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を
調
整
（
変
革
）
し
て
い
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
、
望
ま
し
い
行
為
や
基
準
、
価

値
観
、
求
め
ら
れ
る
知
識
や
ス
キ
ル
が
あ
り
、
ま

た
、
そ
こ
で
の
ル
ー
ル
や
習
慣
、
シ
ス
テ
ム
、
関

係
性
も
異
な
る
。
大
学
の
中
で
有
能
に
振
る
舞
う

こ
と
が
で
き
て
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
違
え
ば
、

大
学
で
や
っ
て
き
た
よ
う
な
高
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
を
発
揮
で
き
な
い
こ
と
も
起
こ
る
。
理
論
と
実

践
に
は
常
に
こ
の
よ
う
な
ズ
レ
が
あ
り
、
水
平
的

学
習
に
お
い
て
は
こ
の
ズ
レ

が
新
し
い
学
習
活
動
の
は
じ

ま
り
と
な
る
。
水
平
的
学
習

に
お
い
て
、
学
生
た
ち
は
や

り
方
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
、

経
験
し
た
こ
と
が
な
い
こ
と

に
直
面
す
る
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
知
識
、
経
験
、
ス
キ
ル
を

持
つ
人
た
ち
と
ア
イ
デ
ィ
ア

を
出
し
な
が
ら
そ
の
道
筋
を

見
つ
け
て
、
彼
ら
の
知
識
や

経
験
を
結
び
つ
け
な
が
ら
新

し
い
知
を
創
造
し
て
い
く
。

こ
こ
で
紹
介
す
る
の
は
、
国
際
日
本
学
部
の

学
生
の
水
平
的
学
習
の
一
事
例
で
あ
る
。
国
際

日
本
学
部
の
授
業
「
国
際
日
本
学
実
践
科
目
C
」

に
お
い
て
、
受
講
生
は
、
教
育
工
学
を
専
門
と

す
る
岸
の
も
と
、
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活

用
し
た
新
し
い
活
動
の
創
出
に
取
り
組
ん
だ
。
授

業
で
は
、
教
員
が
仕
組
ん
だ
教
育
環
境
の
中
で
、

分
身
型
ロ
ボ
ッ
ト
O
r
i
H
i
m
e
（
以
下
、

O
r
i
H
i
m
e
）
を
活
用
し
た
実
践
を
行
い
、

そ
の
理
論
と
方
法
論
に
つ
い
て
学
ん
だ
。

O
r
i
H
i
m
e
は
ロ
ボ
ッ
ト
の
上
半
身
（
首

と
腕
）
を
ユ
ー
ザ
ー
が
遠
隔
で
操
作
で
き
る
ロ

ボ
ッ
ト
あ
る
。
そ
こ
で
学
ん
だ
こ
と
を
も
と
に
、

授
業
終
了
後
、
任
意
の
学
生
が
O
r
i
H
i
m
e

を
活
用
し
て
、
実
際
に
大
阪
府
の
特
別
支
援
学

校
（
2
年
間
）
や
ト
ル
コ
に
避
難
す
る
シ
リ
ア

難
民
の
教
育
支
援
を
は
じ
め
た
。
身
体
的
、
政

治
的
理
由
な
ど
の
た
め
に
社
会
的
に
孤
立
し
た

生
徒
た
ち
が
、
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
参

加
で
き
る
こ
と
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
指
し
た

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
学
生
た
ち
が
主
体
と
な
っ
て

創
り
出
し
た
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
コ
ン
テ
キ

ス
ト
が
違
え
ば
、
見
方
、
考
え
方
、
や
り
方
が

通
じ
な
い
こ
と
が
あ
る
中
で
、
彼
ら
が
ど
の
よ

う
に
水
平
的
学
習
を
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
紹

介
す
る
。

学
生
の
主
体
的
な
活
動
を

生
み
出
す
大
学
の
学
習
環
境

高
等
教
育
に
お
け
る
水
平
的
学
習

高
等
教
育
の
教
育
環
境
が
外
に
開
か
れ
、
理
論

と
実
践
を
つ
な
ぐ
教
育
実
践
が
展
開
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
学
生
は
、
大
学
で
学
ん
だ
こ
と
を
実

際
の
現
場
で
活
用
し
、
ま
た
、
現
場
で
経
験
し
た

こ
と
を
学
問
の
理
解
に
つ
な
げ
、
そ
れ
を
相
互
に

行
き
来
し
な
が
ら
理
論
へ
の
理
解
を
深
め
、
実
践

知
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
国
際
日
本
学
部
で
は
、
地
域
と
連
携
し
た
さ

