫をし、発表することができ
た。 
 
2.育成されたと思われない能力 

 今回のフォーラムを通して、まず、「解釈の不一致に対する寛容さ」は残念ながら育成出来なかっ
たと考える。私のグループのテーマは「人権と戦争」だったが、グループメンバーがそれぞれ違う
国の社会的弱者についてリサーチをしたため、解釈の不一致が生じなかった。例えば、慰安婦問題
について、日本、中国側などの立場についてディスカッションすれば、解釈の不一致が生じ、今
後、日本とアジアの国々がどのように慰安婦問題を解決していけばいいのか考えることにつながっ
たと思う。次に、「言語・コミュニケーション・複言語に関するスキル」も育成できなかったと思

う。ディスカッションなどでは私自身、日本語で話す機会が多く、日本語のコミュニケーション能
力を向上させることはできたと考えるが、英語で話す機会が少なく、フォーラムの最終日に英語で
意見を求められた時に上手く自分の意見を言うことができなかった。最後に、「分析的・批判的な思
考のスキル」を育成することができなかったと考える。私たちのグループは様々な社会的弱者につ
いて調べたが、それぞれが調べた内容に統一感がなかったため、グループ全体の結論を考えるのが
難しかった。フォーラム前に、グループで結論についてディスカッションしようとしたが、グルー

プメンバーの予定がなかなかつかず、十分に考えることができなかった。そのため、フォーラムで
グループの結論について聞かれた際に、上手く答えることができなかった。 
 
3.フォーラム全体の評価 
 フォーラム全体について、育成に寄与できた部分は、フォーラム参加者に第二次世界大戦時障害
者について知ってもらうことができたところだと考える。私は第二次世界大戦時のドイツと日本の

障害者について発表した。フォーラム最終日に、戦時中の障害者について初めて知り、障害者の権
利について考えることができたと発言していた参加者が何名かいた。また、私は障害者の権利につ



いて発表した際、優生思想についても触れた。発表後の全体のディスカッションで、優生思想につ
いて意見を述べていた参加者がおり、参加者の優生思想に対する考えを深めることができたのでは
ないかと考える。 

  
 



フォーラム修了レポート 
 
1.育成されたと思われる能力 
・人間の尊厳と権利の尊重(Valuing human dignity and human rights)：全ての人間が平等な価値、尊

厳、尊敬を受ける権利を有し、あらゆる人権と基本的自由の権利を同等に有しており、そのよう
に扱われなければならないという価値づけ 

  私たちのプレゼンテーマ「戦争と人権」では、戦時中に弱い立場に置かれた人の人権について
調査し発表した。教育課程の歴史の授業で戦争について学ぶときは、当時その国を率いていた権力
者が注目され、学ぶことが多い。しかし、戦争によって犠牲になる多くの人は弱い立場に置かれて

いた人々であり、そのような人々は当時価値が低く尊厳のある人とされる権利がない人間としてみ
なされていたことを知り、あらゆる人間は国籍や立場に関わらず、尊厳と権利が尊重されるべきだ
という思いが高まった。 
 
・共感(Empathy)：他者の考え、信念、感情を理解し、他者の視点から世界を見られるスキル。 
 日本とアメリカの教科書比較のプレゼンでは、今まで自分が受けてきた教育とは異なる教科書や

教育を知ることができた。アメリカの教科書を自分が学んできたこととは違うからという理由で遠
ざけることなく、自分とは異なる視点からも物事を見て受け入れることができていた。 
 
2.育成されたと思われない能力 
・自己効力感(Self-efficacy)：目標達成に必要な行動を起こす自身の能力に自信を持ち、問題を理解

し適切な方法を選択し、障害を克服し、世界を変革できるという確信を持つこと。 
  世界で起こっている問題を調べ、理解したつもりだったが、問題があまりにも壮大に感じてし

