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「沖縄の 伝 統工 芸 」 をテ
ー

マ に した iPad用 デ ジ タル 副教 材 の 開発

金城　満
’

〈概要 〉本研究 は ，過去 に 制作 した ビデオ 教材 「沖縄の伝統 「．芸 」 を もとに して い る。そ の

内容は紅型，陶芸，織物 ，漆器 の 4 分野 の 歴 史や技法 に 関し て ，中学校美術 で 活用 出来 る よ

うに と27分 に 編集 した も の で あ っ た ，こ こ で は新た に ，沖縄 県立博物館や 沖縄 県 工 芸振興セ

ン ターの 協力 を得て，歴 史的背景 の 充実，伝統 L芸産業の きび しい 現状を加 えた。発展 と し

て，本科で取 り組ん で い る 「OKINAW へも よ う」 を新た な伝統 の 継承 の 例 として 紹介 した。

〈キ
ー

ワ
ー ド〉デジ タ ル 副教材，伝統 の 継承 ，

カ ス タ マ イ ズ ，再 ／1珂 能，ハ イ ブ リ ッ ド

1．は じ め に

　本研究 は
， デ ザ イ ン 分 野 の 授 業 で 使 用 す る

iFad用デ ジ タル 副教材 開 発 の 技 術面 か ら の ア

ブ 11　一・一チ と ， それ を活 用 し て ，テ ーマ で あ る 「沖

縄 の 伝 統 工 芸 」 を分 か り易 く教材化す る とい う

目的 で 進 め た。

　デザイ ン 分野 で あ る こ とか ら ， 視覚的 な教材

を効果的に使用す る 必要があ り，口常的 にプ ロ

ジ ＝ ク タ
ー

の 使用頻度が高 い ．しか し使川す る

コ ン テ ン ツ が写真や映像等多岐 に 渡 るた め，ス

ム
ーズ に 展 開 出来な い 状況 が あ る、特 に ，コ ン

ピ ュ
ータ，DVD プ レ

ー
ヤ
ー，ビデ オ デ ッ キ等複

数の 機器を使用 し た時 の
， 人出 力 に 伴 う トラ ブ

ル が 増 して い る 。

　そ の 解決策と して ， 分野 の 異 なる コ ン テ ン ツ

日

図 1 ： カ ス タマ イ ズ 可 能 な iPad用 デ ジタ ル 副教 材

を，メイ ン コ ン ビ ュ
ー．汐 に 教材デ

ー
タベ ー

ス と

し て 集 中管理 し た。そ の 中 か ら授 業内容 に 応 じ，

必 要 な コ ン テ ン ツ を カ ス タ マ イ ズ し て，iPad用

デ ジ タ ル 副教 材化 した （図 D 。こ れ に より，

iPad とプ ロ ジ ェ ク ターを 接続 す る だけ で ，あ ら

ゆ る コ ン テ ン ツ の 展 開 が 可能 に な っ た
1
。開発

は
一

つ
一

つ の コ ン テ ン ツ の 精度 を 高 め る と 同

時に ，コ ン テ ン ツ の 組 み合 わせ で ，教育効果 が

発 揮山来 る よ うに 考慮 し て 行 っ た。

　現 段 階で は iPadを生徒
一一

人
一

人がイ ン タ ラ

ク テ ィ ブ に 操 作出来る，主体的 な学び を前提 と

した も の で は無 い 。また そ の 様な環境 も整 っ て

は い な い の で ，教師 が 手元 で 操作 し て，ス ム
ー

ズ な授 業運 営 を 日 的 と し て い る。そ して 使用 に

応 じ て 修 止 を加 え ，質 的 向 上 を 目 指 せ る 教材開

発 を行 っ た。ま た ，使 用 す る 対 象 に 応 じ て キ ャ

ラ ク タ ーや 内容 の レ ベ ル を 自由 に 入 れ 替 え ら

れ る設 計に し て あ る （図 2）。

　また本研究 を通 して，今後予想 され る デジ タ

ル 教科書の 諸 問題 への 布石 と し た い
。

際綴 醸 麟 鑢

図2 ： 表紙画面
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2．研究 の 目的

　伝統 工 芸品 の 要件 は ，法律
2
で 次 の 様 に 規 定

され て い る。  主 と して 日常生活 の 用 に 供 され

る もの で あ る こ と ，   製造過 程 の 主要部分 が 手

工 業的 で あ る こ と ，   伝 統的技術ま た は技法 に

よ っ て 製造 され るもの であ る こ と，  伝統的に

