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In recent year, in the field of higher education, the dialogic learning style based on the active knowledge 

construction of learners are accepted and applied, as well as the learning style of the passive knowledge 

transmission such as learning through listening to the lecture. This phenomenon implies that it is important 

to educate the learners’ capabilities of knowledge construction through understanding the conflicted 

solutions from different perspectives and integrate them for deepening one’s own thinking towards the 

problems which do not always have only one correct answer. For fostering this kind of knowledge 

construction capabilities, the group discussion is applied as one of the education methods. In this context, 

the discussion refers to the “Ba (space)” for constructing knowledge from the different perspectives 

through communicating with each other in a logical way. In order to improve the quality of discussion, it is 

curial to acquire the metacognitive skills of expressing one’s own opinion logically and estimating others’ 

thought for understanding others’ intention appropriately. 

To acquire the knowledge construction capabilities, it is difficult to learn them merely from the textbook 

or the verbal information but necessary to learn them based on the accumulation of learner’s experience on 

thinking reflection. The reason why experience accumulation is curial to the learning of these capabilities is 

that although the basic knowledge on knowledge construction capabilities can be acquired, how to apply 

the acquired knowledge for its application is still difficult for the learners. 

The lecture of “Introduction to Knowledge Science I” is one of the fundamental courses in the School of 

Knowledge Science, JAIST, where the author is from. This lecture is designed as a “Ba” for the learners to 



 (2)

improve their abilities and co-create knowledge with the others students, the teaching assistant and even the 

lectures. Based on the experience from the thinking reflection and discussion, the students are expected to 

acquire the knowledge construction capabilities which include the meta-level thinking skills such as 

expressing one’s own thinking while considering about others’ understanding condition, and estimating 

others’ thought for understanding others’ intention appropriately. 

In this research, the author conducted a practical research in the lecture of “Introduction to Knowledge 

Science I”. This research targets at the teaching assistants (TA) who have attended this lecture before and 

serve as a student assistant for supporting the educational activities. For supporting the learning of TA, an 

education model which is elaborated by the TA’s experiential learning circulation of concrete experience, 

reflective observation, abstract conceptualization, and active experimentation. In addition, the learning 

activities and self-reflection promoting approaches are also designed for supporting the TA to realize how 

to learning the knowledge construction through viewing other learners’ learning processes and support their 

learning. Furthermore, in order to help the TA to recognize the learning goals related to the learning of 

meta-level thinking skills, a tree-structured chart which is characterized by the metaphor of “seeding, 

watering and harvesting” is designed and introduced into the educational practice. 

In the thesis, the design intentions of the learning activities and supporting tools described above will be 

elaborated. Additionally, for the purpose of understanding the educational effect of the model and the 

activities and tools designed based on the principles of the model, the data is also designed and planned to 

be collected during the conduction of the educational practice. As an initial conclusion, the collected data 

implies the effectiveness in some degree. However, it also shows the limitation on understanding the TA’s 

learning condition from the (macro) perspective of the internalization of experiential learning and 

meta-level thinking skills. To make improvement, a learning activity named “self- growth reporting 

session” is designed and conducted. Its results are helpful to identify the effectiveness which is discovered 

in the initial conclusion. 
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>4456789*:(ABCD+)E?+@>455>FGHIJKLMNO7PHQ)*RS0

+,T+@>/UVWX[-. 03YZ[ 09]! 

2.4 !"#$%&'()*+%,(TA) 

\]K^HQM_`a7HI4Teaching Assistant/TA5Abc;d01=ef2340f2

f45+g,-hiA67A894^jK7PHQd:kd;l=m5)nopd<=h>M

&'q+=-XrAI?KOHQA@s)tA,-//B+d.W+g,-uCAvwx)

yDTdef3f4AEFAGHAuI/,-./)z*/{JVWx>-[K2LfM

08]3|XdTA bc;fNhiAO*GH)}-P1QR=bcAuF/~�-./)t

UVWX[ST 06]3 

SUVefMWfhi+X�-\]K^HQM_`a7HIAYOj_L+��dZ�Ae

f+X�-[8A6I),-67� TA0\>/UVWx>-[SUVef 11]3F|�dTA

A89+F>xd]�[8M;l+g,-hi6Id^k_`df24Afl+$,-�

a=mAh>AvI�),-.//~��W-[bc 96YSUVef 11]3 

TA A�d+F>xd415h>Aef)gh,-425TA ��+g,-hi*=Ri02

-435�jA�>TA0klf4/l,-XrdhiRi0P0-445TA+��x4:Am

)�-455��AnoA�p+F>xq@f�d��*=h[r)Ya7K,-s>@s

/=-/>R6PtI02u�Wx>-[SUVef 11]3 

 

2.4.1 TA !"#$% 

P�A./+��dh�-�/TxATA;h>Av�>d2->;{�gvq+g,-y

�q��1;=>/~��W-3���d2-wf��)��=>{�gvq+gx,-

�+dX��y��T>vz)�px2u-��Bd�{��=>ASdmA�R+����

>AS)u|+~�-./1d{�gvqA �c)qr-./01?d��A¡¢9£)

}~ d �Aq�)¤¥,-flRiB~��W-[¦§ 13]3|XdTA;{�:()n

>=0�d{�gvqA~�d �¨cA©ª+��xdmA�R+��+«¬TX�d�

v+ �T�,>AS)~�-�R=6789:()nR./0�-3®AXrdTA ��

+B®W�A{�¯kS�f°1±�Tx>@./0~��W-3TSTdTA ;mA�R+{

�gvq+h�-AS+$,-&';2-0dTA ��A{�:()²³xd´�)dmRf
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34!4567489:;<=>?@;A>BC"+#0DEFGH/>$IJ%/0KL
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<R*+_K*`abNS`?@+c,U/0K2de;-fK?@A>gh].e+i

jk;/lFifKQ0Rmnk1LM`opqOrK20e;-fK?@A>gh].

est+$IJ%/0KVW;<=>ujk;vw;Y=ZxO0yz{n1OrK2|}

2A>B~0+f10O^�Q;)H/>s�`34�j+5�)�R)F67_Kn1A

s�`VW)�U)z{_K�Q+O^102*Q��}[89 05�McNair 54]2b|=>VW

;<Kz{A>�e;?P�.K�QOA1y>st`�cLM;�cU1f.�0f102

�`}�>VWF$IJ%K�Q;<�/>�`<R;LMF��_K`);b0/>��:

�Golb�VWz{!8;�F�0>��_K2 

 

2.5.1 !"#$%&'( 

z{QA>VW+<�-.K�QO>LM+=>-.KQ0R?�@�OrK [89 05�

Kolb 84]2Kolb`VWz{��;<=>z{?�@�A>�`Ab`��B?)�1K!8;

�OrK�� 2-3�2 

CD kVW�Concrete Experience�ED k;VW_K 

FGHkIJ�Reflective Observation�EVWFK=L�/MH_K 

NO.k¡PQ�Abstract Conceptualization�E��¢R�QU/¡PQ_K 

SujkTW�Active Experimentation�E£/}��¢R�FTWU/IK 
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st`Auv1wHD/04e[xiKCDEyz{|1}~HND�;C.XL��1�

qND�M��*��4XES/0��4�k��1�K;C.X@N*:�4/0iawH

D��1���H*��HND�C^_a`NDLM 

�H*��4/01����N*��^_L;C>S�*�1TU�VPW�1stS�*

�4r0�st`SDCHAa*�:cd;C1�67H*cdXE.��HA6*cdXE.�

�HA6*�� taSD*��1¡;@NDL;C�[\SDC^_LM#  

34Aq*�¢�£a4/01FGH*��HA;C4P¤1TU�VQR�1HN*w

ASjklj1¥�H*r01¦HN�LM3`.X6*wHD/01§6�K;C>[\LC

DE;C�/0.XL��C^_a`L[¨© 12, Kolb 84]M 

2.6 !" 

ª"[�*ªW1«¬KL.?A@N¥CSL®s&'.nDN¯°HAM±²-.

��1³´KLCDEµ¶²·ia¸¹C�º-.»¼§½.X@N*��1¾¿KLCD

Eµ¶²·À4ÁÂKL;C1Ãqa`LÄÅ4Æ[*TA >ÇÈÉR¹4��1ÊKCC

! 2-3 "#$%&'()[*+ 12,Kolb84] 
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hi^ TA256j%?&'B)Fk(l7856mnI(o])*?!+"Gpq8D 

 



! 3"# $%&'()*+,-./0,-12 

 16
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01 

3.1 !" 

3456789:+,-;<=>$%.?@ABCD8EFGH,-0CID6JKH

LM<,-NOP+9:QR+STUVWX,YID6Z[HLC\QR+STUV>]

C,-FGD^_<`"H;QR,-ab.cd^e\=>QR,-+fgh*D8E,-

FG.?@0CIDijH;kMl<mn>OX+9:QR.oMpM<qrstuv^<

wxsmR+fgh*.yMp^zA{jB|<I+,-FG.[}s>P>~jXB{

8D:�C\���H;<TA>QR,->�0C$%.��<TAOP+QR,-D8E�

�����h.��^<�B.�%^_���$()*.��$%&'()*+,-.�j

Cx��j./0ID+����*.��0C\]M]8QR,-+�D^_<��QRW

X,�H8 �¡.TA>��CIDH<TA6OP+��QR.¢£_]M]8,-6H¤C

D:�C\�+e¥<�"H;<]8QR,-+�¦,-12§+¨©.cd0C\3.2 ªH

;<$%.?«0CIDH,-^> 8$%&'()*+¬.cd0C\3.3 ªH;<$

%&'()*+,-./0e¥+�D^_+$%®,tb¯.cd^<�+°M±T>²

jC TA+,->³´^eaµ.¶·C\3.4ªH;<$%®,tb¯>²jC TA¸x+

¹º»>~8_¶·C\ 

3.2 #$%&'() 

¼ +,½��H;<¾aABe$%.¿HÀj<¾aABeFGHÁÂ+Ã¤F.

,YID6ÄÅHLM<ÆÇ.�jXBC�È+ÉR.Àj<,-N+wÊ.ËCD8E�

��È>ÌBÍ^�H8C\ 
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343567+89:;<=>?@AB+CDE5FGHI:JKL@MNOPQFG@

MNO:RSTUV:5W@=XYZ[\+]^._`abDcd35;eM+fgh.

iF3jM5fgh+MMklm.Tnopqr5sM$%'tGD`=su@NO+vw

()*GxyLz={l+su@()*E5$%.|}~z=kMu��@��D,-0=l

kE��Dj={ 

���DJ�0=$%&'()*kE5789:;<=>?@AB+CD5W@=��

.�I]^kQF+@MNO.cd0=fg�+��`k5�+NOF�.�u�D5�

�:�X+��.di�:��0=lkk5��+��+��.Q3�iF0=�y:�

�+��.Q�: ¡0=lk5kMu¢£¤$()*Dj={ 

lu3��:$%.|¥0=lkD,-~q=lkG��Dj=$%&'()*.5,-^

:,¦q=�y+RSTn§,-12¨G©ª6�DxyLzrM={«¬DE5^G®

¯0=©ª°±DRSTKzrM=$%&'()*+,-./0,-12:IMr²³

={ 

3.3 !"#$%&! 

´²+µS5¢£¤$()*+su@¶«+��·.¸U$%&'()*E5¹$%.|

º=»kMu��DE,¼:�M{½¾¿ÀÁ,ÂÃÄ,ÅÄ,:;<=$%Á,��Á

+ÆÇ©ª+HIDj=$%Á,ÈdÉDE¹�º=°9.Êº=»ÁËk3r5,-^:

$%.ÌÍ0=�ZÎ·.Ï��.ÐÑ3rM={$%Á,Èd!+Ë�E5$%Á,+

��.�u�y+ÆÒ.�Ó0=lkDj={¹$%kEZ$%Á,kEÔ4».ÕÖ×�Ø

D�º5]^kÙÚ0=lk.µ3r$%.&'0=lkDj={l+$%Á,ÈdÉE5Ö

�kÛ*ÜÝÞß(à!"#$§%&5$%&''!"#$k(0¨DÌÓ~z=)JAIST $%

Á,��Á# 14*{ 

Ö�E5�:$L@MÆÒ$%.Êº=+,á<DE@�5$%&''!"#$:;Mr

¹$%Z$%Á,kEÔ4».]^kcd0=�y+âÞß-(.¶y=+,..u{#  

$%&''!"#$DE5$%Á,ÈdÉ./00=ÕÖ×. 5561+Û*ÜÝ:X<

r52ã 90 X+Û*ÜÝÞß(à!"#$.�u{$%&''!"#$+äLME5Ö�+3

4.sSiF.5y=lk5IKS5ÕÖ×EÖ�34.cd0=67D5]^k��.8

å3@GL5$%Z$%Á,:v0=�X@S+iF.ÌÍ0=()*.Ø:I<=lkG

xyLz5$%&':94q@M¢£¤$()*.�%3�cd()*:;�+æ°ç<
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J;e=$%&'!"#$%>=\e\fAB.1d5<dF=AB+gh.34a=56i

IjGH+iIYk8>Rf=?@+iIF/ld5m+iI78.H9a=\Kn:op

f<dF=)*05\DR56iI+q;N<%rs=%>?t*7KDMNO$()*+,-

+uv7K45: 

$%&'!"#$%Fwk5AB>=x@yz@[b{|}FA~P34b�567>R

f=AB.CD�FX.A~705[.?+M%At7��aRk�SKkRK:6�>=�

vFB5734b�<A~.AB0567>CRf=Gb��+95A~.�D0567P�

db�567PE7�-895[b895:�+<d=AB05��+95~F.{|}Gb

PG0�PQ&8957I45:x@yz@[b34b�<A~89�S��P95YZD

7=X/I4�F{kH�La;KPI89e=Gb��+95A~.G0uv.JKLa;

D:$%&'!"#$%8>={|}GbPA~.�d567F\KL=�+ABP��+9

5/+[.I4567.�bK+�J7aLK5: 

 

3.3.1 !"#$%&'()*+ TA ,-./*012 

LM+��>=,-@F345�����<�~F�a=`�PNOa=,-@F�a

L`�PP��567P�[K<:�+<d=�f+,-@PT�`P95c7iK��=�

`.Q�aLa;D678=�`+RK�~.AB0567+��.���FfK=J;e=?

@7��.RSaRPbGb+I4Tf�sMNO$()*. FJk567P�%��Ff

K7I45: 

�68=$%&'!"#$%Fwk5{|}+AB¡¢.CDEF£¤+\DR,-+U

V&W.XY=;<={|}+MNO$()*.�%a<AB()*Z[o+¢u¥k./

0<dF=$%&'!"#$%Fwk5AB+¦\#<]tNt7aL+ TA +^_#$%P

Q&895: 

§F$%¨,©Bª+|«`aYk8>Rf={|}+,-./0bc.¬JAB+

¦\#<]tNt7aL+ TA>={|}+¬JiK��.Xd={|}+MNO$()*.

�05uv.\eef05<dF={|}+ABgh.340567j56iI+q;N<

%rmPQ&89e=ABF®Ha7d�fgRa*.34567j56iI+=%>?t*m
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3.3.2 !"#$% TA&'()*+,-./&0(123456789: 

w 3-1@Adef+\]_xy>678$pz{_|4L+}6~�<=>?SS<@A\

]+�. 1�A\].��[i��. 2�3��L��0>?\]�_678$()*.�

M�>iU_@Adef<=>�H��@ 1 �<���3\][k9NA2 �MN 1 �_4>

`a3���+\]��.��0>:;9=>?|j�Ac��4��MN\]+��.o

�[A`a3��+��.��7�H�0>:;9=>?i3��A\]_xy>678$(

)*_|4LA�H��9\].��0>�A\]9 ¡¢£�M�<¤�¥[L4><@

k4M345\]+¦§.aq¨��7�H�©[Aª+aq«¬_®¯A°+\]+¢£

3@±+¢£+²³./ª534Ki´Hµ¶~*.0>S3<A\].·4¢£_¸RS3

9<¯>345�¹9º»�V>? 