ま
ざ
ま
な
実
践
が
正
課
、
正
課
外
の
ど
ち
ら
で
も

幅
広
く
実
践
さ
れ
て
い
る
。

伝
統
的
な
教
室
で
の
学
習
で
は
、
学
生
は
今
ま

で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
教
員
に
教
え
て
も
ら
い

な
が
ら
基
礎
を
学
び
、
次
第
に
高
度
で
複
雑
な
問

題
を
解
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
学
び
方
を
す

る
。
こ
の
よ
う
に
、
下
か
ら
上
へ
階
段
を
上
が
っ

て
い
く
よ
う
に
段
階
的
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
く
学
習
観
を
「
垂
直
的
学
習
」
と
呼
ぶ
。
一
方

で
、
学
生
が
大
学
と
い
う
教
育
環
境
を
超
え
て

（
越
境
し
て
）、
実
践
や
現
場
に
身
を
置
き
、
大
学

で
習
得
し
た
知
識
や
方
法
を
新
し
い
実
践
や
現
場

に
合
わ
せ
て
再
構
築
し
て
い
く
よ
う
な
学
び
を

「
水
平
的
学
習
」
と
い
う
。
学
生
は
、
大
学
で
学

ん
だ
こ
と
を
別
の
場
面
で
実
践
し
、
う
ま
く
い
か

な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
な
ぜ
う
ま
く
い
か
な
い
の

か
、
ど
う
す
れ
ば
う
ま
く
い
く
の
か
、
と
い
う
こ

と
を
考
え
、
今
ま
で
の
見
方
、
考
え
方
、
や
り
方

明
治
大
学
の
教
育
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国際日本学部　特任准教授

PROFILE

主な著書・論文：『大学教育をデザインする-構成主義に基づいた教育実践-』（共著・晃洋書房・2012年）
 『異文化間教育のフロンティア』（共著・明石書房・2016年）
所属学会：日本教育工学会、日本教育メディア学会、異文化間教育学会、多文化関係学会、質的心理学会、

国際開発学会など

専門：教育工学
1977年　大阪生まれ
2010年　関西大学大学院　総合情報学研究科　

博士（情報学）修了

2010年　京都外国語大学研究員
2013年　明治大学特任講師
2016年　明治大学特任准教授

大学在学中、アフリカから中米まで少数民族や僻地に住む人びとの生活のフィールドワークを行う。2012年から2年間、国際ボランティア
としてシリア・アラブ共和国の国連機関（国連パレスチナ難民救済事業機関：UNRWA）にてパレスチナ難民の教育支援に携わる。帰国後
もシリアで内戦がはじまる2011年までUNRWAと教育開発プロジェクトに従事。他にも、ミャンマー、エジプト、インド、中国の教育支援に
関わっている。国内では、インターネットを活用し、日本と世界をつなぎ協働を通した学習（国際交流学習）を初等・中等・高等教育にて共
同実施。文部科学省委託のICT活用教育アドバイザー、パナソニック教育財団専門員、JICA短期専門家としても従事。
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の
開
発
者
、
利
用
者
、
活
動
の
支
援
者
と
の
つ
な

が
り
が
で
き
、
機
材
や
活
動
場
所
に
不
自
由
な
く

思
考
の
幅
を
広
げ
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
挑
戦
を

形
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
失
敗
も
多
か
っ
た

が
、
さ
ま
ざ
ま
な
強
み
を
持
つ
学
生
、
留
学
生
、

先
生
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
合
わ
せ
て
「
次
」
を
創
り

出
し
て
い
く
楽
し
さ
が
あ
っ
た
。
教
わ
っ
た
知
識

や
経
験
を
基
に
実
践
を
す
る
の
で
は
な
く
、
模
索

し
な
が
ら
進
む
。
ま
る
で
自
由
な
冒
険
の
よ
う
な

こ
の
実
践
か
ら
学
ん
だ
の
は
、
失
敗
を
恐
れ
て
立

ち
止
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
自
分
に
な

い
ア
イ
デ
ィ
ア
は
他
の
誰
か
が
持
っ
て
い
て
、
自

分
の
発
言
が
誰
か
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
想
定
外
の
出
来
事
に
は
柔
軟