まい、自分や個人でできることを考えることに難しさを感じてしまった。問題解決のためにやら
なければいけないことはたくさんあり、それぞれが複雑に絡み合っているが、たとえ地道で小さ
いことでもその中から個人でできること、優先順位の高いものを探し実践することが重要なのだ
と感じた。 

 
・言語・コミュニケーション・複言語に関するスキル(Linguistic, communicative and plurilingual 

skills)：同じ／異なる言語話者と適切にコミュニケーションしたり、仲介者として行動できるス
キル。 

  今回のフォーラムのグループ活動では、グループのバッサー大学のメンバーが日本語が非常に
堪能だったこともあり、グループ内の討論をほとんど日本語に頼り進めてしまった。時折、バッ
サーのメンバーに日本語では伝わらないこともあったが、それを自分で英語で伝えようとした

が、もう一人の日本語が堪能なメンバーが英語に訳して伝えてくれ、自分が英語を使う機会があ
まりなかったと振り返る。グループ討論で基本的に使用する言語が日本語になってしまっていた
ので、最初の顔合わせから積極的に英語を使って話せば良かったと思った。 

 
3.フォーラム全体の評価 
 フォーラム全体として、自分自身への自戒も含めるが、グループ発表に対する質問やコメントが

もっと活発に交わされると、より深い討論になったのではないかと感じた。グループ発表に関して
は、どのグループもグループ内で深い議論をしたうえで詳しくわかりやすいプレゼンであったとい
う感想を持った。 



平和教育を題材としたフォーラムでの民主的文化能力の育成 
 

1.育成されたと思われる能力 

本年度のフォーラムと事前学習を通し育成できたと考える能力として、「文化的他者性や他者の信
条・世界観・実践に対する開放的態度」、「言語・コミュニケーション・複言語に関するスキル」、
「自己に関する知識と批判的な理解」の三つを挙げたい。 

第一に、「文化的他者性や他者の信条・世界観・実践に対する開放的態度」は、平和教育というセ
ンシティブな題材だからこそ育成できた能力だと考えている。平和や戦争に関するトピックという
のは、日米という関係ゆえに自国の加害者性や被害者性に目を向けなければならないという点で、

自身のナショナルアイデンティティや愛国心が揺らぐ可能性を孕んでいるものだと考える。そのよ
うなテーマで互いの経験や平和教育の現状について扱う中で、文化的帰属の異なる他者の見方を自
身の経験や信条と異なるからと排除するのではなく、敬意を持ち積極的な態度で対話に臨むことが
不可欠であると身をもって学んだ。 

第二に、「言語・コミュニケーション・複言語に関するスキル」は特にフォーラムの発表の場で育
成できたと感じている能力である。私は英語でのスピーキング能力が乏しく、発表準備段階の議論

等ではチャットを用いて補足したりどちらの言語も堪能な学生に仲介してもらったりすることが多
く言語の壁を超えた対話に限界を感じることもあったが、フォーラムの発表後の質疑応答では英語
の質問には必ず英語で答えるよう努めた。自身の拙い英語力で質問に答えることは改めて難しく言
葉に詰まることもあったが、正しい英語を話すというよりも相手に伝わるようにとにかく口に出し
てみるよう努力した。本授業を通して語学力では自身の未熟さを感じることばかりで未だ改善すべ
き部分が多いが、フォーラム当日にかけて、伝えたいことを自分の言葉で表現しコミュニケーショ

ンを取るという観点では成長することができた。低いハードルを超えただけではあるものの、同じ/
異なる言語話者との言葉でのコミュニケーションに対する苦手意識をフォーラムの場で克服できた
ことは自分にとって重要だったと考えている。 

第三の能力は、「自己に関する知識と批判的な理解」である。発表においては平和教育についての
学生の経験や日米の平和教育の展望に焦点を当てたが、自身の経験が先入観や信念を形成している
トピックだからこそ、他者との対話の中で異なる考え方と出会った場合には、自身の考えを批判的