 

#  

 

[M[Adef_3KLAS+c5k678$()*.�M�>+@Aª5¼½<@k4?\

]^@8$¾¿+ÀÁa.\]_ÂÃ[L[j5iUAª+�+`a+��¢+WÄ9Å

ÆÇ<Aª+ÈÉÊËÌ_k�9Í<=>?jiA\]3ÎÏ[L678$()*+²Ð.Ñ

w 3-1# \]_xy>678$()*¨lÒÓ©
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.fqKL;3< 
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TA D:wxyWz{6M1 |9+Qz{5}~z{+NOD��sD����DM2 |��

��sDNO.��0345D��9�3<�+����5����wx�+�a��.

Kx��.��03459MNO��������+��.� KM¡¢.£b35;v¤¥

+¦§>QW¨B©Wjªi*.«^¬0459M=>?$()*.op03459�3+9X

3<YZ[96MTA +®¯°FX^MEF6���+,-±²03³´5KL+®¯5M

���+,-±².µ¶x·¸+,¹5KL+®¯9X3< 

 

 

 

3.3.3 !"#$%&' 

º»+]v:=>?$()*.¼½3$%&'()*+,-6¾D$%�n9¿À034

5.µ¶LM,Á45ÂÃ9X^M·¸+,-��B±²����,ÁK�:;<�+x½M

TA D];��,-+d.£b3459MTA ·¸+,-��B±²��.µ¶L=>?$

DF;L,Á459�35¥b3< 
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3.4 !"#$%&'()*+ TA ,-./01 
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.YZ0Hwx4DWyJ$h]W,-z{%wx4|}_~�J�j^_L�&M,-A

'(jI./08EAJ��WX)4�*$%.nGHjIt+G�J9:,-A,0H$

%vJ`a]bc./7Jde]fg!0H-..YZ7J"h]i:.i/0HX.Y

Z0HjIK0p4BHqjs_.��7C12rs8+K$%3,f�4A�xH TA �

h4BHtu 3-4vq�W TA �hDJ354�68��J$%&'PQRSTtKnowledge 

Co-creation Session7u�4D KCS I80vA TA 9{�:T�.�G8J;<=+�h^_

>�rsHq?@4DJ$%&'PQRSTA�xHABI TA 9{�:T�+fpA�MC

��A��0Hq 
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5.2.5 !"#$%&'(")*+,-./*012 

$ 56789:;<=>?!=6,@ABCDEFGHIJBCDEFKALM",NOP

QR<89STUGKVWGK7XY6AZ[O7\]89^_`abcdaeIf<Gg[

O7\]89h#$=>i%jkl bAdmno<Ap,-q7if<G-qIf<,r&,s

&hti>,g[O7\]89,uv[+^we'(<Ax,-qyz7iG8{f<,r

&,s&hti>,g[O7\]89,uv[+^we'(^)|f<^*h+,=>iI
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5.3 TA!"#$%&'()*+,-. 

5.3.1 !"#$%&'( 

56!,789:;< TA =>?@ABCDEBCFGHIJKL8FMN=>OPQRS

TURVWX<BYL8FMN=>Z"#[\]$^_` bJdabc<Jd,-eF]X<B

-eWX<,f%,g&Zh]\,YL8FMN=>,ijL+OkVbc<Jl,-em

nF]B=oX<,f%,g&Zh]\,YL8FMN=>,ijL+OkVbcO&e

WGO34VWIpZqrstuOvw[Ix 

 

5.3.2 )*+, 

a 'y(z)%&{=T| I, TA}~Z��W��,*RSqr 

b 'y+�)'y 10ES,-./^�� 1+�a 

,-./BCJ'y�0,,-Z1eJ�qrstO[\�\���HIG�F�

qrst,f%Zh]\,,-O56 

c 'y23)):j4O�]I56'y^� 5-8a 

d 'y7)�8� TA$ 39 

y 5-6$ -�Gm:mnW<;<VW��S'=0@�<���<,�. 

^st�STA=>?@ASqrsta 
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5.3.3 !"#$%&'() 

DEFGHIJKLMN)OPQ,RDISTUVWXV%&YZ[\]IJKL TA^

_`abUVTA cd,efgh,ijkKlmnoVpq`rsUeftLuvwx,yz

neftL,{V|{}is~efnx�`MNtLij�����L�W~VTA I���

{{nTjTzg�j�UV�{oMN�������LjTz��`���V�� 3 S,�

�`��L� 

A) TA ^_`a�U���~ef�DE,�n�,`�S��l��L 

B) �,ef�DE�[\ I  ¡,¢lVx,yzI}is~{`£¤¥L 

C) �,ef�DE���¦�x,yzI§¨lTs~{`©�Iª«L 

! )OPQ,¬mVefg 1 ¬�®Vefh 1 ¬�®Vef,uv n ¬wn m¯

��j�V°±l n²2 ¬jtL 

 

5.3.4 '*+,-./0123!"#$ 

DEFGHl³´��~)OPQ,µP¶+j¬`N 5-7 I·t�)OPQ,¸¹m®º

,»¼I½bUT�¾c¿l�s~w� 5-9�� 
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567 89:+ );9<=> 

HK ?@ %&ABCD I , TA EFGHIJKL,MNOPQ 4 

RM ?@ %&ABCDR, TA EFGHIJKL,MNOPQ 4 

TK ?@ TA EFGSJPQOMN 10 

 

 

 

 

 

5.3.5 !"#$%&'()* 

1. !"#$!"#$!"#$!"#$ 

PQTUVWXYZ[\]0^8_` TA abPZ[);9<cd56eOfghiGH

IJ5j0^8WkJl\]0^8,mnop_dqr,st,uvWkJl 

(w) );9<,x*):Gyz{|IJ}~ 5-10�l 

~ 5-9$ TUVW��?�[);9<,��!
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(5) 6,7809:;<=>?@ABCDE;,FGH34IJKL 5-11 MNO,

<1>PQ 

(R) STU,SVWXYGZH[\]<1>H^;_JKL 5-11 MNO,<2>PQ 

(`) <2>,abcdefgf@A7809:hWcdi^Aj TA BCk9l,7809

:HmnoW-.12H=pIJKL 5-11 MNO,<3>PQ 
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2. !"#$!"#$!"#$!"#$ 

TA3 !56789:,"#;<=>?@AB$% G >&'CDEE;FGHI>JKL5

MN7AO5PQ8()L;R@ATK*S,HIMN,<=T25UQ8GTAVWXG

TA VWX+GTA VWY+GTA VW>,Z-@8G[Q\./]5<^8MN_`D01

Fab]c>d7Ge2>$^`3#Ff47A5g;R`DhPG36,i1Pjkl

7F9:,mno[6878Q`D 

 

9TAVWX: 

;! pqL5<=r;shQ7Gt>uv?wxyhQzG{|5j`-.vz}~@

;R`[�&78Q`E[zf4*�AE[xyG%&'()*+,-./0123456-%&'()*+,-./0123456-%&'()*+,-./0123456-%&'()*+,-./0123456-

789:;<=1789:;<=1789:;<=1789:;<=1[AB_`E[z;sAD 

 

9TAVWX+: 

;$ ��,�%(�>TAVW>��8�&78Q`E[zf4*�AE[xyG%&'(%&'(%&'(%&'(

)*+,-./>?@A01BCDE-F9:;<=1)*+,-./>?@A01BCDE-F9:;<=1)*+,-./>?@A01BCDE-F9:;<=1)*+,-./>?@A01BCDE-F9:;<=1[AB_`E[z;sAD��],

KCS ��Y,MN�5PQ8?�B��>CCDLh~&>E@A����5&F7G�G

>�o`�[Q\l:zHy�`DE,l:F9l,AB>�I_`?,[Q�`D 

 

;$ JKF�5<L�^>�@8-�j\[7AzGM;-�A[78?NQ��;�w

@87�\E[>�&7GOPxy{|*Q`E[>�o8Q`E[zf4*�AE[xyG%%%%

&'()*+,-./>?@A01BCDE-F9:;<=1&'()*+,-./>?@A01BCDE-F9:;<=1&'()*+,-./>?@A01BCDE-F9:;<=1&'()*+,-./>?@A01BCDE-F9:;<=1[AB_`E[z;sAD3 �

],KCS��Y,MN�5PQ8?G�0�R��ST;?QG��y7QUV>�~_`

E[;G&FW,~&�X<5Yrz�`xf4_`�[Q\l:zHy�`DE�y,l

:F9l,AB>�I_`?,[Q�`D[�] 

 

;$ Z,[Q{|>�~_`E[,}��5\$s>]8Q`E[zf4*�AE[xyG

%&'()*+,-./>?@A01BCDE-F9:;<=1%&'()*+,-./>?@A01BCDE-F9:;<=1%&'()*+,-./>?@A01BCDE-F9:;<=1%&'()*+,-./>?@A01BCDE-F9:;<=1[AB_`E[z;sAD3

�], KCS ��Y,MN�5PQ8?G�0�R��ST;?\�^]*Q` s¡"z

Q`E[>_¢*£*QAE[;GX<_``57@xZ[7Aab>I@8GxU<xZ�_c

d¤7j\[_`efzHy�Ag¥hOz¤i;R@AA¦G��zj�Z_`E[Fkh

chZGu§�>I@8l7¨Q>©¦`E[z�m8QA[n\g�TAMo��GKCS Y+
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567, TA 89:;<=>?@A!"BCDEFGH5IJK#$LK%MJN,O2P

QRSTU@&V#WX'?YZ:[\P56,=]^B_TP(K)=`1TabNJK%c

T?6deH*NJKf_JN,deghd,+,Pi-VK$,T?bKf[j] 

 

.$ /0gXTA ,1k,2?Wlm3=45E=6mno*WpB?,Wqr)<s;

:[\H7tu@?K_THv89Jw_TxNX!"#$%&'(!"#$%&'(!"#$%&'(!"#$%&'( TA $%&'%)*+,$%&'%)*+,$%&'%)*+,$%&'%)*+,

-./01234-./01234-./01234-./01234T+,VK_THWpwf[j] 

 

.$ myzn:/z=;IJ{<@lm|},=J~>?P*@6_THLK_TP��

,A�TU@�&U@?K_THv89Jw_TxNX!"#$%&'(!"#$%&'(!"#$%&'(!"#$%&'(TA$%&'%)*$%&'%)*$%&'%)*$%&'%)*

+,-./01234+,-./01234+,-./01234+,-./01234T+,VK_THWpwf���KCS���,QRS=>?@$A�l

mP��BVK_T=o&P��@Ixuw_THLK%MJgXCoUB?TDEEBF�

P@u@Ut6_TWLK%'?�BPGH��6TXlm,|@=o&P��KTXlmP5

6/#H,�6=Bu@Ut?X�N$IJUwlm,K=LpMtJ@Ut6%�lm,��

NgXMJ=�u@#O,PQHR�TBuw%cT?6deH*NJKf_,deghd,

+,Pi-VK$,T?bKf[jXaX�] 

 

.$ TA T?61knSTHX��,U�PVWUXX�,��TgY6ZK[?PVK_T

WX��P\vFU@?K_THv89Jw_TxNX!"#$%&'(!"#$%&'(!"#$%&'(!"#$%&'( TA $%&'%)$%&'%)$%&'%)$%&'%)

*+,-./01234*+,-./01234*+,-./01234*+,-./01234T+,VK_THWpwf1��,KCS���,QRS=>?@$

ATA !"#$%&'()*+,-./0!123(4+5,6(7892!"#$%&'()*+,-./0!123(4+5,6(7892!"#$%&'()*+,-./0!123(4+5,6(7892!"#$%&'()*+,-./0!123(4+5,6(7892-:;<=>%-:;<=>%-:;<=>%-:;<=>%

?<@-%A98BC?<@-%A98BC?<@-%A98BC?<@-%A98BCcT?6deH*NJXtw TAM]���XKCS�N=567, TA8

9:;<=>?@ATAT?61kxNKCS^�KCS,_`HPDEVK_TWX���%=

�U@����=$�NB?�Ha?_THIxuw%TAFGP��@�N,lmnbc=

�VK���%dePfpw?%cT?6deH*NJKf_JN,deghd,+,Pi-

VK$,T?bKf[jXaX�] 

 

gTAFG�Nh 

.$ ��,U��lm=i}E=_`Uw?�PVWUXlm|}=�P��K_TW>

?,/j��\�=k�Xo&E=��,cGPl\<�;+U�6TU@?K_THv89J

w_TxNX56,7%89:;&'<=>?@A+BC.DE(F4GHIJ+K/01256,7%89:;&'<=>?@A+BC.DE(F4GHIJ+K/01256,7%89:;&'<=>?@A+BC.DE(F4GHIJ+K/01256,7%89:;&'<=>?@A+BC.DE(F4GHIJ+K/012
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!"!"!"!"5!"67859:;<=4 >?, KCS @AB,CDEFGHI#JKLMNO,P$%

&QRR'(S)67*QTQUVW%+FRHIX,YFZ-[\H5H]?YZ^+

_`,./abcQRRJS):ZUVW%+FZd0-[\H85:123aOe\H

f]F67*g5H]hi9&j[75H]hiZkh,!"al467#,5Hm7=[n] 

 

5$ (1)opFq676rYs7aUVW%5QItmIH785J(2)MNOFUVW%u

va869w5QIop,:x;xa<yQIH7855J(3)z{9<yQ<op,:x;x

9JMNO,UVW%FRHI,|}~,v=>�F\�<85aW&QIH7859s7

?[<85TjJ#$%&'()*+,-./0123456789:;"<=>?4@AB#$%&'()*+,-./0123456789:;"<=>?4@AB#$%&'()*+,-./0123456789:;"<=>?4@AB#$%&'()*+,-./0123456789:;"<=>?4@AB

CD!"CD!"CD!"CD!"5!"67859:;<=5>?,KCS@AB,CDEFGHIKop,6ra10

���]L�Tx�6H@:,AsYBC,�aDmJop,E[�z{,FvFRHI

�m75H]UVW%a�GQI#j]PgJe<J6 >?, KCS @AB,CDEFGHI#

K6r,H�a��785ZJUVW%~,v=I�FGHIJKF�1\Lx��:�7

5�mj[7gJ5H]hi9&j[7=8[j,hiZkh,!"al467#,5Hm7=

[n] 

 

5$ (1)�&Y:Z\H9Jz{9��Q<6rYs7LCDEFf7%&,M�kNP

TjJMNOFUVW%uva869w5QIop,:x;xaOHIH<5!"QIH7

85J(2)P,QH��9UVW%,}RF�1:�75��aRIH7859s7?[<8

5TjJ#$%&'()*+,-./0123456789:;"<=>?4@ABCD!"#$%&'()*+,-./0123456789:;"<=>?4@ABCD!"#$%&'()*+,-./0123456789:;"<=>?4@ABCD!"#$%&'()*+,-./0123456789:;"<=>?4@ABCD!"