使用 されて きた原材料 であ る こ と，  一定の 地

域 で 産地を形 成 して い る こ と ， で ある。本研 究

では，こ れ らの 要件に沿 っ てテ
ー

マ を，分か り

易 く，親 しみ の あ るもの と し て 開発 を行 っ た。

　一方，沖縄県 工 芸振興 セ ン タ
ー

の 資料に よれ

ば，沖縄 の 伝統⊥ 芸 の 現状 は必 ず し も好 ま し い

もの と は 言 え ない 。例 え ば，工 芸産業 の 平成23

年度 の 生産額 は 33．4億 円 で ，ピ
ー

ク 時 昭 和 57

年度の 57．　5億円の 6割程度の 水準で あ る 。 ま た

平成23年度末の 工 芸産業従事者数は 1，671人 で ，
ピー

ク 時昭和56年度末の 3，570人か ら半減 して

い る。こ の 傾向は 沖縄県 の み で な く全 国的な傾

向で ある
3
。 こ れ らをふ まえ 工 芸品 の 手仕事 と

し て の 魅力 を生徒 に紹介 し，工 芸品 に対す る

理 解 の 促 進 と，日 常生活 で の 活用 か ら工 芸産業

へ の 興味 関 心 を 高め る こ と を 目的 と し た。

3，研究 の 内容

　本教材 開発 は
， 平成 元

〜 2 年度那 覇市教育委

員会 の 委 嘱 に よ る，中学校 教 科 教育研 究委 員

（美 術） の 共同テ
ー

マ と して制作 した ，
ビデオ

教材 を もとに し て い る。そ の 内容は紅型 ，陶芸，

織物 ， 漆器 の 4 分野 の 歴史や技法 に関 して ，中

学校美術で 活 用 出来 る よ う

に と 27分に編集 し た も の で

あっ た。当時，学習指導要

領改訂 の 動 き の 中 で 授業時

数の 削減があ り，少 な い 時

間で 効率 的な授 業 の 展 開を

して い くた め の 教材開発 が

必要 で あ っ た 。 また ， 文化

や伝統の 尊重や 国際理解教

育の 充実 を図 るた め の 教科

内容 の 改 善や，地域文化理

解の 必 要性 も背景に あっ た ．

　 し か し，授業時間内 で利

用 可 能 な地城文化や ，伝統

の 尊重 を促 すた め の 使 用 可

能 な教材 が無 く，そ の 条件

に合致す る よ う共 同開発 し

た の が ビ デオ教材 「沖縄 の

伝統 工 芸 」
’1
で あ っ た。

　今 回 の 研究 で は，そ の ビ デオ教材 をデ ジタル

化 し て iPad用映像 コ ン テ ン ツ と し て 再利 用 し

た
。
ま た

， 新 た に 沖縄県 立 博物館 の 協力 を得 て
，

歴史 的背景 や図版 等 の 内容 の 充実 を図 る と と

もに，先述 の 沖縄県 工 芸振興 セ ン タ
ー

との 協働

研究で は，伝統工 芸産業の きび しい 現状や，そ

れに対す る取 り組み も紹介 した。

　 また，各分野 ご とに理解度を確認す るため の ，

映像 の 分解写真やクイズ を加えて ，楽 し く学べ

る よ う工 夫 し た。また，本教材 を導入 し て の 実

践例 を紹介 し た。

4．研 究 の 方 法

4．1 教材の 使用対象

　中高校美術，専門高校デザイ ン 分野を想定し

て い る が，丁 芸振興セ ン ター等社会教育で の 活

用 も含め ，広 い 範囲を視野 に 入 れ取 り組ん だ。

そ の ため，難解な用語や説明は避 け，視覚的に

理 解出来る よ う簡潔な表現を 心 が け た。

4．2 先行研究

　技 術 面 で の 先 行 研 究 と し て ，本 科 3年 課 題 研

究 「映 像 制 作 か ら プ レ ゼ ン テ ーシ ョ ン ま で ・
マ

ル チ メ デ ィ ア 入 門2013年度版」 があ り ， 授業で

の 活用 を 図 っ て い る。マ ル チ メ デ ィ ア 分 野 は

様 々 な コ ン テ ン ツ が 有機 的 に関係 し て 成 り立

っ て い る 。 それ らを体 系 立 て ， 整理 し， 理解さ

せ る必要 が ある （図3）。こ の 教材 を使 うこ と

で ，内容を視覚 的に理解 させ ，感覚 の み に頼 ら

…
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ない ，理 性 を基盤 と し た学習効果を上げ る試 み