に見つめ直すことが大変重要であったと考えている。日米の平和教育の比較や平和教育のプロジェ
クトの提案にあたり、平和教育の機会そのものが乏しいアメリカで平和教育を普及させることのみ
に目を向けることは、日本の平和教育が行われているという現状を無批判に持ち上げることに繋が
りかねない。本フォーラムを通し、「アメリカには平和教育がないからアメリカの子どもたちに日本
の子どもたちと同じように平和学習の機会を与える」という自国中心の考え方を脱することができ
たという点で、この能力を育てることができたと考えている。 

 
2.育成されたと思われない能力 

本フォーラムを通して育成することが難しかった能力は、「自己効力感」、「協働のスキル」、「リス
ニング・観察のスキル」である。第一に、「自己効力感」についてだが、学生という立場でも戦争や
平和について対話し解決策を探ることができるという点に関しては自己効力感を抱くことができ
た。平和教育について興味関心を持っていながらもこのようなトピックがタブーであるという意識

を持っていたことを乗り越え、他者と対話し行動を起こすことの重要性を実感できた一方で、ロシ
アとウクライナで戦争が起こっており戦地の人々の映像を日々ニュースで目にする中で、自分自身
が世界に変化をもたらすことが可能だという自己効力感を持つことの難しさも同時に感じた。フォ
ーラムまでの事前学習や意見交換を通して、戦争のようなセンシティブな問題も対話によって解決
できると考えていたものの、それは第二次世界大戦という歴史に対して抱いていた考えであった部
分も否定できない。現在進行形の問題に対して自分自身の能力に肯定的信念を持つことは私にとっ

ては困難であったと言わざるを得ない。 
第二に、「協働のスキル」に関して、アメリカの学生とのグループとしての活動には反省しなけれ

ばならない点が多い。オンラインでの実施という条件で、共同作業でスライド作成や台本作成を行
うことが困難だったことや、WhatsAppなどのツールで密に連絡を取ることができなかったことが主
である。時差の影響で作業時間を同じにしづらいことや SNSで連絡しても既読がつかないこともあ
り、話し合いの場で齟齬が生じてしまうことがあった。また、スケジュール上、フォーラムと同時

間にミーティングを行うことが多かったが、アメリカは夜のため長時間の会議はできないこともあ
って日本とアメリカで進捗状況に偏りが生まれてしまった。これは互いに連絡を頻繁に取りフォロ



ーし合うなどの手段によって自ら改善しなければならなかった点であった。 
第三に、「リスニング・観察のスキル」は、オンライン開催であることもあり育成するのが特に難

しいスキルであった。フォーラムの質疑応答では紹介した先行研究について反論を述べていただい

たが、それに対する自分自身の意見を述べることに注力してしまい他者の考えに耳を傾けるという
ことを重要視できていなかったのは改善点である。 

 
3.フォーラム全体の評価 

育成に寄与できていた点としては「言語・コミュニケーション・複言語に関するスキル」があ
る。日本語と英語双方を使用したプレゼンテーションは一方的に教わる/教えるという立場ではな

く、双方向のコミュニケーションを生み出す構図となっている。これはこのスキルの育成に大きく
寄与していた点だと考える。 

しかし、「協働のスキル」育成には寄与できていなかったと感じた。学生の都合でフォーラム直前
に発表日程が再三にわたり変更されたことや発表当日に司会者が出てこず自分たちで進行しなくて
はならなかったことは、本授業の受講生をひとつのチームとして見た場合、他者との協働への積極
的参加という姿勢とは正反対である。それらを発表のグループ内で協力して乗り越えたこと自体は

力にはなったものの、直前の変更やイレギュラーで負担を増やすことやそれを容認することは協働
のスキルの育成に寄与するという概念とは相対すると感じる。来年度以降は、バディやグループの
協働だけでなく、本フォーラムの参加者全体での協働も重視するよう改善されることを期待してい
る。 