に
立
ち
向
か
い
、
誰
か
の
真
似
を

す
る
の
で
は
な
く
、
前
向
き
さ
を

忘
れ
ず
に
目
標
に
向
か
う
ワ
ク
ワ

ク
感
を
、
学
生
同
士
だ
け
で
は
な

く
連
携
し
て
い
る
先
生
と
も
共
有

し
な
が
ら
取
り
組
ん
だ
。
失
敗
か

ら
学
び
、
成
功
か
ら
学
び
、
他
人

か
ら
学
び
、
自
己
を
振
り
返
る
こ

と
か
ら
も
学
ん
だ
、
枠
組
の
な
い

自
由
な
実
践
の
上
に
は
、
今
ま
で

よ
り
も
少
し
大
き
く
な
っ
た
自
分

た
ち
の
姿
が
あ
る
。

さ
ら
な
る
実
践
の
発
展

：

国
際
協
力

と
し
て
の
シ
リ
ア
難
民
の
教
育
支
援

O
r
i
H
i
m
e
を
活
用
し
た
学
生
た
ち
に
よ

る
実
践
は
、
国
内
だ
け
で
は
な
く
海
外
へ
と
広

が
っ
て
い
る
。
国
際
日
本
学
部
で
は
、
グ
ロ
ー
バ

ル
イ
シ
ュ
ー
へ
の
関
心
が
高
く
、
本
実
践
は
、
国

際
協
力
の
実
践
へ
と
広
が
っ
た
。
彼
ら
は
、
ト
ル

コ
に
避
難
し
た
シ
リ
ア
難
民
の
生
徒
が
社
会
的
に

孤
立
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
O
r
i
H
i
m
e

を
活
用
し
た
授
業
支
援
お
よ
び
文
化
交
流
を
実

施
し
た
。
具
体
的
に
は
、
大
阪
府
の
支
援
学
校

と
の
実
践
経
験
を
活
か
し
て
、
ト
ル
コ
の
シ
リ
ア

人
学
校
の
英
語
の
授
業
に
参
加
し
て
英
会
話
演

習
を
し
た
り
、
シ
リ
ア
難
民
の
生
徒
と
日
本
人
生

徒
の
文
化
交
流
を
支
援
し
た
り
し
た
。

大
学
の
教
育
環
境
を
開
く
こ
と
で
、
学
生
は

無
限
に
開
か
れ
た
学
習
を
展
開
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
よ
う
な
学
生
の
水
平
的
学
習
を
支