を行 っ て い る 。 具体 的 に は ，  映像制作 を要素

別に学ぶ こ と で多角的視点 と表現力 の 育成 を

図 る ，  映像 制作 を 自 ら企 画 し絵 コ ン テ か ら

DVD制 作ま で の 知識 と技術 を学ぶ，  プ レ
ー
ビ ン

テ
ー

シ ョ ン の 知識 と 技術 を 発 信 者 の 視点 か ら

学ぶ 。以 Eの 様 に 映 像制作 の 基礎 か ら，最終 の

プ レ ゼ ン テ ーシ ョ ン ま で を 口標 に 学ん で い る 。

こ れ らの 先行 研究 で の 技術 と構 成方 法 を発展

応用 して 本開発 を進めた 。

　製作 に使用 した の は iB。 oks 　Author とい うデ

ジ タル 書籍 を作 るた め の ア プ リケ
ー

シ ョ ン で

あ る 。 使用法等 詳細は動画付き の サイ トで コ ン

パ ク トに紹介 され て い る
5
．

43 教材 の 構造

’
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　 図 4 ： チ ャ プター構造

　 全体 は 6つ の チ

ヤ プ ター
（分野）

で 構成 され，そ の

中に 4〜5 つ の セ

ク シ ョ ン で 歴 史

的背景や技法 ， 行

程，現状等を写真

や ．文章，映像を用

い て 展開 した （図

4） u 各 チ ャ プ タ

ー
で は 簡 潔 な 表

現 を用 い て 確 実

な 理 解 と 集 中 力

の 持続 を 促 し た 。

4．4 使用する情報を4つ に 分類

  新作情報

　 こ こ で の 新作 と は，新分野，お よ び初担 当授

業で の 教材作成。そ し て教材全体の 色彩設計や

書体，順 番，分量等 の レ イ ア ウ トや編集 に関す

る デザ イ ン 分野 の こ と で あ る。こ こ で 新作情報

杵成 に 使 用 し た iBOQks　 Author に は ，使 用 し や

す い 美 し い テ ン プ レ
ー

トが あ り， それ に よ り効

率化が 図れ ， 情報 の 統
一

感 が 出 しやす い 。

  再作情報

　情報す べ て を最初か ら作 るの で は無 く，過去

の ア イデ ィ ア や ，教材 の デジ タル 化 によ り，

iFadや他 の タブ レ ッ ト用 に 再構 成で き，新た な

領域 の 教材開発が可能にな る。過 去 の 授業で の

改善策が 検証 され て い る情報で あれば，む し ろ

新作 よ りも有効な もの とな る。ま た ，動画か ら

静 1［1画 ， 写真 か らイ ラ ス ト， 音 声 か らテ キ ス ト

等 ， デ
ー

タ の 質的変換 も再作 とい える。

  出典情報

　公的機 関や 出版物 か らの 引用 は，出典を明確

に し て 使用規 定を遵守せね ばな らな い 、こ こ で

は 県 立 博物 館 の ガイ ドブ ッ ク か ら必要 箇所 を

使用 申請 し て 許 可 を得 る こ とが で き，豊富な資

料が利用 川来 た 。 そ れ に よ り過 去 の 逸品 の 図版

や ， 歴 史的背 景 が 盛 り込 め て ，教材 の 説 得 力 が

増 した。こ の 種 の 資料は，個人や，学校 レ ベ ル

で の 収集や撮影は困難 で あ る。そ の た め に も公

的機関を は じ め，あ らゆる機関と の連携や関係

構築 が 必要不可欠 で ある。

  接続 「青報

　 こ こ で の 接続 とは Web へ の リン ク を さす．今

後 の デジ タル 教材 の 方向 と し て ，教材内で の 完

結 し た 学 び と
， イ ン ター

ネ ッ ト等教材 外 へ の リ

ン ク 情報 が 考 え ら れ る、こ れ ら の 問題 や ，デ ジ

タ ル 教科書に 関す る 記 述 と して 斎藤孝 （1960

〜）は ，
“ 「広 く情報に 開 か れ て い るj とい う

デ ジタ ル の 利 点 を活かせ る よ うな授 業 を変 え

るア イデ ィ ア とセ ッ トで 導入
”6

と述 べ て い る。

こ の 事か らも，デ ジ タル の 特性 と して 全 て を
・

つ の 教材がカ バ ー
す る必要は無 く，む しろ外 の

情報 をデー
タ ベ ー

ス 的 に使 う授業 の ス タ イ ル

が 定着 して い く だ ろ う。

5．結 果 と 考察

　以 上 ，各 コ ン テ ン ツ の 重 要度を 見極め て J 教