5!"67859:;<=6>?, KCS@ABJTAMSF�]�, TA|}�_�FGHI

K6>KCS, TAaTUQ<��TjJKCS,VBF 5�W10��XJKCS,6ra��

Y75QH5O]g5H]hi9&j[7=8,hiZkh,!"al467#,5Hm7=

[n] 

 

5$ TA 5H]Z[aDmj[785:Jz{,\�LopF]�YF^_Q<HPa`2QJ

op��F?a��785:ab,/cV��^Fd�J�&YFz{,Fvae���_

+QIH7859s7?[<85TjJ#$%&'()*+EFGH',-:#$%&'()*+EFGH',-:#$%&'()*+EFGH',-:#$%&'()*+EFGH',-: TA H',-'H',-'H',-'H',-'

IJ4%K7ABCD!"IJ4%K7ABCD!"IJ4%K7ABCD!"IJ4%K7ABCD!"5!"67859:;<=TAMS@AB, TA |}�_�FGH

IKTA uv��:JKFKUVg�KW%g5H]f_ga�hF�m785:Jij,W%�

va�&YF� 67kl9RH<*e<Jij¡�:\mJij5z�,W%a¢£67
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56789:9;,<%!=>"?#)@A$%67BCDA:EFGHI&AJD'K6LM

NOA(PQR5QP,NOBSN,)*TU+JD,,6LVDR[W8a8X8d8Y] 

 

-$ .,/LZ[A\]<%,^0_`17CD6abT0GLD56Ac12QI56

EP8!"#$%&'()*+,-%./0!"#$%&'()*+,-%./0!"#$%&'()*+,-%./0!"#$%&'()*+,-%./0 TA -%./%123#456789:;-%./%123#456789:;-%./%123#456789:;-%./%123#456789:;6)

*JD56A7HIR5 de86 de KCS fgh,ijk_lLG,mno,3pT 10 :

qrM>:EstJL47,5cu67,vT8V8no,9Qt9;,:w_xLGy

VD6LM\]<%Tz;{G,PM@K6LMNOA(PQ8|I 6de, KCSfgh8TAM

<_rM}, TA~^���_lLGm6d KCS, TAT=>{IZ[EP8KCS,?h_

5:@10:�A8KCS,3pTr�BD6/L6CMK6LMNOA(PQR5QP,NOB

SN,)*TU+JD,,6LVDR[W8b8�] 

 

-$ ���9;_no,oatD>�,lE{�65E_&FLG,PM56T�&{G8

>J�_D{IL6LM@9;,G�_�D�HTIJ{GLD56Ac12QI56EP8<<<<

=%>?()@ABC2DEF;GHIJ3K6789:;=%>?()@ABC2DEF;GHIJ3K6789:;=%>?()@ABC2DEF;GHIJ3K6789:;=%>?()@ABC2DEF;GHIJ3K6789:;6)*JD56A7HIRW 

 

KTA�wTLsMFGN 

-9;,Z[EPO-V�L7-VDP56_xLG,ab6z;��,abA��7L

D6<&{GLD56Ac12QI56EP8./LM3NOPQR'9SF)T;U03#./LM3NOPQR'9SF)T;U03#./LM3NOPQR'9SF)T;U03#./LM3NOPQR'9SF)T;U03#

456789:;456789:;456789:;456789:;6)*JD56A7HI!TAM<fgh, TA ~^���_lLGmQ,

�RBRS-.T6UV,m-VDK4W,�R7CD6CM'�MyVD68m-V�LK4

WTXsHQD�o7, TA 70PQDZ[BYZ6C�QD'K6LMNOA(PQDR5

,NOBSN,)*TU+JD,,6LVDR[W8a8X8�8b] 

 

-��ijT TA �w,3puc1,[�6{G�V8�RT��GLD5668XsS

\I�]B��_^FGLI5678ijkTTB_`�Ta<JD�A78Y_bcJ

D ¡B�EFI56Ac12QI56EP"./LM3NOPQR'9SF)T;U03#./LM3NOPQR'9SF)T;U03#./LM3NOPQR'9SF)T;U03#./LM3NOPQR'9SF)T;U03#

456789:;456789:;456789:;456789:;6)*JD56A7HIR[b8d] 

 

-$ .,/LZ[,I¢_B/LIdA ¡7Cs8�,£26{GO-V�L7-VDP

56Aef_�D6<&{GLD56Ac12QI56EP8./LM3NOPQR'9SF./LM3NOPQR'9SF./LM3NOPQR'9SF./LM3NOPQR'9SF
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!"#$%&'()*+,-.#!"#$%&'()*+,-.#!"#$%&'()*+,-.#!"#$%&'()*+,-.#5!"67859:;<=6 >? KCS @AB,CDEFG

HI#JJK$LMNO%:,P&M'(QFRS<)TU5VIWXJK$L5NO855YZ7

85,*[\F+,HI#]HX-./0912VINOIH3^OFK754H5YZIH

<L5HO_`95]a7X8,_`Wb_,!"Mc667#,5HZ7=[dXbXe] 

 

7$ -.FfHI8#%]KgS<9:g]X;<9-.hi/Mjk?lF=3>m

:n75To:;7^OFKS<,WXpqCDF^SITArsM?tVIuvwMxy<

g]5z&VIH7859{@Aa<85g]X/012&345678-/012&345678-/012&345678-/012&345678-9:!"#$%&'9:!"#$%&'9:!"#$%&'9:!"#$%&'

()*+,-.#()*+,-.#()*+,-.#()*+,-.#5!"67859:;<=[eXcX|] 

 

7$ pqCD)}~BCpDFXE�bF<Gf,pqM'�,�f,�iQuvF�

5�]a785F+H3859:;<859{@Aa<85g]X/012&345678-9/012&345678-9/012&345678-9/012&345678-9

:!"#$%&'()*+,-.#:!"#$%&'()*+,-.#:!"#$%&'()*+,-.#:!"#$%&'()*+,-.#5!"67859:;<=[c] 

 

7$ ���F^7IJK-.��5X��z%)*+-.,KL��,MA,���'F

TAMN�g]O-ZKH85:-Z7P85,�VAMz&VIH7859{@Aa<85g]X

/012&345678-9:!"#$%&'()*+,-.#/012&345678-9:!"#$%&'()*+,-.#/012&345678-9:!"#$%&'()*+,-.#/012&345678-9:!"#$%&'()*+,-.#5!"67859:;<=

[e] 

 

3. ;<;<;<;< 

pqCD�:Q]a<_`�RS0��5CDETTA jk���,_`0��M��6

785:X���K��jkM�iw�uvw6785:���K��jkFUVVIH3W

w��� bXd�X�<Xe,-ZKH85:-Z785, X,z&FfHI,���K��

jk,¡~�+M>6YZ5X|,-Z]aKH:j¢85, X,z&FfHI,���

K��jk¡~�+M>6YZ,z&FfHIX-./0+,12M3467859:;

7^OFK7[iM{@V<�£ 5-12�= 

VgVX-ZKH85:-Z785, X,z&Fh67���K��jkMz&6785

F^SIX-Z]aKH:j¢85, X,z&Fh67���K��jkMz&6785

,Ww��� c�FfHIWXpqCD�F^�_`�RS0��9Q]a785M\]VI

H<9X¤^K0��5VI_`�RS0��MQ785W_�:nS<=8,T¥,�f5

VIXpqCD�,-¦`a9YZ]a7=§,<�XbBX)}~B,C�¨M#S5cV3
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!567"#89:;<=>7?@AB$,2%CDEbBdFG67HI8)JKLMN&

'OPQRSTAAUBV(RWX8)YMZTA?[*\+B]^_`a,-5,-8.

/,bc<dP=>\O7AUB)ef0,1ghi2d3!567"#89:MZ7? 
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5.4 !" 

5#678%&'()*+,-./0+,-.12934:;<=>8-./0+3

4,<=,?@AB!CD;B"#:;0EF>GHIJK<LMNOPQRS$>8RS

TIH;MNOPQB TA UVWEX678TA ,YZN[\]UV9^_`abc`:;dB

6eZN[\]UV>%&TIH'fg>hi:;(),*+jkl67[HdB>,-

m8nopqr9stT<Lnopqr6./T<uJa*00EF9lvT<w28xy

,-.12j1z6m<Ld,w278nopqr7{|2[}~B[��;dB9�:3

,B4�;L$  
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TAミーティングⅠ 
小講義Ⅱ 

2014年4月9日 
1 

経験学習 
 
 

経験学習 
参考文献紹介 

2 

� 向後千春（2012）．実践教授設計論：教えな
い技術【２０１２年版】． 

本スライドは，以下の文献の一部を加筆・編集したものである 
詳細は，以下の文献を参考のこと 

向後千春氏が早稲田大学人間科学学部で開講して
いる「実践教授設計論」のテキスト 

� 金井壽宏，谷口智彦（2012）．実践知の組織
的継承とリーダーシップ 金井壽宏，楠見孝
（編） 実践知：エキスパートの知性，第3章，
pp.59-104． 
多様な仕事の世界における実践知をテーマとした一
冊 

対立した見方 

3 

知識が重要か？経験が重要か？ 

「知識が重要か、経験が重要か」という問い 

「さまざまな社会現象からどういう知識を作り，それを
どう取り込むかということが重要だ」 

「知識は常に限定的であり，ある条件下でいえること
なので，その場の経験や背景・歴史・文脈のもとで，ど
のような経験が起きているのかということの方が重要
だ」 

対立した見方 

具体的経験と知識創出のサイクル 

4 

Kolbの経験学習理論 

私たちは，常に具体的な経験の中にいる 

生きている限り，新しい経験を積み重ね，それが変容
され，個人の知識が創出されるというサイクルを繰り
返している 

経験に基礎を置く連続的変化的なプロセスが学習に
とって重要であるという考え方から，具体的経験が変
容された結果，知識が創出されるプロセスをダイナミッ
クなサイクルとして定義したものをKolbの経験学習理
論（Experiential Learning Theory）と呼ぶ 

「知識が重要か，経験が重要か」という二分法的な従
来の考えとは一線を画す理論 

学習サイクルの４つのステップ 

5 

学習サイクル 

学習サイクル 反省的観察（RO） 
Reflective Observation 

具体的経験（CE） 
Concrete Experience 

抽象的概念化（AC） 
Abstract Conceptualization 

能動的実験（AE） 
Active Experimentation 

学習サイクルの４つのステップ 

6 

学習サイクル 

学習サイクル 反省的観察（RO） 
Reflective Observation 

具体的経験（CE） 
Concrete Experience 

抽象的概念化（AC） 
Abstract Conceptualization 

能動的実験（AE） 
Active Experimentation 

立てた理論や仮説を 
実験してみる 

具体的に経験する 

経験を振り返って 
内省する 

理論や仮説として 
概念化する 

Wei Chen
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学習サイクルの４つのステップ 

7 

学習サイクル 

学習サイクル 反省的観察（RO） 
Reflective Observation 

具体的経験（CE） 
Concrete Experience 

抽象的概念化（AC） 
Abstract Conceptualization 

能動的実験（AE） 
Active Experimentation 

まず，ある具体的な経験をする 

学習サイクルの４つのステップ 

8 

学習サイクル 

学習サイクル 反省的観察（RO） 
Reflective Observation 

具体的経験（CE） 
Concrete Experience 

抽象的概念化（AC） 
Abstract Conceptualization 

能動的実験（AE） 
Active Experimentation 

「今日こんなことがあったけどあれは何だったのか」と
反省的に振り返り，それを観察する 

学習サイクルの４つのステップ 

9 

学習サイクル 

学習サイクル 反省的観察（RO） 
Reflective Observation 

具体的経験（CE） 
Concrete Experience 

抽象的概念化（AC） 
Abstract Conceptualization 

能動的実験（AE） 
Active Experimentation 

考えたあと，「これはきっとこういう大きな概念・理論に
集約できるものだ」ということを頭の中で考える 

学習サイクルの４つのステップ 

10 

学習サイクル 

学習サイクル 反省的観察（RO） 
Reflective Observation 

具体的経験（CE） 
Concrete Experience 

抽象的概念化（AC） 
Abstract Conceptualization 

能動的実験（AE） 
Active Experimentation 

この概念や理論を用いれば，今度同じような場面に出
会ったときに，このようにしたらいいのではないかとい
うアイデアが浮かび，それを実験する 

学習サイクルの４つのステップ 

11 

学習サイクル 

学習サイクル 反省的観察（RO） 
Reflective Observation 

具体的経験（CE） 
Concrete Experience 

抽象的概念化（AC） 
Abstract Conceptualization 

能動的実験（AE） 
Active Experimentation 

実際にその試みがどうであるかを経験する 

学習サイクルの４つのステップ 

12 

学習サイクル 

まず，ある具体的な経験をする（具体的経験） 

「今日こんなことがあったけどあれは何だったのか」と
反省的に振り返り，それを観察する（反省的観察） 

考えたあと，「これはきっとこういう大きな概念・理論に
集約できるものだ」ということを頭の中で考える（抽象
的概念化） 

この概念や理論を用いれば，今度同じような場面に出
会ったときに，このようにしたらいいのではないかとい
うアイデアが浮かび，それを実験する（能動的実験） 

その後，実際にその試みがどうであるかを経験する
（具体的経験） 

Wei Chen
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学習サイクルの例 
議論のファシリテートの経験 

13 

議論中に自分の意見ばかりを話す受講生がいて，他
の受講生はそれを聞くことに回り，議論のバランスが
悪くなってしまった（具体的経験） 

その受講生は，何故，自分の意見ばかりを話すのだ
ろうかと振り返り，もしかしたら，受講生らは，議論時
に自分の状況と他のメンバーの状況を客観的に観察
することを通して議論の状況によって自分の意見を主
張したいという気持ちを抑制することの重要性に気付
いていないのではないだろうか考えた（反省的観察） 

学習サイクルの例 
議論のファシリテートの経験 

14 

一般的に議論に習熟できていない人は，議論を客観
的に観察すること，と，自分の意見を主張したいと思う
気持ちを抑制すること，の重要性に気付いていない
（抽象的概念化） 
「今日の議論のうち，皆さんの発言のバランスはどうで
したか？そのバランスはいい議論を展開するのに良
いバランスだったでしょうか？」と受講生に尋ねること
で，受講生は議論を振り返り，議論の客観的観察と発
言の抑制の重要性に気付くのではないかとアイデア
が浮かび，それを新たに試みた（能動的実験） 

その後，実際にその試みがどうであるかを経験する
（具体的経験） 

経験しただけでは学習は起こらない 

15 

日々の体験から新しい知識を作り出す 

このように学習はサイクルになり，日々の体験から新
しい知識を作り出し，人が成長していく 

経験をしたとしても，何も考えることなく，概念化も理論
化もせず，そこから実験も行わなければ，その人は
日々同じことを繰り返しているだけ 

同じように成功したり，同じように失敗するだけで何も
変わらない 

そうではなく，経験を観察し，それを概念化して，新し
い提案をして仮説を立てて試してみることによって新し
い経験ができる 

循環する４つの学習モード 

16 

学習モード 

学習サイクル 反省的観察（RO） 
Reflective Observation 

具体的経験（CE） 
Concrete Experience 

抽象的概念化（AC） 
Abstract Conceptualization 

能動的実験（AE） 
Active Experimentation 

情動的 affective 

認知的 perceptual 

記号的 symbolic 

行動的 behavioral 

循環する４つの学習モード 

17 

学習モード 

学習サイクル 反省的観察（RO） 
Reflective Observation 

具体的経験（CE） 
Concrete Experience 

抽象的概念化（AC） 
Abstract Conceptualization 

能動的実験（AE） 
Active Experimentation 

情動的 affective 

認知的 perceptual 

記号的 symbolic 

行動的 behavioral 

情動的モード 
経験の中にいるため，びっく
りしたり，焦ったり，怖いと
思ったり，嬉しいと思ったり
するように感情が働く 

認知的モード 
あれこれと頭の中で考え，
体験を言葉に変換する 

記号的モード 
体験を言葉に変換したものを
記号的に操作して，より抽象的
にする。このような原因であれ
ば，このような結果になるという，
仮説・理論・概念レベルで記号
的な操作を行う 

行動的モード 
記号的なモードで作り出さ
れた仮説・理論・概念につい
て，実際に検証してみること
で行動的になる 

よりよく回す方法 

18 

経験学習サイクルを回す 

経験学習サイクルをよりよく回すために、必要な二つ
の考え方 

Ⅰ 省察（振り返り）が重要 

Ⅱ 学習者は研究者 
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省察的実践者（Schön，1983） 

19 

Ⅰ省察（振り返り）の重要性（1） 

ショーンは，「省察的実践者」（reflective practitioner）
についての本の中で，実践者は実践の中で常に省察
を行っていることを見出した 

体験をしてもその体験のままで終わってしまっては何
ら学ぶことはなく，その体験が一体何だったのかという
ことを振り返って，自分なりに整理し，理論や概念を作
るというプロセスが，非常に重要であると指摘 