 

 

国際学生フォーラムに参加して 
 
1.育成されたと思われる能力 

私が今回のフォーラムを通して自分自身が育成できたと思う能力は主に 3つある。一番育成すること
ができたスキルは、（C7）協働のスキル である。私たちのグループでは、言語能力が不十分であるこ
とにより、前半に行った授業内外のミーティング内での理解の齟齬があった。具体的には、口頭で決定
した先行調査の分担や次回ミーティング日程の時間が時差などの関係で理解不十分であった。そのた
め、発表資料作成に入る段階では、それぞれの学生の先行調査や話の方向性の理解に齟齬が生じ、発表
資料作成の進捗が芳しくなかった。このことに対して、私はそれぞれの分担箇所を各自が責任を持って

行うことができていないが、その部分も自分が補填することによって、どうにか発表資料を作成すれば
良いと考えていた。しかし、確実に全員で話し合ってまとめなければならない部分があったことや、個
人での補填にも限度があったことで、やはりそれぞれの分担の確認を行い進めることが懸命であると考
えるようになった。それぞれの分担を確認したり、話し合いを進めるために、SNS を使用して分担を確
認し、割り振りができていない部分は再度分配し直すことで、それぞれの分担に責任を持って準備を進
めることができるようになった。そして、発表準備の進みが順調ではない担当に関しては、個人的に連

絡をとることによって、発表当日に納得できる発表を行うことができた。このような経験を通して、言
語やこれまでのバックグラウンドの異なる人との協働は、理解の困難さや煩雑さがあるものの、方法を
変更したり工夫することによって、協働できるスキルが身についたと考える。 
 二つ目に私が育成できたと考える能力は、（C1）自律学習のスキル である。先行調査を行うにあた
り、私たちのグループは各自分担して調べた。本来であれば分担した部分の先行研究を調べるだけの予
定であった。しかし、それまでの授業での話し合いの際に、自分の真珠湾攻撃に対する知識の少なさ

や、自分知らない既存の日本の平和教育があることを自覚した。そのため、先行調査の分担とは別に自
分で真珠湾攻撃についての資料を探したり、日本にある平和教育を行なっている施設を訪れた。このよ
うに自律学習することができたのは、フォーラムの事前授業で自分の知識が十分ではないことを自覚す
ることができたからであると考える。ただの講義として知識を得るだけではなく、アメリカの学生と共
に講義を受けることによって、自分の未知であることが日本側の視点に偏っているということを現実的
に感じることができ、その結果自律学習のモチベーションに繋がったと考える。 

 3 つ目に（D1）自己に関する知識と批判的な理解 が育成されたと考える。私たちのグループでは平
和教育について扱ったが、アメリカ側の学生の平和教育の経験がとても少なかった。そのため、グルー
プでの話し合いでは平和教育の不十分なアメリカに充実した日本の平和教育を取り入れる必要があるの
ではないかという意見がアメリカの学生からも出てきた。その話し合いの結果、アメリカの学生に向け
た平和教育の提案や、日本とアメリカの資料館の展示の交換の提案が行われた。これは、アメリカの学
生はアメリカの知識への批判的な理解が行われているが、日本側の学生の自己知識への批判的な理解と

はいえない。しかし、フォーラムでの発表で他のグループの発表を聞き、私の日本の平和教育への批判
的な理解が育成されたと考える。私たちのグループでは盲信的に日本の平和に関する資料館の内容が良
質な平和教育を行なっていると考えていたが、他のグループでは日本の資料館での平和教育も日本のナ
ショナリティ育成に偏ってしまっているという指摘を行なっていた。このように他のグループの発表と
自分たちの発表の内容を比べることによって、さまざまな視点からの見解を理解することができ、結果
的に自己に関する知識と批判的な理解が培われたと考える。 