材 開発 の 手順 を 整 理 する こ とで ， 全 て の コ ン テ

ン ツ に 時間を掛け る 必要 が無 くなる 。 肝 心 な の

は ，ゆ る がな い 体裁 を整 え る こ とで は な く ， 太

い 骨格 で ，随時修 正出来る余 地を残 し な が らの

教材開発 を行 うこ とで ある。

　教育的効果 を発揮す る コ ン テ ン ツ には，単独

の も の と，組 み合 わ せ の もの が あ る。デ ジタ ル

副教材 は，そ の 組 み 合 わ せ の 可 能性 を広 げる ツ

←
ル で あ る 。言 い 換え れ ば コ ン テ ン ツ の ハ イ ブ

リ ッ ト化 を 実現 して い る。し か も過去 の もの も

活 用 出来 る 再 生 可 能 な効率性 と，有効性 を持 っ

て い る。こ の こ とと，テ ーマ で ある 「沖縄 の 伝

統 工 芸 」 の 現 状を重ね合わせ て考え て み る と，

単に伝統を守 り続けるだけで も，新 し い技術を

開発 し続 け る だ けで も ， 消費者 に は 受 け入れ ら

れ な い。だ か らと言っ て ，低 コ ス トや流行 に即

した製品開発 も同様で ある。伝統工芸も教育も

変 わ る 必要が あるもの と，変えて はい けない も
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3．こんに ゃ く糊 をぬ る

7．形 に台わ せ て 切 る

　 　 　 　 　 　 　 　 害
L

　 　 4．霧 吹 き をか け る
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図5 ： 「OKINAWAもよ う」 が で き るまで （3年 製 図一考 案 ・授業 実践

の が あ る はずで あ る。ど ち ら も時代や環境に適

する よ うに注意深 く改良を加え，試行錯誤 を繰

り返 して い く以外 に改善策は 無 い 。そ の ため に

も経 済や技術，素材等 の デ ジ タ ル 情報化 が も た

らす社会的影響力 を見極め る 必 要 が あ る。

6．成果 と課題

　最後に ， 本教材 を導入 に使 い ，果習に 入 る 実

践例 として ，本科 の 「OKINAWAもよ う」 と い う

取 り組み を紹介す る。沖縄 にある 日 常 の 様 々 な

モ チ ーフ か ら，一定 の 法則
7
に 従 っ て パ ター

ン

を導き紋様化する。そ れ を使 い デザイ ン 開発 か

ら製品化ま で を行 う課題で ある （図5）。実際

の 展 開例 と し て は 封筒や ブ ッ ク カ バ ー、ア クセ

サ リ
ー

が あ る。さ らに 、か り ゆ し ウェ ア ーn
等

へ の 展 開 も考え られ ，新た な 伝統 の 継承 と位 置

づ け て ，今後 の 展 開 に期待 が持 て る。

　伝統 に 限 らず 工 芸品 は 「用 の美」と言 わ れ る 。

日常 生 活 で 艮 い 時 間使 われ ， 人 々 の 壬に 触れ る

こ とで ，そ の 梢度 が 上が っ て い く。 1司様 の 視 点

か ら，デジ タル 副教材 も時間をかけた流 動的な

開発過程が必 要 で あ る。現在は iPad と，特定の

タ ブ レ ッ トか らの 利用 に と どま っ て い るが ，将

来的に は ，タ ブ レ ッ トの 種類に依 存 しな い 開発

方法を模索し て い きた い 。ま た タ ブ レ ッ ト導入

へ の 過渡期 の 現在，有効な方法と して は，校内

サ
ーバ ー

の 活 用 が あ る。教材 の 安 全 な 共 有化 と，

生徒が主体的 に 学 習出来 る ，魅力的な教材デー

タベ ース の 構築を 日指 し た い 。

7，おわ りに

　本研究を，デジ タ ル ア
ーカ イブ の 研究 と実践

と位置 づ け 振 り返 る。そ の 研究過程は，制作 や

手続 き等 で 個人や科，学校 の カを超 え て い る。

そ の た め 公 的機関 の 助 言や ，協働研 究 は 不可欠

で あ る。今後 も これ らの 機関 と の 関係構築 を強

化 して ，工 芸産業 へ の 理 解 と、後継者育成 に も

貢献 で き る 研 究を行 っ て い きた い 。

注

1
音 声 はBluetooth の ワ イヤ レ ス ス ピ ー

カ
ー使用
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