経験と検証の間で必要になる省察 

20 

Ⅰ省察（振り返り）の重要性（２） 

経験だけではなく，その経験が何だったのかということ
をもう一回取り出して，それが「こうだったんだ」という
仮説を立てて，それが正しいか，正しくないかを，実際
にやってみることが大切 

経験と検証の間には，省察（振り返り）が重要 

省察についての三分類（Schön，1983） 

21 

Ⅰ省察（振り返り）の重要性（3） 

省察は，大きく三つに分類される 

a. 行為の中の省察 
  （reflection-in-action） 

b. 行為に関しての省察 
  （reflection-on-action） 

c. 行為の中の省察に関しての省察 
（reflection on reflection-in-action） 

a. 行為の中の省察 Reflection-in-action 

22 

Ⅰ省察（振り返り）の重要性（4） 

実際にある行為を行っている最中であっても考えるこ
とがよくあり，行為の最中に驚き，それが刺激となって
行為について振り返ることもあれば，行為の中で暗黙
的に知っていることを振り返ることもある 

行為の中の省察では，自分が今行っていることをプロ
セスの中で考え，自分の行為を進化させている 

行為の中の省察は，専門家の知の生成に重要な役割
を担っている 

b. 行為に関しての省察 Reflection-on-action 

23 

Ⅰ省察（振り返り）の重要性（5） 

行為そのものを事後に省察することを「行為に関して
の省察」と呼び，「行為の中の省察」とは区別 

予期しない結果が生じたとき，行為の中の知をどのよ
うに活用すればよかったかを発見するために，行為に
関して省察する 

行為に関しての省察は，事後の段階に静かな時間の
中で行う場合もあれば，行為の最中に少し立ち止まっ
て考える時間をつくり，その中で行う場合もある 

c. 行為の中の省察に関しての省察 Reflection on reflection-in-action 

24 

Ⅰ省察（振り返り）の重要性（6） 

メタ認知的な概念としての省察，つまり省察プロセス
自体の省察 

¾ Schön（1983）におけるマネージャー事例 
マネージャー（Manager）たちは日常の実践の中で，
行為の中の省察は行っているが，「行為の中の省
察に関して省察すること」はめったにないことを指摘 

そのため，マネージャーがもつ＜わざ＞の決定的に
重要な側面は個人的なものにとどまり，ほかの人が
利用できないものになってしまう 
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小さな工夫もリサーチ 

25 

Ⅱ 学習者は研究者 

経験について考えて，理論化し，それを仮説にして，
実験してみるというサイクルを考えると，経験学習の
学習者は「研究者」といえる 

日々の仕事や毎日の生活の中で，私たちは，新しいこ
とを発見し，新しいことを考え，そして仮説を立てて，
次に何かを試してみようと思っている 

おおげさなことでなくても，何か小さな工夫をしたり，少
しやり方を変えてみようとすることが，リサーチと呼べる 
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メタ認知 

1 

TAミーティングⅡ 
小講義Ⅲ 

2014年5月8日 

メタ認知 
参考文献紹介 

2 

三宮真智子(編著) （2008）． 

メタ認知 ―学習力を支える高次認知機能―  
北大路書房 

本スライドは，以下の文献の一部を加筆・編集したもので

ある。詳細は，以下の文献を参考のこと 

編著者である三宮真智子氏は，思考に関する著書

を多数出版している。本書は，メタ認知の理論研

究から応用研究までを幅広く網羅した一冊である。

メタ認知を学ぶ文献として最適である。 

Ⅰメタ認知とは（１） 
メタ認知的活動 

3 

「メタ認知」とは 

 認知についての認知 

私たちの日常をふり返ってみると， 
 
・自分の考えの矛盾に気づく， 
・課題の特性を把握したうえで解決方略を選択する 
 
など，通常の認知よりも高次の，メタ認知と呼ぶことがふさわし

い活動を行っていることに気付く 

Ⅰメタ認知とは（２） 
メタ認知的知識 

4 

例えば， 

活動のみならず，私たちは，認知についての知識も持ち
合わせてており，必要に応じて活用している 

¾ 「一度にたくさんのことを伝えても，聞き手はその
すべてを覚えきれない」 
 

¾ 「難しい話を相手に理解させたいときには，具体例
を示すとわかりやくなる」 
 

¾ 「考えを文章にしてみると，論理展開をチェックし
やすい」 

Ⅱメタ認知の分類 
メタ認知的知識とメタ認知的活動 

5 （三宮, 2008） 

Ⅲメタ認知的知識 
メタ認知的知識の３分類 

6 

メタ認知的知識を3つの知識に分類 
（Flavell, 1987） 

① 
② 

③ 

④ 
⑤ 

⑥ 
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メタ認知的知識の３分類（１） 
人間の認知特性についての知識 

7 

① 自分自身の認知特性についての知識 

：個人内での認知特性についての知識 

 例）「私は英文読解は得意だが英作文は苦手だ」など 

 

② 個人間の認知特性の比較に基づく知識 

： 個人間の比較に基づく，認知的な傾向，特性に

ついての知識 

 例）「AさんはBさんより理解が早い」など 
 

③一般的な認知特性についての知識 

：人間の認知についての一般的な知識 

 例）「目標をもって学習したことは身に付きやすい」など 

メタ認知的知識の３分類（２） 
課題についての知識 

8 

課題についての知識（宣言的知識） 

課題の性質が，私たちの認知活動に及ぼす影

響についての知識 

例）「計算課題では数字の桁数が増えるほど計算の

ミスが増える」など 

 

メタ認知的知識の３分類（３） 
方略についての知識 

9 

方略についての知識 

目的に応じた効果的な方略の使用についての知識 

例）「相手がよく知っている内容にたとえることで，難し

い話を理解しやすくすることができる」など 

方略についての知識を精緻化するのに役立つ３分類 
（Schraw & Moshman, 1995） 

④宣言的知識：方略の内容についての知識 
 

⑤手続き的知識：具体的にどうすればよいかの知識 
 

⑥条件的知識：その方略をいつ使えばよいのか，なぜ使うのか 

Ⅲメタ認知的知識 （再掲） 
メタ認知的知識の分類 

10 
（三宮, 2008） 

Ⅲメタ認知的知識 （再掲） 
メタ認知的知識の分類 

11 
（三宮, 2008） 

TAとして何を受講生に伝えたいのか？ 

TAとして何を学ぶのか？ 

Ⅳメタ認知的活動（1） 
メタ認知的活動の２分類 

12 

メタ認知的活動は２つの活動に分類 
（Flavell, 1987；Nelson & Narens, 1994） 

メタ認知的モニタリング 
メタ認知的コントロール 

（Nelson & Narens, 1994） 

モニタリングとは， 
メタレベルが 
対象レベルから 
情報を得ること 

コントロールとは， 
メタレベルが 
対象レベルを 
修正すること 
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Ⅳメタ認知的活動（2） 
メタ認知的モニタリングとメタ認知的コントロール 

13 

メタ認知的モニタリング 
   認知についての 

① 気づき（awareness） 
② フィーリング（feeling） 
③ 予想（prediction） 
④ 点検（checking） 
⑤ 評価（evaluation，assessment） 

 

メタ認知的コントロール 
   認知についての 

① 目標設定（goal setting） 
② 計画（planning） 
③ 修正（revision） 

メタ認知の分類（再掲） 
メタ認知的知識とメタ認知的活動 

14 （三宮, 2008） 

Ⅴ課題遂行におけるメタ認知活動 
事前段階，遂行段階，事後段階 

15 （三宮, 2008） 

Ⅵ課題遂行の各段階におけるメタ認知活動（１） 
事前段階，遂行段階，事後段階 

16 

教室で，自分の調べたことを発表する 
活動を例に、考えてみましょう。 

（三宮, 2008） 

Ⅵ課題遂行の各段階におけるメタ認知活動（２） 
事前段階 

17 

• この課題は，私にとってどれくらい難しいものか？ 
• どの程度達成できそうか？ 
を考える 

その評価・予想に基づき，目標を設定し，計画

を立て，方略を選択する 

この時， 
自分や聞き手の認知特性，課題の特性，方略の特性についての

メタ認知的知識が用いられる 

Ⅵ課題遂行の各段階におけるメタ認知活動（３） 
遂行段階 

18 

「思ったよりも難しい」（課題の困難度の再評価） 
「うまくできているか」（課題遂行の点検） 
「計画通りに進んでいない」（ズレの感知） 

遂行そのもの（プレゼン）に処理資源の多くが用いられるため，

メタ認知的活動を同時に行うことはそれほど容易ではない 

モニタリングを受けて，目標・計画の修正や方

略の変更といったコントロールを行う 
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事後段階 

19 

Ⅵ課題遂行の各段階におけるメタ認知活動（４） 

遂行が終わった事後段階では，メタ認知活動に多くの

処理資源を投入することができる 

 

といった評価や原因分析を行い（メタ認知的モニタリン

グ），次回に向けて，目標や計画を立て直したり，異なる

方略を選択したりする（メタ認知的コントロール） 

「どの程度まで達成できたか」 
「最後が急ぎ足になったのは，時間配分に失敗したためだ」 

学習活動におけるメタ認知活動（再掲） 
事前段階，遂行段階，事後段階 

20 （三宮, 2008） 

自分や聞き手の認知特性，課題の特性，方略の特性についての 
メタ認知的知識が用いられる 

遂行そのもの（プレゼ

ン）に処理資源の多く

が用いられるため，メ

タ認知的活動を同時に

行うことはそれほど容

易ではない 

遂行が終わった事

後段階では，メタ

認知活動に多くの

処理資源を投入す

ることができる 

課題遂行におけるメタ認知活動（再掲） 
事前段階，遂行段階，事後段階 

21 （三宮, 2008） 

自分や聞き手の認知特性，課題の特性，方略の特性についての 
メタ認知的知識が用いられる 

遂行そのもの（プレゼ

ン）に処理資源の多く

が用いられるため，メ

タ認知的活動を同時に

行うことはそれほど容

易ではない 

遂行が終わった事

後段階では，メタ

認知活動に多くの

処理資源を投入す

ることができる 

TAとして何を受講生に伝えたいのか？ 

TAとして何を学ぶのか？ 

TAとして何を伝え・何を学ぶのか？ 
なぜ経験学習？ 

22 

受講生のグループディスカッションの 
ファシリテーション 

メタ認知的知識に基づくメタ認知的活動 

23 

Ⅵ課題遂行の各段階におけるメタ認知活動（５） 

メタ認知的活動はメタ認知的知識に基づいて行われる 

もし，メタ認知的知識が誤っていれば， 
メタ認知的活動は不適切なものになりかねない 

例）「良いプレゼンとは，与えられた時間内にできるだ

け多くの情報を早いペースで提示することである」と

いった誤った知識が，短時間で情報を詰め込み過ぎたプ

レゼンの原因となることがある 

TAは、受講生の振る舞いから、「誤った知識」を同定し、 
それを修正する助言を与える。 

どうすれば、よりよく同定できるか？ 
どうすれば、よりよく修正できるか？ 
そうすれば、よりよく説明できるか？ 

メタ認知的活動は循環的 

24 

Ⅵ課題遂行の各段階におけるメタ認知活動（６） 

メタ認知的モニタリングとメタ認知的コントロールは， 
循環的に働く 

モニターした結果に基づいてコントロールを行い，コント

ロールの結果を再度モニターし，必要なコントロールがあれ

ば行う・・・ 

メタ認知的モニタリングが不正確である場合には，メタ認知
的コントロールも不適切なものとなりがち 

TAは、適切なタイミングでモニタリングからコントロールに移行し、 
受講生に質の良い学びの機会を与える 

どうすれば、よりよいタイミングをみつけられるか？ 
どうすれば、受講生によりよい学習経験を与えられるか？ 

Wei Chen
付録

Wei Chen
C-4



ファシリテーションにおけるメタ認知活動 
議論のファシリテーションの経験 

25 

議論中に自分の意見ばかりを話す受講生がいて，他の受講生はそれを聞

くことに回り，議論のバランスが悪くなってしまった 

（具体的経験） 

その受講生は，何故，自分の意見ばかりを話すのだろうかと振り返り，

もしかしたら，受講生らは，議論時に自分の状況と他のメンバーの状況

を客観的に観察することを通して議論の状況によって自分の意見を主張

したいという気持ちを抑制することの重要性に気付いていないのではな

いだろうか考えた 

（反省的観察） 

ファシリテーションにおけるメタ認知活動 
議論のファシリテーションの経験 

26 

一般的に議論に習熟できていない人は，議論を客観的に観察すること，

と，自分の意見を主張したいと思う気持ちを抑制すること，の重要性

に気付いていない（抽象的概念化） 

「今日の議論のうち，皆さんの発言のバランスはどうでしたか？その

バランスはいい議論を展開するのに良いバランスだったでしょう

か？」と受講生に尋ねることで，受講生は議論を振り返り，議論の客

観的観察と発言の抑制の重要性に気付くのではないかとアイデアが浮

かび，それを新たに試みた（能動的実験） 

その後，実際にその試みがどうであるかを経験する（具体的経験） 

ファシリテーションにおけるメタ認知活動 
議論のファシリテーションの経験 

27 

議論中に自分の意見ばかりを話す受講生がいて，他の受講生はそれ

を聞くことに回り，議論のバランスが悪くなってしまった（具体的

経験） 

その受講生は，何故，自分の意見ばかりを話すのだろうかと振り返

り，もしかしたら，受講生らは，議論をモニタリングすることを通

して議論のコントロールすることの重要性に気付いていないのでは

ないだろうか考えた（反省的観察） 

ファシリテーションにおけるメタ認知活動 
議論のファシリテーションの経験 

28 

一般的に議論に習熟できていない人は，議論のコントロール，と，

議論のモニタリング，の重要性に気付いていない（抽象的概念

化） 

「今日の議論のうち，皆さんの発言のバランスはどうでしたか？

そのバランスはいい議論を展開するのに良いバランスだったで

しょうか？」と受講生に尋ねることで，受講生は議論を振り返り，

議論のモニタリングとコントロールの重要性に気付くのではない

かとアイデアが浮かび，それを新たに試みた（能動的実験） 

その後，実際にその試みがどうであるかを経験する（具体的経

験） 

ファシリテーションにおけるメタ認知活動 
議論のファシリテーションの経験 

29 

議論中に自分の意見ばかりを話す受講生がいて，他の受講生

はそれを聞くことに回り，議論のバランスが悪くなってし

まった（具体的経験） 

その受講生は，何故，自分の意見ばかりを話すのだろうかと

振り返り，もしかしたら，受講生らは，議論をモニタリング

することを通して議論のコントロールすることの重要性に気

付いていないのではないだろうか考えた（反省的観察） 

議論のモニタリング 

ファシリテーションにおけるメタ認知活動 
議論のファシリテーションの経験 

30 

一般的に議論に習熟できていない人は，議論のコントロール，と，

議論のモニタリング，の重要性に気付いていない（抽象的概念化） 

「今日の議論のうち，皆さんの発言のバランスはどうでしたか？そ

のバランスはいい議論を展開するのに良いバランスだったでしょう

か？」と受講生に尋ねることで，受講生は議論を振り返り，議論の

モニタリングとコントロールの重要性に気付くのではないかとアイ

デアが浮かび，それを新たに試みた（能動的実験） 

その後，実際にその試みがどうであるかを経験する（具体的経験） 

議論のコントロール 
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まとめ 
TAの役割とは？ 
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TA学習シートの修正 

TAミーティングⅠ（TAMⅠ） 
2014年4月9日 

TA学習シートの⽬目的 

（知識科学概論ⅠにおけるTAの学習活動に関する調査の説明および同意書（TA用）から抜粋） 

TA学習シートの記入・加筆・修正を繰り返すことで、
TA自身が学習の調整に役立てること 

（メール「TA学習シートの記入について」から抜粋） 

2 

Wei Chen
付録D 教材スライド―TA学習シートの修正
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TAM：TAミーティング  KCS:知識共創セッション 