 
2.育成されたと思われない能力 
 私が今回のフォーラムを通して自分自身が育成できなかったと思う能力は主に 2つある。一つ目は、
（A3）民主主義、正義、公正、平等、法の支配に対する価値観 である。この価値観が育成できなかっ
たと考えるのは、この価値観に対する私自身の考えの大きな変化が感じられなかったからだ。これまで
の受けてきた様々な大学の講義から、国の異なる学生同士で対話を行ったり、一つの国家の対立の問題

に関して多様な視点からアプローチすることの大切さを学習した。そのため、今回のフォーラムによっ
て大きく変化した価値観ではないと考える。また、私が平和教育という広い枠組みの中で民主的プロセ
スを明確に区切ることができなかったため、民主的プロセスがいかに大切であるかという点に関しての
認識の変化はなかったと考える。 
 二つ目は、（B5）自己効力感 である。私はこのフォーラムを通して自己効力感が向上したとは考え
ない。理由は二つあると考える。一つ目は、私たちはグループでの研究のまとめにより良い平和教育の

方法を提案したが、その提案した内容の主体についてはあまり考えることができなかったからだ。より
良い平和教育を行うために私たちが行動するという自己効力ではなく、大きなシステムとしての主体を



 

 

想定して提案を作成したため、学生としての自己効力感が生まれたとは考え難い。二つ目は、グループ
やフォーラム全体での話し合いを通じて、互いに理解することが可能であるという自己効力感は生まれ
たが、対立している国家間での理解につながるという自己効力感は生まれなかった。フォーラム開催の

タイミングでウクライナとロシアの情勢が悪化し、私はフォーラムで話し合っていることが本当に国家
間の理解につながるという自己効力感があまり感じられなかった。このような理由から、フォーラムを
通じて期待されていた程度の自己効力感は育成されなかったと考える。 
 
3.フォーラム全体の評価 

フォーラム全体として大きく育成に寄与していたのは、（C6）言語・コミュニケーション・複言語に

関するスキルであると考える。このフォーラムでは事前講義や発表で異なる言語話者とコミュニケーシ
ョンを取ったり、仲介者として複言語を使用する場面が多かった。講師の先生方も相手に関わらず様々
な言語で質疑応答を行うため、全ての学生が日本語と英語のどちらも理解する必要があった。また、司
会者も英語と日本語のどちらも話すことによって、仲介者としてのコミュニケーションスキルも向上し
たのではないかと考える。そのほかにも、発表原稿をそれぞれ学生が交換して確認することによって、
必然的に複言語スキルが向上したと考える。一方で、司会者の複言語スキルに関しては、全てのグルー

プに統一されたものではなかったと考える。ヴァッサーとお茶大のどちらからもグループで一人ずつ司
会者を行い、それぞれ日本の学生は英語でアメリカの学生は日本語で司会をすることになっていたが、
実際は全グループが規定通りに司会者を選出していなかったため、仲介者としてのコミュニケーション
スキルの向上のためには、司会者の規定の改善が必要であると考える。 
 フォーラム全体で寄与できていなかった部分としては、（C8）対立を解決するスキルであると考え
る。なぜなら、このフォーラム全体で共通した対立が考えられていなかったからだ。アメリカと日本で

対立する内容としては、真珠湾攻撃や原爆の歴史的内容と現在の認識が挙げられるが、全てのグループ
がその対立ないように触れた発表を行なってはいなかった。そのため、平和教育として広い枠組みで対
立を解消するということは考えることができたが、原因を追求し全員の納得する解決策を見出すという
段階までは話し合うことができていなかった。このような結果の原因になったのは、フォーラムの内容
が平和教育という広く抽象的なトピックで、何を目的とするかについて詳細で共通した決定がなかった
からであると考える。改善策として、全てのグループが最終的に何を成果として発表する必要があるの

かを初めに決めておくことが必要であると考えた。 
!
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	6.フォーラム（基調講演）2022
	7a.原爆・真珠湾イメージ変遷　グループ１ 
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