援
す
る
た
め
に
は
、
大
学
の
学
習
環
境
が
重
要

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
学
生
た
ち
の
活
動
を
支
援

す
る
I
C
T
機
器
な
ど
ツ
ー
ル
や
多
様
な
リ
ソ
ー

ス
、
異
種
混
交
な
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
そ
し

て
空
間
で
あ
り
、
明
治
大
学
の
こ
の
環
境
を
最

大
限
に
活
用
し
て
学
生
た
ち
に
は
多
く
を
学
ん

で
も
ら
い
た
い
。

重
ね
具
体
的
な
方
法
を
提
案
し
た
。
そ
の
取
り
組

み
の
一
つ
と
し
て
、
大
阪
の
特
別
支
援
学
校
の
生

徒
に
明
治
大
学
へ
〝
お
出
か
け
〞
し
て
も
ら
い
、

キ
ャ
ン
パ
ス
ツ
ア
ー
を
通
し
て
大
学
生
活
を
感
じ

て
も
ら
う
と
い
う
活
動
を
実
施
し
た
が
、
遠
隔
地

に
い
る
生
徒
と
の
接
し
方
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
課
題

が
残
っ
た
ま
ま
春
学
期
が
終
了
し
た
。

そ
の
後
も
支
援
学
校
の
生
徒
た
ち
と
英
語
の

授
業
で
の
交
流
を
続
け
た
。
国
際
日
本
学
部
に

所
属
す
る
自
分
た
ち
か
ら
は
海
外
生
活
の
紹
介

を
、
生
徒
た
ち
か
ら
は
地
元
大
阪
の
紹
介
を
そ

れ
ぞ
れ
英
語
で
行
い
、
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
授

業
に
す
る
工
夫
を
試
み
た
。
課
題
も
た
く
さ
ん

O
r
i
H
i
m
e
を
活
用
し
た

学
生
主
体
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
概
要

久
保 

槙
祐
野
（
国
際
日
本
学
部
4
年
生
）

O
r
i
H
i
m
e
を

活
用
し
た
教
育
実
践
と

し
て
、
限
ら
れ
た
人
と

し
か
接
す
る
機
会
の
少

な
い
肢
体
不
自
由
の
方

が
社
会
で
の
活
動
に
〝
お
出
か
け
〞
す
る
こ
と

を
、
大
学
生
と
い
う
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
に
関

わ
れ
る
か
を
模
索
し
た
。
実
際
に
、
重
度
障
が

い
を
持
っ
た
岩
手
在
住
の
方
に
O
r
i
H
i
m
e

を
通
し
て
授
業
内
で
お
話
を
伺
う
な
ど
、
議
論
を

残
っ
た
1
年
目
で

あ
っ
た
が
、
生
徒
が

興
味
を
持
ち
積
極
的

に
英
語
で
話
そ
う
と

し
て
く
れ
た
こ
と
や
、

将
来
へ
の
新
し
い
展
望

を
持
っ
て
く
れ
た
こ

と
が
何
よ
り
も
う
れ

し
か
っ
た
。

2
年
目
は
国
際
理

解
を
テ
ー
マ
に
、

O
r
i
H
i
m
e
を

活
用
し
た
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
も
焦

点
を
当
て
、
留
学
生

と
の
対
話
を
通
し
た

異
文
化
学
習
が
で
き

る
環
境
作
り
を
行
っ

た
。「
次
は
上
手
く
で

き
る
か
」
と
い
う
緊

張
感
を
常
に
持
ち
、

ト
ラ
イ
ア
ン
ド
エ

ラ
ー
の
サ
イ
ク
ル
を

繰
り
返
し
な
が
ら
方
法
論
を
見
出
し
て
い
っ
た
。

こ
れ
ら
の
活
動
を
通
し
て
、
O
r
i
H
i
m
e

Students’ Voice

大
阪
府
の
特
別
支
援
学
校
の
教
員
か
ら

植
田 

詩
織

明
治
大
学
の
学
生
と

本
校
の
生
徒
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
つ
な
が

り
、
言
葉
だ
け
で
は
な

く
O
r
i
H
i
m
e
を

活
用
す
る
こ
と
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
幅
を

広
げ
て
交
流
で
き
た
。
本
校
の
生
徒
に
と
っ
て
、

明
治
大
学
の
学
生
と
の
学
習
は
、
知
識
を
得
る

こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

つ
い
て
考
え
る
機
会
と
な
っ
た
。
彼
ら
が
普
段

接
す
る
人
た
ち
は
、
主
に
家
族
や
医
者
、
学
校

教
員
と
限
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
学

生
た
ち
と
の
交
流
は
本
校
の
生
徒
に
と
っ
て
大

き
な
驚
き
で
あ
り
、
新
し
い
挑
戦
で
あ
っ
た
。
特

別
支
援
学
校
の
様
子
は
、
外
部
の
人
に
は
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
学
生
た
ち
は
、
生
徒
の

ニ
ー
ズ
や
状
況
を
知
る
た
め
、
常
に
事
前
の
打

ち
合
わ
せ
を
行
い
、
生
徒
が
安
心
し
て
学
べ
る

学
習
環
境
を
創
り
だ
し
て
く
れ
た
。
こ
の
交
流

を
通
し
て
「
今
度
は
私
ら
が
明
治
大
の
み
ん
な

に
何
か
教
え
た
い
」
と
生
徒
の
自
発
性
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

緒方  日菜子
国際日本学部4年生
会話のスタイルの異なる相
手との関わりを通して、コミュ
ニケーションの本質に興味
がわきました。この実践で
は、特別支援学校の生徒と
一緒に、人に何かを伝達す
るときの「伝え方」をさまざまな方向から考え工夫す
ることで、快適なコミュニケーションを実現するため
の気付きを得ました。

佐藤  瑛子
国際日本学部４年生
支援学校の生徒の当たり前
と学生の当たり前には違い
があり、それが新鮮さ、面白
さであると同時に、実践を行
う上での壁でもありました。
ロボットの特性を活かして、
お互いの理解を深めながら、「ロボットだからできる
コミュニケーション」を生徒、先生、学生とで見つけ
ていきました。

徐  アヨン
国際日本学部　韓国人
留学生　1年生
OriHimeを使うことで、人と
の関わり方への考え方が変
わりました。以前はコミュニ
ケーションとは人と人が対
面で話すことだと考えていま
したが、相手、状況、使用するツールによって、さま
ざまな形で人と関わり、関係を築くことができると考
えるようになりました。

活動内容

活動目的

国際日本学実践科目
キャンパスツアーの企画・実施
OriHimeを使用し、生徒と先生が
キャンパスツアー等を通して英語
で交流し、関係の構築を目指した。

1年目 春学期
正課外
居住・滞在地域の紹介
OriHimeを通して学生と英語で相
互の地元の紹介をすることで、英
語学習への意識向上を目指した。

1年目 秋学期
正課外
留学生との異文化交流
生徒の異文化理解をテーマにおき、
OriHimeを使用したコミュニケー
ション方法の探求に取り組んだ。

2年目 春学期

シリア人生徒がブレスレットの作り方を教えている様子

51 THE QUARTERLY MEIJI 50