4/10 
イント
ロダク
ション 

4/14 
講義

1 

4/17 
講義

2 

4/21 
ディス
カッ
ション
① 

4/24 
講義

3 

4/28 
講義

4 

5/1 
講義 

5 

5/8 
講義

6 

4/10 
受講生
の自己
紹介 

4/17 
課題に
ついて
の議論 

4/24 
KCS1 

5/1 
KCS2 

5/8 
KCS3 

5/12 
ディス
カッ
ション
② 

5/15 
講義

7 

5/22 
講義

8 

5/27 
講義

9 

5/29 
講義

10 

5/30 
講義

11 

6/5 
最終
発表
① 

5/15
KCS4 

5/22
KCS5 

5/29 
KCS6 

6/5 
最終
発表
② 

TA学習シートの加筆・修正期間 

※１ ミーティング中に加筆・修正の時間あり 

TAM
Ⅰ
（4/9） 

TAM
Ⅱ
（5/8） 

TAM
Ⅲ 

（調整中） 

加筆・修正期間 加筆・修正期間 

１回目提出 

 
TAMⅠ開始 
30分前まで 

２回目提出(※1） 
 

TAMⅠ終了直前
【終わらなければ
概論Ⅰの授業
（4/10）開始まで】 

３回目提出 

 
4/10授業終了後
～TAMⅡ開始 

30分前まで 

４回目提出(※1） 
 

TAMⅡ終了直前
【終わらなければ全
体ディスカッション
（5/12）開始前まで】 

５回目提出 
 

全体ディスカッショ
ン終了後～TAMⅢ
開始30分前まで 

６回目提出(※1） 
 

TAMⅢ終了直後 

3 

13項目の設問に対して記入した内容について、加筆・修正を繰り
返す（毎回新しい設問に答える訳ではありません（※2）） 

※２ 設問が増える際は、その都度、連絡いたします。 

提出についての注意事項 

（「TA学習シートの入力方法」から抜粋） 
4 
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TA学習シートの修正 

TAミーティングⅡ（TAMⅡ） 
2014年5月8日 

TAM：TAミーティング  KCS:知識共創セッション 

4/10 
イント
ロダク
ション 

4/14 
講義

1 

4/17 
講義

2 

4/21 
ディス
カッ
ション
① 

4/24 
講義

3 

4/28 
講義

4 

5/1 
講義 

5 

5/8 
講義

6 

4/10 
受講生
の自己
紹介 

4/17 
課題に
ついて
の議論 

4/24 
KCS1 

5/1 
KCS2 

5/8 
KCS3 

5/12 
講義

7 
 

5/15 
ディス
カッ
ション
② 

5/22 
講義

8 

5/27 
講義

9 

5/29 
講義

10 

5/30 
講義

11 

6/5 
最終
発表
① 

5/15
KCS4 

5/22
KCS5 

5/29 
KCS6 

6/5 
最終
発表
② 

TA学習シートの加筆・修正期間 

※１ ミーティング中に加筆・修正の時間あり 

TAM
Ⅰ
（4/9） 

TAM
Ⅱ
（5/8） 

TAM
Ⅲ 
（6/6） 

加筆・修正期間 加筆・修正期間 

１回目提出 

 
TAMⅠ開始 
30分前まで 

２回目提出(※1） 
 

TAMⅠ終了直前
【終わらなければ
概論Ⅰの授業
（4/10）開始まで】 

３回目提出 
 

4/10授業終了後
～TAMⅡ開始 

30分前まで 

４回目提出(※1） 
 

TAMⅡ終了直前
【終わらなければ概
論Ⅰの講義7

（5/12）開始前まで】 

５回目提出 
 

全体ディスカッショ
ン終了後～TAMⅢ
開始30分前まで 

６回目提出(※1） 
 

TAMⅢ終了直後 

2 

14項目の設問に対して記入した内容について、加筆・修正を繰り
返す（毎回新しい設問に答える訳ではありません（※2）） 

※２ 設問が増える際は、その都度、連絡いたします。 
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TA学習シートの修正 

TAミーティングⅢ（TAMⅢ） 
2014年6月6日 

2 

TA学習シートの更更新項⽬目について 
新 

旧 

Wei Chen
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TAM：TAミーティング  KCS:知識共創セッション 

4/10 
イント
ロダク
ション 

4/14 
講義

1 

4/17 
講義

2 

4/21 
ディス
カッ
ション
① 

4/24 
講義

3 

4/28 
講義

4 

5/1 
講義 

5 

5/8 
講義

6 

4/10 
受講生
の自己
紹介 

4/17 
課題に
ついて
の議論 

4/24 
KCS1 

5/1 
KCS2 

5/8 
KCS3 

5/12 
講義

7 
 

5/15 
ディス
カッ
ション
② 

5/22 
講義

8 

5/27 
講義

9 

5/29 
講義

10 

5/30 
講義

11 

6/5 
最終
発表
① 

5/15
KCS4 

5/22
KCS5 

5/29 
KCS6 

6/5 
最終
発表
② 

TA学習シートの加筆・修正期間 

TAM
Ⅰ
（4/9） 

TAM
Ⅱ
（5/8） 

TAM
Ⅲ 
（6/6） 

加筆・修正期間 加筆・修正期間 

１回目提出 

 
TAMⅠ開始 
30分前まで 

２回目提出(※1） 
 

TAMⅠ終了直前
【終わらなければ
概論Ⅰの授業
（4/10）開始まで】 

３回目提出 
 

4/10授業終了後
～TAMⅡ開始 

30分前まで 

４回目提出(※1） 
 

TAMⅡ終了直前
【終わらなければ概
論Ⅰの講義7

（5/12）開始前まで】 

５回目提出 
 

全体ディスカッショ
ン終了後～TAMⅢ
開始30分前まで 

６回目提出(※1） 
 

6/9（月）23：59
まで 

3 

16項目（追加2項目・更新1項目）の設問に対して記入した内容 
について、加筆・修正を行う 

TAM：TAミーティング  KCS:知識共創セッション 

4/10 
イント
ロダク
ション 

4/14 
講義

1 

4/17 
講義

2 

4/21 
ディス
カッ
ション
① 

4/24 
講義

3 

4/28 
講義

4 

5/1 
講義 

5 

5/8 
講義

6 

4/10 
受講生
の自己
紹介 

4/17 
課題に
ついて
の議論 

4/24 
KCS1 

5/1 
KCS2 

5/8 
KCS3 

5/12 
講義

7 
 

5/15 
ディス
カッ
ション
② 

5/22 
講義

8 

5/27 
講義

9 

5/29 
講義

10 

5/30 
講義

11 

6/5 
最終
発表
① 

5/15
KCS4 

5/22
KCS5 

5/29 
KCS6 

6/5 
最終
発表
② 

TA学習シートの加筆・修正期間 

※１ ミーティング中に加筆・修正の時間あり 

TAM
Ⅰ
（4/9） 

TAM
Ⅱ
（5/8） 

TAM
Ⅲ 
（6/6） 

加筆・修正期間 加筆・修正期間 

１回目提出 

 
TAMⅠ開始 
30分前まで 

２回目提出(※1） 
 

TAMⅠ終了直前
【終わらなければ
概論Ⅰの授業
（4/10）開始まで】 

３回目提出 
 

4/10授業終了後
～TAMⅡ開始 

30分前まで 

４回目提出(※1） 
 

TAMⅡ終了直前
【終わらなければ概
論Ⅰの講義7

（5/12）開始前まで】 

５回目提出 
 

全体ディスカッショ
ン終了後～TAMⅢ
開始30分前まで 

６回目提出(※1） 
 

6/9（月）23：59
まで 

4 

14項目の設問に対して記入した内容について、加筆・修正を繰り
返す（毎回新しい設問に答える訳ではありません（※2）） 

※２ 設問が増える際は、その都度、連絡いたします。 
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2014年K228概論I　TA学習シート
ページ(1/3)

1. お名前は？

あなたのTA経験およびTAに対する考えについてお尋ねします。

2. 設問1：あなたのTA経験について以下の項目に当てはまるものを選択してください。
a・bに該当する方は、設問1.1に、科目の名称と業務内容を簡単に記述してください。
1 つだけマークしてください。

 a. 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験の両方がある
 b. 知識科学概論IのTA経験はないが、それ以外の科目でのTA経験がある
 c. 知識科学概論IのTA経験はあるが、それ以外の科目のTA経験はない
 d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない

3. 設問1.1：設問1でa・bを選択した方は、知識科学概論I以外の科目の名称と講義内容、その講義の実
施年度を記述してください。
 

 

 

 

 

4. 設問2：知識科学概論Ⅰを除く科目でのTA活動には、あなたにとってどのような意義があると思います
か？当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は、設問2.1に、あなたが思うTAの意義を具体的にお聞かせください。
1 つだけマークしてください。

 a. 現時点では思いあたらない
 b. 思い当たるものがある
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5. 設問2.1：設問2でbを選択した方は、その意義を具体的に記述してください。
 

 

 

 

 

6. 設問3：設問2で回答したTAの意義は，知識科学概論ⅠのTA活動についても同じだと思いますか？当て
はまるものを選択してください。
bを選択した方は、設問3.1に、その違いを具体的にお聞かせください。
1 つだけマークしてください。

 a. 同じだと思う
 b. 違うと思う

7. 設問3.1：bを選択した方は、その違いを具体的にお聞かせください。
 

 

 

 

 

ページ(2/3)

知識科学概論ⅠのTAを務めることについてお尋ねします。

8. 設問4：知識科学概論ⅠでのTA活動における、あなた自身の学習目標を具体的にお聞かせください。
 

 

 

 

 

9. 設問5：知識科学概論ⅠでのTA活動は、あなたの日々の研究にどのような影響があると思いますか？当
てはまるものを選択してください。
bを選択した方は設問5.1に、その影響を具体的にお聞かせください。
1 つだけマークしてください。

 a. 現時点では思いあたらない
 b. 思い当たるものがある
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10. 設問5.1：設問5でbを選択した方は、その影響を具体的に記述してください。
 

 

 

 

 

11. 設問6：知識科学概論IのTA活動の一つに、知識共創セッションの報告書の作成があります。あなたが
思う、報告書を作成することの意義をお聞かせください。
bを選択した方は設問6.1に、その意義を具体的にお聞かせください。
1 つだけマークしてください。

 a. 現時点では思いあたらない
 b. 思い当たるものがある

12. 設問6.1：設問6でbを選択した方は、その意義を具体的に記述してください。
 

 

 

 

 

13. 設問7：知識科学概論IのTA活動の一つに、受講生の振り返りシートへのコメントがあります。あなた
が思う、振り返りシートにコメントすることの意義をお聞かせください。
bを選択した方は設問7.1に、その意義を具体的にお聞かせください。
1 つだけマークしてください。

 a. 現時点では思いあたらない
 b. 思い当たるものがある

14. 設問7.1：設問7でbを選択した方は、その意義を具体的に記述してください。
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15. 設問8：設問4で記入したTA活動における学習目標を達成するうえで、不都合を感じることは何です
か？ 当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は、設問8.1に、その不都合を具体的にお聞かせください。
1 つだけマークしてください。

 a. 現時点では思いあたらない
 b. 思い当たるものがある

16. 設問8.1：設問8でbを選択した方は、その不都合を具体的に記述してください。
 

 

 

 

 

17. 設問9：設問8以外に、今の悩みはありますか？当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は、設問9.1に、その悩みを具体的にお聞かせください。
1 つだけマークしてください。

 a. 現時点では思いあたらない
 b. 思い当たるものがある

18. 設問9.1：設問9でbを選択した方は、その悩みを具体的に記述してください。
 

 

 

 

 

19. 設問10：知識科学概論ⅠのTA活動の一つである知識共創セッションをより良いものにするために、知
識共創セッションをどのように改善することが必要だと思いますか？当てはまるものを選択してくだ
さい。
bを選択した方は設問10.1に、その改善案を具体的にお聞かせください。
1 つだけマークしてください。

 a. 現時点では思いあたらない
 b. 思い当たるものがある
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20. 設問10.1：設問10でbを選択した方は、その改善案を具体的に記述してください。
 

 

 

 

 

ページ(3/3)

TAミーティングについてお尋ねします。

21. 設問11：TAミーティングは、何のために開催されると思いますか？当てはまるものを選択してくだ
さい。
bを選択した方は、設問11.1に、その意義を具体的にお聞かせください。
1 つだけマークしてください。

 a. 現時点では思いあたらない
 b. 思い当たるものがある

22. 設問11.1：設問11でbを選択した方は、その意義を具体的に記述してください。
 

 

 

 

 

23. 設問12：あなたにとって、このTAミーティングは来年度，もしくは，次回のTA活動（実際にやるや
らないは別として）にとって有意義なものだったと思いますか？
当てはまるものを選択し、設問12.1に、その理由を記述してください。
1 つだけマークしてください。

 a. 非常にそう思う
 b. そう思う
 c. どちらともいえない
 d. そう思わない
 e. まったくそう思わない
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24. 設問12.1：設問12の理由を具体的に記述してください。
 

 

 

 

 

25. 設問13：このTAミーティングをより良いものにするために、どのような改善が必要だと思います
か？当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は、設問13.1に、その改善案を具体的にお聞かせください。
1 つだけマークしてください。

 a. 現時点では思いあたらない
 b. 思い当たるものがある

26. 設問13.1：設問13でbを選択した方は、その改善案を具体的に記述してください。
 

 

 

 

 

27. 設問14：全体でのディスカッション（ポストディスカッション「知、知識、科学、知識科学」・ディ
スカッション「科学という知とは何でないか？」）についての感想をお聞かせください。
 

 

 

 

 

28. 設問15：TA活動を通した自身の変化・成長を具体的にお聞かせください。
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Powered by

29. 設問16：あなたにとって，このTAミーティングはこれまでのTA活動とどのような関連性があったと
思いますか。
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CKさん

設問 1回目（TAM1前） ２回目（TAM1後） ３回目（TAM2前） ４回目（TAM2後） ５回目（TAM3前） ６回目（TAM3後）

【設問１】
あなたのTA経験について以下の項目に当てはまるものを
選択してください。
a・bに該当する方は，設問1.1に，科目の名称と業務内容を
簡単に記述してください。

a 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験
の両方がある
b 知識科学概論IのTA経験はないが，それ以外の科目で
のTA経験がある
c 知識科学概論IのTA経験はあるが，それ以外の科目の
TA経験はない
d 知識科学概論IのTA経験も，それ以外の科目のTA経験
も両方ともない

c. 知識科学概論IのTA経験はあるが、それ以外の科目のTA経験はない c. 知識科学概論IのTA経験はあるが、それ以外の科目のTA経験はない c. 知識科学概論IのTA経験はあるが、それ以外の科目のTA経験はない c. 知識科学概論IのTA経験はあるが、それ以外の科目のTA経験はない c. 知識科学概論IのTA経験はあるが、それ以外の科目のTA経験はない c. 知識科学概論IのTA経験はあるが、それ以外の科目のTA経験はない

【設問1.1】
設問1でa・bを選択した方は，知識科学概論I以外の科目の
名称と講義内容、その講義の実施年度を記述してくださ
い。

【設問2】
　知識科学概論Ⅰを除く科目でのTA活動には，あなたに
とってどのような意義があると思いますか？当てはまるも
のを選択してください。
bを選択した方は，設問2.1に，あなたが思うTAの意義を具
体的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問2.1】
設問2でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してく
ださい。

学生指導などの教えるスキルを学ぶチャンスだと思います． 学生指導などの教えるスキルを学ぶチャンスだと思います． 学生指導などの教えるスキルを学ぶチャンスだと思います． 学生指導などの教えるスキルを学ぶチャンスだと思います． 学生指導などの教えるスキルを学ぶチャンスだと思います． 学生指導などの教えるスキルを学ぶチャンスだと思います．

【設問3】
　設問2で回答したTAの意義は，知識科学概論ⅠのTA活
動についても同じだと思いますか？当てはまるものを選択
してください。
bを選択した方は，設問3.1に，その違いを具体的にお聞か
せください。

a 同じだと思う
b 違うと思う

b. 違うと思う b. 違うと思う b. 違うと思う b. 違うと思う b. 違うと思う b. 違うと思う

【設問3.1】
設問3でbを選択した方は，その違いを具体的に記述してく
ださい。

教えるスキルの学ぶだけではなくて，知識共創の関する知識やスキルを
学生と一緒に勉強できると思います．

教えるスキルの学ぶだけではなくて，知識共創の関する知識やスキルを
学生と一緒に勉強できると思います．

教えるスキルの学ぶだけではなくて，知識共創の関する知識やスキルを
学生と一緒に勉強できると思います．

教えるスキルの学ぶだけではなくて，知識共創の関する知識やスキルを
学生と一緒に勉強できると思います．
議論の介入（ファシリテーション）を通じて，メタ認識的モニタリング，メタ
認識的コントロールに関する知識とスキルを学ぶ．

教えるスキルの学ぶだけではなくて，知識共創の関する知識やスキルを
学生と一緒に勉強できると思います．

議論の介入（ファシリテーション）を通じて，メタ認識的モニタリング，メタ
認識的コントロールに関する知識とスキルを学ぶ．
　↓（どのように学べるか？）
議論の内容を提供することより議論を全体の流れを見て，今議論の状
況を把握する．それに踏まえて，どのような導きをすると，議論状況をよ
り良くすることができるかを考える．

教えるスキルの学ぶだけではなくて，知識共創の関する知識やスキルを
学生と一緒に勉強できると思います．

議論の介入（ファシリテーション）を通じて，メタ認識的モニタリング，メタ
認識的コントロールに関する知識とスキルを学ぶ．
　↓（どのように学べるか？）
議論の内容を提供することより議論を全体の流れを見て，今議論の状
況を把握する．それに踏まえて，どのような導きをすると，議論状況をよ
り良くすることができるかを考える．

【設問4】
　知識科学概論ⅠでのTA活動における，あなた自身の学
習目標を具体的にお聞かせください。

知識科学への理解を深める．
学習者を指導するスキルをトレーニングする．
議論，更に知識共創をファシリテータースキルを学ぶ．
他者の優れた考え方を自分の頭に取り入れることができるようになりた
い．

知識科学への理解を深める．
学習者を指導するスキルをトレーニングする．
議論，更に知識共創をファシリテータースキルを学ぶ．
他者の優れた考え方を自分の頭に取り入れることができるようになりた
い．

知識科学への理解を深める．
学習者を指導するスキルをトレーニングする．
議論，更に知識共創をファシリテータースキルを学ぶ．
他者の優れた考え方を自分の頭に取り入れることができるようになりた
い．

知識科学への理解を深める．
学習者を指導するスキルをトレーニングする．
議論，更に知識共創をファシリテータースキルを学ぶ．
他者の優れた考え方を自分の頭に取り入れることができるようになりた
い．
メタ認識の知識とスキルを身につけたい．

知識科学への理解を深める．
学習者を指導するスキルをトレーニングする．
議論，更に知識共創をファシリテータースキルを学ぶ．
他者の優れた考え方を自分の頭に取り入れることができるようになりた
い．
メタ認識の知識とスキルを身につけたい．

知識科学への理解を深める．
学習者を指導するスキルをトレーニングする．
議論，更に知識共創をファシリテータースキルを学ぶ．
他者の優れた考え方を自分の頭に取り入れることができるようになりた
い．
メタ認識の知識とスキルを身につけたい．

【設問5】
　知識科学概論ⅠでのTA活動は，あなたの日々の研究に
どのような影響があると思いますか？当てはまるものを選
択してください。
bを選択した方は，設問5.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問5.1】
設問5でbを選択した方は，その影響を具体的に記述してく
ださい。

概論IのTAをすることを通じて，知識科学への理解を深めることになり，
知識科学の視点から，自分の研究を見ることに役に立つ．

概論IのTAをすることを通じて，知識科学への理解を深めることになり，
知識科学の視点から，自分の研究を見ることに役に立つ．

概論IのTAをすることを通じて，知識科学への理解を深めることになり，
知識科学の視点から，自分の研究を見ることに役に立つ．

概論IのTAをすることを通じて，知識科学への理解を深めることになり，
知識科学の視点から，自分の研究を見ることに役に立つ．
自分の思考スキルの向上に役に立つ．

概論IのTAをすることを通じて，知識科学への理解を深めることになり，
知識科学の視点から，自分の研究を見ることに役に立つ．

自分の思考スキルの向上に役に立つ．

異なる分野の研究者あるいは，異なるバックグラウンドの人の間の知識
共創をファシリテーターするスキルを学ぶことで，未来の新しい学問パラ
ダイムを創る研究者になることに役に立つ．

概論IのTAをすることを通じて，知識科学への理解を深めることになり，
知識科学の視点から，自分の研究を見ることに役に立つ．

自分の思考スキルの向上に役に立つ．

異なる分野の研究者あるいは，異なるバックグラウンドの人の間の知識
共創をファシリテーターするスキルを学ぶことで，未来の新しい学問パラ
ダイムを創る研究者になることに役に立つ．

【設問6】
　知識科学概論IのTA活動の一つに，知識共創セッション
の報告書の作成があります。あなたが思う，報告書を作成
することの意義をお聞かせください。
bを選択した方は，設問6.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問6.1】
設問6でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してく
ださい。

報告書を作成することを通じて，自分が知識共創セッションへファシリ
テーションを振り返ることができると思います．更に他のTAの報告書を
読むことで，他のTAのファシリテーションの仕方を学ぶことができると考
えます．

報告書を作成することを通じて，自分が知識共創セッションへファシリ
テーションを振り返ることができると思います．更に他のTAの報告書を
読むことで，他のTAのファシリテーションの仕方を学ぶことができると考
えます．

報告書を作成することを通じて，自分が知識共創セッションへファシリ
テーションを振り返ることができると思います．更に他のTAの報告書を
読むことで，他のTAのファシリテーションの仕方を学ぶことができると考
えます．

報告書を作成することを通じて，自分が知識共創セッションへファシリ
テーションを振り返ることができると思います．更に他のTAの報告書を
読むことで，他のTAのファシリテーションの仕方を学ぶことができると考
えます．

報告書を作成することを通じて，自分が知識共創セッションへファシリ
テーションを振り返ることができると思います．→このように自分のファシ
リテーションを振り返ることで，自分の考えをより客観的に見ることがで
き，その中で問題点を発見して，改善方法を検討することができるように
なる．

更に他のTAの報告書を読むことで，他のTAのファシリテーションの仕方
を学ぶことができると考えます．

報告書を作成することを通じて，自分が知識共創セッションへファシリ
テーションを振り返ることができると思います．→このように自分のファシ
リテーションを振り返ることで，自分の考えをより客観的に見ることがで
き，その中で問題点を発見して，改善方法を検討することができるように
なる．

更に他のTAの報告書を読むことで，他のTAのファシリテーションの仕方
を学ぶことができると考えます．

【設問7】
　知識科学概論IのTA活動の一つに，受講生の振り返り
シートへのコメントがあります。あなたが思う，振り返りシー
トにコメントすることの意義をお聞かせください。
bを選択した方は，設問7.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問7.1】
設問7でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してく
ださい。

振り返りシートにコメントするの意義は，共創セッションでの議論の内容
だけではなく，議論の流れを受講生に振り返ることをさせる道具としての
役割があると思います．

振り返りシートにコメントするの意義は，共創セッションでの議論の内容
だけではなく，議論の流れを受講生に振り返ることをさせる道具としての
役割があると思います．

振り返りシートにコメントするの意義は，共創セッションでの議論の内容
だけではなく，議論の流れを受講生に振り返ることをさせる道具としての
役割があると思います．

振り返りシートにコメントするの意義は，共創セッションでの議論の内容
だけではなく，議論の流れを受講生に振り返ることをさせる道具としての
役割があると思います．

振り返りシートにコメントするの意義は，共創セッションでの議論の内容
だけではなく，議論の流れを受講生に振り返ることをさせる道具としての
役割があると思います．

振り返りシートにコメントするの意義は，共創セッションでの議論の内容
だけではなく，議論の流れを受講生に振り返ることをさせる道具としての
役割があると思います．

【設問8】
　設問4で記入したTA活動における学習目標を達成するう
えで，不都合を感じることは何ですか？
当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問8.1に，その不都合を具体的にお聞
かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問8.1】
設問8でbを選択した方は，その不都合を具体的に記述し
てください。

どのようなきっかけで議論を介入すると受講生の学習を促すかについて
悩んでいます．

どのようなきっかけで議論を介入すると受講生の学習を促すかについて
悩んでいます．

どのようなきっかけで議論を介入すると受講生の学習を促すかについて
悩んでいます．

どのようなきっかけで議論を介入すると受講生の学習を促すかについて
悩んでいます．

どのようなきっかけで議論を介入すると受講生の学習を促すかについて
悩んでいます．

どのようなきっかけで議論を介入すると受講生の学習を促すかについて
悩んでいます．

【設問9】
　設問8以外に，今の悩みはありますか？当てはまるもの
を選択してください。
bを選択した方は，設問9.1に，その悩みを具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問9.1】
設問9でbを選択した方は，その悩みを具体的に記述してく
ださい。

TAの仕事でたくさんの時間が取れないといけないので，４−６月の間に，
学振，原稿，発表などのの締切が迫っているし，どのようにTAの仕事と
自分の研究をうまく両立できるかについて悩んでいます．

TAの仕事でたくさんの時間が取れないといけないので，４−６月の間に，
学振，原稿，発表などのの締切が迫っているし，どのようにTAの仕事と
自分の研究をうまく両立できるかについて悩んでいます．

TAの仕事でたくさんの時間が取れないといけないので，４−６月の間に，
学振，原稿，発表などのの締切が迫っているし，どのようにTAの仕事と
自分の研究をうまく両立できるかについて悩んでいます．

TAの仕事でたくさんの時間が取れないといけないので，４−６月の間に，
学振，原稿，発表などのの締切が迫っているし，どのようにTAの仕事と
自分の研究をうまく両立できるかについて悩んでいます．

TAの仕事でたくさんの時間が取れないといけないので，４−６月の間に，
学振，原稿，発表などのの締切が迫っているし，どのようにTAの仕事と
自分の研究をうまく両立できるかについて悩んでいます．

TAの仕事でたくさんの時間が取れないといけないので，４−６月の間に，
学振，原稿，発表などのの締切が迫っているし，どのようにTAの仕事と
自分の研究をうまく両立できるかについて悩んでいます．

【設問10】
　知識科学概論ⅠのTA活動の一つである知識共創セッ
ションをより良いものにするために，知識共創セッションを
どのように改善することが必要だと思いますか？当てはま
るものを選択してください。
bを選択した方は，設問10.1に，その影響を具体的にお聞
かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問10.1】
設問10でbを選択した方は，その改善案を具体的に記述し
てください。

共創セッションだけではなくて，もっと別の議論やコミュニケーション（知
識共創）の場があったほうがいいと思います．

共創セッションだけではなくて，もっと別の議論やコミュニケーション（知
識共創）の場があったほうがいいと思います．

共創セッションだけではなくて，もっと別の議論やコミュニケーション（知
識共創）の場があったほうがいいと思います．

共創セッションだけではなくて，もっと別の議論やコミュニケーション（知
識共創）の場があったほうがいいと思います．

共創セッションだけではなくて，もっと別の議論やコミュニケーション（知
識共創）の場があったほうがいいと思います．

共創セッションだけではなくて，もっと別の議論やコミュニケーション（知
識共創）の場があったほうがいいと思います．

【設問11】
　TAミーティングは，何のために開催されると思います
か？当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問１１.1に，その意義を具体的にお聞
かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問11.1】
設問11でbを選択した方は，その意義を具体的に記述して
ください。

TAの間に，議論のファシリテーションの仕方に関する知識を共有する場
であると思います．

TAの間に，議論のファシリテーションの仕方に関する知識を共有する場
であると思います．

TAの間に，議論のファシリテーションの仕方に関する知識を共有する場
であると思います．

TAの間に，議論のファシリテーションの仕方に関する知識を共有する場
であると思います．

TAの間に，議論のファシリテーションの仕方に関する知識を共有する場
であると思います．

TAの間に，議論のファシリテーションの仕方に関する知識を共有する場
であると思います．

【設問12】（TAO事前なし・TAミーティング3後は一部変更）
　あなたにとって，このTAミーティングはこれからのTA活動
にとって有意義なものだったと思いますか？当てはまるも
のを選択し，設問12.1に，その理由を記述してください。
　
a 非常にそう思う
b そう思う
c どちらともいえない
d そう思わない
e まったくそう思わない

b. そう思う b. そう思う b. そう思う b. そう思う b. そう思う

【設問12.1】
設問12の理由を具体的に記述してください。

１年目のTAの経験についての話を聴くのはとても面白いと思います．特
に，TAの存在感が薄いという話については，受講生の時に，なぜTAが
あまりわざと介入しないことを理解しにくいです．その経験をもって，TA
の立場を立つ時点，TAが介入する時の基準を更に理解できると思って，
その経験の比較はとても重要であると思います．

１年目のTAの経験についての話を聴くのはとても面白いと思います．特
に，TAの存在感が薄いという話については，受講生の時に，なぜTAが
あまりわざと介入しないことを理解しにくいです．その経験をもって，TA
の立場を立つ時点，TAが介入する時の基準を更に理解できると思って，
その経験の比較はとても重要であると思います．

１年目のTAの経験についての話を聴くのはとても面白いと思います．特
に，TAの存在感が薄いという話については，受講生の時に，なぜTAが
あまりわざと介入しないことを理解しにくいです．その経験をもって，TA
の立場を立つ時点，TAが介入する時の基準を更に理解できると思って，
その経験の比較はとても重要であると思います．

１年目のTAの経験についての話を聴くのはとても面白いと思います．特
に，TAの存在感が薄いという話については，受講生の時に，なぜTAが
あまりわざと介入しないことを理解しにくいです．その経験をもって，TA
の立場を立つ時点，TAが介入する時の基準を更に理解できると思って，
その経験の比較はとても重要であると思います．

１年目のTAの経験についての話を聴くのはとても面白いと思います．特
に，TAの存在感が薄いという話については，受講生の時に，なぜTAが
あまりわざと介入しないことを理解しにくいです．その経験をもって，TA
の立場を立つ時点，TAが介入する時の基準を更に理解できると思って，
その経験の比較はとても重要であると思います．

【設問13】（TAミーティング１事前なし・TAミーティング1事後
から複数回）
　このTAミーティングをより良いものにするために，どのよ
うな改善が必要だと思いますか？当てはまるものを選択し
てください。
bを選択した方は，設問13.1に，その改善案を具体的にお
聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある

【設問13.1】
設問13でbを選択した方は，その改善案を具体的に記述し
てください。

３回のTAミーティングだけではなくて，概論のTA経験者のコミュニティを
作った方がいいと考えます．

【設問14】（TAミーティング2事前から複数回）
　全体でのディスカッション（ポストディスカッション「知，知
識，科学，知識科学」・ディスカッション「科学という知とは
何でないか？」）についての感想をお聞かせください。

橋本さんが議論のファシリテーションする時のやり方を参考しました．

【設問15】（TAミーティング3事後）
　TA活動を通した自身の変化・成長を具体的にお聞かせく
ださい。

学んだことが主に２点があると考えます．
１．自分思考を言葉を使って，外に書き出すことで，より客観的に振り返
ることができることを意識した．
２．議論の流れを意識させることような議論のファシリテーションの仕方
を実践から学んだ．

【設問16】（TAミーティング3事後）
　あなたにとって，このTAミーティングはこれまでのTA活動
とどのような関連性があったと思いますか。

自分の思考を新しい視点から振り返るきっかけであると考えます．
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HKさん

設問 1回目（TAM1前） ２回目（TAM1後） ３回目（TAM2前） ４回目（TAM2後） ５回目（TAM3前） ６回目（TAM3後）

【設問１】
あなたのTA経験について以下の項目に当てはまるものを
選択してください。
a・bに該当する方は，設問1.1に，科目の名称と業務内容を
簡単に記述してください。

a 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験
の両方がある
b 知識科学概論IのTA経験はないが，それ以外の科目での
TA経験がある
c 知識科学概論IのTA経験はあるが，それ以外の科目の
TA経験はない
d 知識科学概論IのTA経験も，それ以外の科目のTA経験
も両方ともない

d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない

【設問1.1】
設問1でa・bを選択した方は，知識科学概論I以外の科目の
名称と講義内容、その講義の実施年度を記述してくださ
い。

【設問2】
　知識科学概論Ⅰを除く科目でのTA活動には，あなたに
とってどのような意義があると思いますか？当てはまるも
のを選択してください。
bを選択した方は，設問2.1に，あなたが思うTAの意義を具
体的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問2.1】
設問2でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してく
ださい。

教員側の目線を意識して講義に参加するので、履修生として受講すると
きとは違った気づきが得られる可能性がある。とくに受講生から質問を頻
繁に受ける場合は、その質問によって自分では抱かなかった疑問に対し
て考える機会となる。

教員側の目線を意識して講義に参加するので、履修生として受講すると
きとは違った気づきが得られる可能性がある。とくに受講生から質問を頻
繁に受ける場合は、その質問によって自分では抱かなかった疑問に対し
て考える機会となる。

（経験はないが、）教員側の目線を意識して講義に参加するので、履修
生として受講するときとは違った気づきが得られる可能性があると思う。
とくに受講生から質問を頻繁に受ける場合は、その質問によって自分で
は抱かなかった疑問に対して考える機会となる。

（経験はないが、）教員側の目線を意識して講義に参加するので、履修
生として受講するときとは違った気づきが得られる可能性があると思う。
とくに受講生から質問を頻繁に受ける場合は、その質問によって自分で
は抱かなかった疑問に対して考える機会となる。

（経験はないが、）教員側の目線を意識して講義に参加するので、履修
生として受講するときとは違った気づきが得られる可能性があると思う。
とくに受講生から質問を頻繁に受ける場合は、その質問によって自分で
は抱かなかった疑問に対して考える機会となる。

（経験はないが、）教員側の目線を意識して講義に参加するので、履修
生として受講するときとは違った気づきが得られる可能性があると思う。
とくに受講生から質問を頻繁に受ける場合は、その質問によって自分で
は抱かなかった疑問に対して考える機会となる。

【設問3】
　設問2で回答したTAの意義は，知識科学概論ⅠのTA活
動についても同じだと思いますか？当てはまるものを選択
してください。
bを選択した方は，設問3.1に，その違いを具体的にお聞か
せください。

a 同じだと思う
b 違うと思う

b. 違うと思う b. 違うと思う b. 違うと思う b. 違うと思う b. 違うと思う b. 違うと思う

【設問3.1】
設問3でbを選択した方は，その違いを具体的に記述してく
ださい。

設問２の回答に加え、さらに違った意義があると思う。
知識共創セッションのファシリテーターは、講義の中身についてのサポー
トだけでなく、知識共創という活動に上達することをサポートする必要が
ある。そのため、受講生をよく観察し、相手が気づいていない点に気づく
よう働きかけることになる。これは相手の知識（暗黙知）獲得力を育むと
いうことかもしれない。こうしたトレーニングは、今後自分が人とコラボ
レーションしていくための良い経験になると思う。

設問２の回答に加え、さらに違った意義があると思う。
知識共創セッションのファシリテーターは、講義の中身についてのサポー
トだけでなく、知識共創という活動に上達することをサポートする必要が
ある。そのため、受講生をよく観察し、相手が気づいていない点に気づく
よう働きかけることになる。これは相手の知識（暗黙知）獲得力を育むと
いうことかもしれない。こうしたトレーニングは、今後自分が人とコラボ
レーションしていくための良い経験になると思う。

設問２の回答に加え、さらに違った意義があると思う。
知識共創セッションのファシリテーターは、講義の中身についてのサポー
トだけでなく、知識共創という活動に上達することをサポートする必要が
ある。そのため、受講生をよく観察し、相手が気づいていない点に気づく
よう働きかけることになる。これは相手の知識（暗黙知）獲得力を育むと
いうことかもしれない。こうしたトレーニングは、今後自分が人とコラボ
レーションしていくための良い経験になると思う。

設問２の回答に加え、さらに違った意義があると思う。
知識共創セッションのファシリテーターは、講義の中身についてのサポー
トだけでなく、知識共創という活動に上達することをサポートする必要が
ある。そのため、受講生をよく観察し、相手が気づいていない点に気づく
よう働きかけることになる。これは相手の知識（暗黙知）獲得力を育むと
いうことかもしれない。こうしたトレーニングは、今後自分が人とコラボ
レーションしていくための良い経験になると思う。

設問２の回答に加え、さらに違った意義があると思う。
知識共創セッションのファシリテーターは、講義の中身についてのサポー
トだけでなく、知識共創という活動に上達することをサポートする必要が
ある。そのため、受講生をよく観察し、相手が気づいていない点に気づく
よう働きかけることになる。これは相手の知識（暗黙知）獲得力を育むと
いうことかもしれない。こうしたトレーニングは、今後自分が人とコラボ
レーションしていくための良い経験になると思う。
また、メタ認知を意識した議論スキルという普段は暗黙的に使っている知
識を言葉で表現して説明する必要があったので、自身のめた認知にとっ
て非常にいいトレーニングになっている。

設問２の回答に加え、さらに違った意義があると思う。
知識共創セッションのファシリテーターは、講義の中身についてのサポー
トだけでなく、知識共創という活動に上達することをサポートする必要が
ある。そのため、受講生をよく観察し、相手が気づいていない点に気づく
よう働きかけることになる。これは相手の知識（暗黙知）獲得力を育むと
いうことかもしれない。こうしたトレーニングは、今後自分が人とコラボ
レーションしていくための良い経験になると思う。
また、メタ認知を意識した議論スキルという普段は暗黙的に使っている知
識を言葉で表現して説明する必要があったので、自身のめた認知にとっ
て非常にいいトレーニングになっている。

【設問4】
　知識科学概論ⅠでのTA活動における，あなた自身の学
習目標を具体的にお聞かせください。

知識共創という活動についての知識（暗黙知）を獲得してもらうことを通し
て、知識共創という活動ににオープンな場をつくることについて学習・上
達する。

知識共創という活動についての知識（暗黙知）を獲得してもらうことを通し
て、知識共創という活動ににオープンな場をつくることについて学習・上
達する。
メタ認知を促し、知識共創の場をデザインするためにファシリテーターが
意識・取り組むべきことのフレームワークを作ってみたい。

知識共創という活動についての知識（暗黙知）を獲得してもらうことを通し
て、知識共創という活動ににオープンな場をつくることについて学習・上
達する。
メタ認知を促し、知識共創の場をデザインするためにファシリテーターが
意識・取り組むべきことのフレームワークを作ってみたい。

知識共創という活動についての知識（暗黙知）を獲得してもらうことを通し
て、知識共創という活動ににオープンな場をつくることについて学習・上
達する。
メタ認知を促し、知識共創の場をデザインするためにファシリテーターが
意識・取り組むべきことのフレームワークを作ってみたい。

知識共創という活動についての知識（暗黙知）を獲得してもらうことを通し
て、知識共創という活動ににオープンな場をつくることについて学習・上
達する。
メタ認知を促し、知識共創の場をデザインするためにファシリテーターが
意識・取り組むべきことのフレームワークを作ってみたい。

知識共創という活動についての知識（暗黙知）を獲得してもらうことを通し
て、知識共創という活動ににオープンな場をつくることについて学習・上
達する。
メタ認知を促し、知識共創の場をデザインするためにファシリテーターが
意識・取り組むべきことのフレームワークを作ってみたい。

【設問5】
　知識科学概論ⅠでのTA活動は，あなたの日々の研究に
どのような影響があると思いますか？当てはまるものを選
択してください。
bを選択した方は，設問5.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問5.1】
設問5でbを選択した方は，その影響を具体的に記述してく
ださい。

コラボレーションについて考えるヒントを得られるかもしれない。
また、知識科学のさまざまな捉え方を振り返ることで、自分の研究テーマ
に知識科学として取り組むことの意義を新しく発見できるかもしれない。

コラボレーションについて考えるヒントを得られるかもしれない。
また、知識科学のさまざまな捉え方を振り返ることで、自分の研究テーマ
に知識科学として取り組むことの意義を新しく発見できるかもしれない。

コラボレーションについて考えるヒントを得られるかもしれない。
また、知識科学のさまざまな捉え方を振り返ることで、自分の研究テーマ
に知識科学として取り組むことの意義を新しく発見できるかもしれない。

コラボレーションについて考えるヒントを得られるかもしれない。
また、知識科学のさまざまな捉え方を振り返ることで、自分の研究テーマ
に知識科学として取り組むことの意義を新しく発見できるかもしれない。

コラボレーションについて考えるヒントを得られるかもしれない。
また、知識科学のさまざまな捉え方を振り返ることで、自分の研究テーマ
に知識科学として取り組むことの意義を新しく発見できるかもしれない。

コラボレーションについて考えるヒントを得られるかもしれない。
また、知識科学のさまざまな捉え方を振り返ることで、自分の研究テーマ
に知識科学として取り組むことの意義を新しく発見できるかもしれない。

【設問6】
　知識科学概論IのTA活動の一つに，知識共創セッション
の報告書の作成があります。あなたが思う，報告書を作成
することの意義をお聞かせください。
bを選択した方は，設問6.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問6.1】
設問6でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してく
ださい。

知識共創という活動を効果的に行なうためのヒントを探る機会になる。 知識共創という活動を効果的に行なうためのヒントを探る機会になる。
さらに、知識科学概論シリーズを改善し、知識科学をより洗練していくた
めに重要なプロセスであること。

知識共創という活動を効果的に行なうためのヒントを探る機会になる。そ
のため、次回の知識共創セッションでのファシリテーションで自分が意識
的に取り組むことを決定・確認できる。

知識共創という活動を効果的に行なうためのヒントを探る機会になる。そ
のため、次回の知識共創セッションでのファシリテーションで自分が意識
的に取り組むことを決定・確認できる。

知識共創という活動を効果的に行なうためのヒントを探る機会になる。そ
のため、次回の知識共創セッションでのファシリテーションで自分が意識
的に取り組むことを決定・確認できる。すなわち、知識共創セッションに
TAとして主体的に取り組むことを促される。

知識共創という活動を効果的に行なうためのヒントを探る機会になる。そ
のため、次回の知識共創セッションでのファシリテーションで自分が意識
的に取り組むことを決定・確認できる。すなわち、知識共創セッションに
TAとして主体的に取り組むことを促される。

【設問7】
　知識科学概論IのTA活動の一つに，受講生の振り返り
シートへのコメントがあります。あなたが思う，振り返りシー
トにコメントすることの意義をお聞かせください。
bを選択した方は，設問7.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問7.1】
設問7でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してく
ださい。

受講生が知識共創という活動に上達するためのヒントを与える機会であ
る。また、暗黙的に認識して行なっている行為を明示的に認識させてあ
げる機会でもある。

受講生が知識共創という活動に上達するためのヒントを与える機会であ
る。また、暗黙的に認識して行なっている行為を明示的に認識させてあ
げる機会でもある。

受講生が知識共創という活動に上達するためのヒントを与える機会であ
る。また、暗黙的に認識して行なっている行為を明示的に認識させてあ
げる機会でもある。

受講生が知識共創という活動に上達するためのヒントを与える機会であ
る。また、暗黙的に認識して行なっている行為を明示的に認識させてあ
げる機会でもある。

受講生が知識共創という活動に上達するためのヒントを与える機会であ
る。また、暗黙的に認識して行なっている行為を明示的に認識させてあ
げる機会でもある。同時に、TA自身が暗黙的行為をメタ認知し、さらに言
葉で表現する良いトレーニングとなる。

受講生が知識共創という活動に上達するためのヒントを与える機会であ
る。また、暗黙的に認識して行なっている行為を明示的に認識させてあ
げる機会でもある。同時に、TA自身が暗黙的行為をメタ認知し、さらに言
葉で表現する良いトレーニングとなる。

【設問8】
　設問4で記入したTA活動における学習目標を達成するう
えで，不都合を感じることは何ですか？
当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問8.1に，その不都合を具体的にお聞
かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない

【設問8.1】
設問8でbを選択した方は，その不都合を具体的に記述して
ください。

【設問9】
　設問8以外に，今の悩みはありますか？当てはまるもの
を選択してください。
bを選択した方は，設問9.1に，その悩みを具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない

【設問9.1】
設問9でbを選択した方は，その悩みを具体的に記述してく
ださい。

報告書に関して、「知識科学概論シリーズを改善し、知識科学をより洗練
していくために重要なプロセスである」という認識はあるが、
・具体的にここでの報告書を誰がどのように活かしていくのか
を自分はまだ明確に認識していない。そのため、どのように報告書を構
成するのが良いかで悩んでいる。

報告書に関して、「知識科学概論シリーズを改善し、知識科学をより洗練
していくために重要なプロセスである」という認識はあるが、
・具体的にここでの報告書を誰がどのように活かしていくのか
を自分はまだ明確に認識していない。そのため、どのように報告書を構
成するのが良いかで悩んでいる。

【設問10】
　知識科学概論ⅠのTA活動の一つである知識共創セッ
ションをより良いものにするために，知識共創セッションを
どのように改善することが必要だと思いますか？当てはま
るものを選択してください。
bを選択した方は，設問10.1に，その影響を具体的にお聞
かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問10.1】
設問10でbを選択した方は，その改善案を具体的に記述し
てください。

振り返りシートによって各個人の振り返りはできるが、ひとつのチームと
しての振り返りは行なっていない。知識共創はチーム（集団）としてなされ
るものであり、チームとしての反省やコミットメントを意識的に取り入れ
て、チーム意識・メンバーシップ・オーナーシップを育むような仕掛けがで
きると良いかもしれない。

振り返りシートによって各個人の振り返りはできるが、ひとつのチームと
しての振り返りは行なっていない。知識共創はチーム（集団）としてなされ
るものであり、チームとしての反省やコミットメントを意識的に取り入れ
て、チーム意識・メンバーシップ・オーナーシップを育むような仕掛けがで
きると良いかもしれない。

・振り返りシートによって各個人の振り返りはできるが、ひとつのチームと
しての振り返りは行なっていない。知識共創はチーム（集団）としてなされ
るものであり、チームとしての反省やコミットメントを意識的に取り入れ
て、チーム意識・メンバーシップ・オーナーシップを育むような仕掛けがで
きると良いかもしれない。
・前半の２回ほどは議題をこちらで設定しても良い。講義の理解を深め、
また知識共創につながりうる議題というのを経験してもらう。その上で自
分たちで議題設定に取り組むと、議題設定自体についてもよく学べるの
ではないか。
・最終回に、「知識共創を実現するための議論をいかにして実践するか」
というテーマで議論・知識共創してもよいのではないか。

・振り返りシートによって各個人の振り返りはできるが、ひとつのチームと
しての振り返りは行なっていない。知識共創はチーム（集団）としてなされ
るものであり、チームとしての反省やコミットメントを意識的に取り入れ
て、チーム意識・メンバーシップ・オーナーシップを育むような仕掛けがで
きると良いかもしれない。
・前半の２回ほどは議題をこちらで設定しても良い。講義の理解を深め、
また知識共創につながりうる議題というのを経験してもらう。その上で自
分たちで議題設定に取り組むと、議題設定自体についてもよく学べるの
ではないか。
・最終回に、「知識共創を実現するための議論をいかにして実践するか」
というテーマで議論・知識共創してもよいのではないか。

【設問11】
　TAミーティングは，何のために開催されると思いますか？
当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問１１.1に，その意義を具体的にお聞
かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問11.1】
設問11でbを選択した方は，その意義を具体的に記述して
ください。

知識共創のファシリテーションというおそらく暗黙知に大きく依存した活動
について、TA同士で気づきや課題を共有することを通してTA自身が学
習していく機会である。
そしてTAの学習・上達は、受講生の成長につながる。

知識共創のファシリテーションというおそらく暗黙知に大きく依存した活動
について、TA同士で気づきや課題を共有することを通してTA自身が学
習していく機会である。
そしてTAの学習・上達は、受講生の成長につながる。

知識共創のファシリテーションという（おそらく暗黙知に大きく依存した）活
動について、TA同士で気づきや課題を共有することを通してTA自身が
学習していく機会である。
そしてTAの学習・上達は、受講生の成長につながる。

知識共創のファシリテーションという（おそらく暗黙知に大きく依存した）活
動について、TA同士で気づきや課題を共有することを通してTA自身が
学習していく機会である。
そしてTAの学習・上達は、受講生の成長につながる。

知識共創のファシリテーションという（おそらく暗黙知に大きく依存した）活
動について、TA同士で気づきや課題を共有することを通してTA自身が
学習していく機会である。
そしてTAの学習・上達は、受講生の成長につながる。

知識共創のファシリテーションという（おそらく暗黙知に大きく依存した）活
動について、TA同士で気づきや課題を共有することを通してTA自身が
学習していく機会である。
そしてTAの学習・上達は、受講生の成長につながる。

【設問12】（TAO事前なし・TAミーティング3後は一部変更）
　あなたにとって，このTAミーティングはこれからのTA活動
にとって有意義なものだったと思いますか？当てはまるも
のを選択し，設問12.1に，その理由を記述してください。
　
a 非常にそう思う
b そう思う
c どちらともいえない
d そう思わない
e まったくそう思わない

b. そう思う b. そう思う b. そう思う b. そう思う b. そう思う

【設問12.1】
設問12の理由を具体的に記述してください。

TAの活動における目的について、しっかりと考えてみる機会となった。ま
た報告書を通じて知識科学概論シリーズの改善に携わるという自分たち
の役割を理解できたので、報告書作成について主体的に意図を考えて
取り組むことができるようになると思う。

TAの活動における目的について、しっかりと考えてみる機会となった。ま
た報告書を通じて知識科学概論シリーズの改善に携わるという自分たち
の役割を理解できたので、報告書作成について主体的に意図を考えて
取り組むことができるようになると思う。

TAとしてのKCSへの関わり方、介入の仕方について、他のTAの体験や
考え、工夫を参考に考え直す機会になった。後半のKCSで自分がどのよ
うに取り組むかをじっくり考えるきっかけになった。

TAとしてのKCSへの関わり方、介入の仕方について、他のTAの体験や
考え、工夫を参考に考え直す機会になった。後半のKCSで自分がどのよ
うに取り組むかをじっくり考えるきっかけになった。

講義の構造について、非常に良い勉強になった。もし次にTAをする機会
があれば、講義の目的と構成を自分なりによく考えて、TAとしてどのよう
な役割を果たすのが良いかを考えて臨むためのヒントを得た。

【設問13】（TAミーティング１事前なし・TAミーティング1事後
から複数回）
　このTAミーティングをより良いものにするために，どのよう
な改善が必要だと思いますか？当てはまるものを選択して
ください。
bを選択した方は，設問13.1に，その改善案を具体的にお
聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問13.1】
設問13でbを選択した方は，その改善案を具体的に記述し
てください。

今回は一回目なので良いと思うが、次回以降はMTGのアジェンダを事前
に共有、あるいは募集すると良いように思う。

今回は一回目なので良いと思うが、次回以降はMTGのアジェンダを事前
に共有、あるいは募集すると良いように思う。

ミーティングのアジェンダ、タイムラインがあるとより良くなるかもしれませ
ん。自分の発言時間も意識して準備ができると思います。

ミーティングのアジェンダ、タイムラインがあるとより良くなるかもしれませ
ん。自分の発言時間も意識して準備ができると思います。

ミーティングのアジェンダ、タイムラインがあるとより良くなるかもしれませ
ん。自分の発言時間も意識して準備ができると思います。

【設問14】（TAミーティング2事前から複数回）
　全体でのディスカッション（ポストディスカッション「知，知
識，科学，知識科学」・ディスカッション「科学という知とは何
でないか？」）についての感想をお聞かせください。

一回目のポストディスカッションは、参加者の姿勢および議論自体は良
かったと思います。

ポストディスカッションの構成については、答え方を規定するというのは
非常に良いと思います。問いに対する「主張＋理由」を簡潔に述べる、と
いうのは訓練を要するからです。
一方で、「議論の途中で不明確な点が出てきたときに質問・確認をした
かったが、発言の形式が規定されているため遠慮した」という人もいまし
た。したがって、「質問・意味の確認などは遠慮せずに発言して下さい」と
いう一言を入れると良いと思います。

テーマ『知、知識、科学、知識科学』と実際に議論の際に提起した問い
は、一見するとあまり関係ないように思われます。もちろん意味があって
の選定だと思いますが、その連なりを伝えるとより良いのかなと思いまし
た。
たとえば、
「『知、知識、科学、知識科学』という概念について改めて意味を考えてみ
ます。そのために中森先生の課題に出てきた言葉について考えてみま
しょう。なぜなら〜〜」
という感じでしょうか。
こういった説明があることによって、議論をする際に「なぜこの議論をして
いるか」という目的意識を（理想的には）共有することができて、より建設
的な発言をしやすくなると思います。

一回目のポストディスカッションは、参加者の姿勢および議論自体は良
かったと思います。

ポストディスカッションの構成については、答え方を規定するというのは
非常に良いと思います。問いに対する「主張＋理由」を簡潔に述べる、と
いうのは訓練を要するからです。
一方で、「議論の途中で不明確な点が出てきたときに質問・確認をした
かったが、発言の形式が規定されているため遠慮した」という人もいまし
た。したがって、「質問・意味の確認などは遠慮せずに発言して下さい」と
いう一言を入れると良いと思います。

テーマ『知、知識、科学、知識科学』と実際に議論の際に提起した問い
は、一見するとあまり関係ないように思われます。もちろん意味があって
の選定だと思いますが、その連なりを伝えるとより良いのかなと思いまし
た。
たとえば、
「『知、知識、科学、知識科学』という概念について改めて意味を考えてみ
ます。そのために中森先生の課題に出てきた言葉について考えてみま
しょう。なぜなら〜〜」
という感じでしょうか。
こういった説明があることによって、議論をする際に「なぜこの議論をして
いるか」という目的意識を（理想的には）共有することができて、より建設
的な発言をしやすくなると思います。

一回目のポストディスカッションは、参加者の姿勢および議論自体は良
かったと思います。

ポストディスカッションの構成については、答え方を規定するというのは
非常に良いと思います。問いに対する「主張＋理由」を簡潔に述べる、と
いうのは訓練を要するからです。
一方で、「議論の途中で不明確な点が出てきたときに質問・確認をした
かったが、発言の形式が規定されているため遠慮した」という人もいまし
た。したがって、「質問・意味の確認などは遠慮せずに発言して下さい」と
いう一言を入れると良いと思います。

テーマ『知、知識、科学、知識科学』と実際に議論の際に提起した問い
は、一見するとあまり関係ないように思われます。もちろん意味があって
の選定だと思いますが、その連なりを伝えるとより良いのかなと思いまし
た。
たとえば、
「『知、知識、科学、知識科学』という概念について改めて意味を考えてみ
ます。そのために中森先生の課題に出てきた言葉について考えてみま
しょう。なぜなら〜〜」
という感じでしょうか。
こういった説明があることによって、議論をする際に「なぜこの議論をして
いるか」という目的意識を（理想的には）共有することができて、より建設
的な発言をしやすくなると思います。

一回目のポストディスカッションは、参加者の姿勢および議論自体は良
かったと思います。

ポストディスカッションの構成については、答え方を規定するというのは
非常に良いと思います。問いに対する「主張＋理由」を簡潔に述べる、と
いうのは訓練を要するからです。
一方で、「議論の途中で不明確な点が出てきたときに質問・確認をした
かったが、発言の形式が規定されているため遠慮した」という人もいまし
た。したがって、「質問・意味の確認などは遠慮せずに発言して下さい」と
いう一言を入れると良いと思います。

テーマ『知、知識、科学、知識科学』と実際に議論の際に提起した問い
は、一見するとあまり関係ないように思われます。もちろん意味があって
の選定だと思いますが、その連なりを伝えるとより良いのかなと思いまし
た。
たとえば、
「『知、知識、科学、知識科学』という概念について改めて意味を考えてみ
ます。そのために中森先生の課題に出てきた言葉について考えてみま
しょう。なぜなら〜〜」
という感じでしょうか。
こういった説明があることによって、議論をする際に「なぜこの議論をして
いるか」という目的意識を（理想的には）共有することができて、より建設
的な発言をしやすくなると思います。

【設問15】（TAミーティング3事後）
　TA活動を通した自身の変化・成長を具体的にお聞かせく
ださい。

「教えない」という指導があることを体験を通して学んだ。
考えさせる環境・状況を設計することによって学習の促進が可能であり、
そうすることによって主体性が発揮される可能性があることが分かった。
メタ視点での設計の面白さと工夫の余地を感じた。

【設問16】（TAミーティング3事後）
　あなたにとって，このTAミーティングはこれまでのTA活動
とどのような関連性があったと思いますか。

自身のメタ認知とそれを活かした工夫について共有・意見交換すること
によって、メタ認知の振り返りの機会となった。
また、1回目のTA MTGで紹介された経験学習というものの意味につい
て、ようやく経験ベースで理解することができたように思う。TAである自
分たち自身がまさに試行錯誤してきたことによって、経験学習やメタ認知
ということについて学習することが出来た。

Wei Chen
付録F　TA学習シートの結果(HK)

Wei Chen
付録
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HPさん

設問 1回目（TAM1前） ２回目（TAM1後） ３回目（TAM2前） ４回目（TAM2後） ５回目（TAM3前） ６回目（TAM3後）

【設問１】
あなたのTA経験について以下の項目に当ては
まるものを選択してください。
a・bに該当する方は，設問1.1に，科目の名称と
業務内容を簡単に記述してください。

a 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目で
のTA経験の両方がある
b 知識科学概論IのTA経験はないが，それ以外
の科目でのTA経験がある
c 知識科学概論IのTA経験はあるが，それ以外
の科目のTA経験はない
d 知識科学概論IのTA経験も，それ以外の科目
のTA経験も両方ともない

a. 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験
の両方がある

a. 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験
の両方がある

a. 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験
の両方がある

a. 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験
の両方がある

a. 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験
の両方がある

a. 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験
の両方がある

【設問1.1】
設問1でa・bを選択した方は，知識科学概論I以
外の科目の名称と講義内容、その講義の実施
年度を記述してください。

２５年度の実践的社会調査法（石川と東京で２回TA）：社会
調査の方法論を全般的に教える
２５年度の知識科学概論Ⅱ：知識科学とは何かを考える

２５年度の実践的社会調査法（石川と東京で２回TA）：社会
調査の方法論を全般的に教える
２５年度の知識科学概論Ⅱ：知識科学とは何かを考える

２５年度の実践的社会調査法（石川と東京で２回TA）：社会
調査の方法論を全般的に教える
２５年度の知識科学概論Ⅱ：知識科学とは何かを考える

２５年度の実践的社会調査法（石川と東京で２回TA）：社会
調査の方法論を全般的に教える
２５年度の知識科学概論Ⅱ：知識科学とは何かを考える

２５年度の実践的社会調査法（石川と東京で２回TA）：社会
調査の方法論を全般的に教える
２５年度の知識科学概論Ⅱ：知識科学とは何かを考える

２５年度の実践的社会調査法（石川と東京で２回TA）：社会
調査の方法論を全般的に教える
２５年度の知識科学概論Ⅱ：知識科学とは何かを考える

【設問2】
　知識科学概論Ⅰを除く科目でのTA活動には，
あなたにとってどのような意義があると思います
か？当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問2.1に，あなたが思うTA
の意義を具体的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問2.1】
設問2でbを選択した方は，その意義を具体的に
記述してください。

社会調査法について全体を俯瞰しており、自分の知らな
かった方法論も含めて、社会調査法の全体像について学
ぶ助けになった

社会調査法に関して、全体を俯瞰して説明しており、自分
の知らなかった方法論も学べて、社会調査法の全体像につ
いて学ぶ助けになった

社会調査法に関して、全体を俯瞰して説明しており、自分
の知らなかった方法論も学べて、社会調査法の全体像につ
いて学ぶ助けになった

社会調査法に関して、全体を俯瞰して説明しており、自分
の知らなかった方法論も学べて、社会調査法の全体像につ
いて学ぶ助けになった

社会調査法に関して、全体を俯瞰して説明しており、自分
の知らなかった方法論も学べて、社会調査法の全体像につ
いて学ぶ助けになった

社会調査法に関して、全体を俯瞰して説明しており、自分
の知らなかった方法論も学べて、社会調査法の全体像につ
いて学ぶ助けになった

【設問3】
　設問2で回答したTAの意義は，知識科学概論
ⅠのTA活動についても同じだと思いますか？当
てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問3.1に，その違いを具体
的にお聞かせください。

a 同じだと思う
b 違うと思う

a. 同じだと思う b. 違うと思う b. 違うと思う b. 違うと思う b. 違うと思う b. 違うと思う

【設問3.1】
設問3でbを選択した方は，その違いを具体的に
記述してください。

知識共創セッションを通じて、他の講義のTAにはない側面
について考える機会がある

知識共創セッションを通じて、他の講義のTAにはない側面
について考える機会がある

メタ認知をより強くする 知識科学特有の感覚を体得する 知識科学研究科や知識科学の発展について深く考える

【設問4】
　知識科学概論ⅠでのTA活動における，あなた
自身の学習目標を具体的にお聞かせください。

自分の知識科学論を深める 知識科学と知識共創に関する考えを深めること 知識科学と知識共創に関する考えを深めること 他者にメタ認知を意識してもらう 他者にメタ認知を意識してもらう 他者にメタ認知を意識してもらう

【設問5】
　知識科学概論ⅠでのTA活動は，あなたの
日々の研究にどのような影響があると思います
か？当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問5.1に，その影響を具体
的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問5.1】
設問5でbを選択した方は，その影響を具体的に
記述してください。

自分の研究と知識科学との関連性を新しい方向性で捉えら
れるかもしれない

知識共創という概念について、考えを深めることが出来る 知識共創という概念について、考えを深めることが出来る 知識共創という概念について、考えを深めることが出来る 知識共創という概念について、考えを深めることが出来る 知識共創という概念について、考えを深めることが出来る

【設問6】
　知識科学概論IのTA活動の一つに，知識共創
セッションの報告書の作成があります。あなたが
思う，報告書を作成することの意義をお聞かせく
ださい。
bを選択した方は，設問6.1に，その影響を具体
的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある a. 現時点では思いあたらない

【設問6.1】
設問6でbを選択した方は，その意義を具体的に
記述してください。

知識共創の具体事例を観察・蓄積出来る テキストによる知識共創について考える機会になる テキストによる知識共創について考える機会になる テキストによる知識共創について考える機会になる テキストによる知識共創について考える機会になる

【設問7】
　知識科学概論IのTA活動の一つに，受講生の
振り返りシートへのコメントがあります。あなたが
思う，振り返りシートにコメントすることの意義を
お聞かせください。
bを選択した方は，設問7.1に，その影響を具体
的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問7.1】
設問7でbを選択した方は，その意義を具体的に
記述してください。

動機付けについて考える機会を得られる 動機付けについて考える機会を得られる 気付きを文字データで残す 気付きを文字データで残す 気付きを文字データで残す

【設問8】
　設問4で記入したTA活動における学習目標を
達成するうえで，不都合を感じることは何です
か？
当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問8.1に，その不都合を具
体的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問8.1】
設問8でbを選択した方は，その不都合を具体的
に記述してください。

自分のメタ認知能力が不足している 自分のメタ認知能力が不足している 自分のメタ認知能力が不足している

【設問9】
　設問8以外に，今の悩みはありますか？当て
はまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問9.1に，その悩みを具体
的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある

【設問9.1】
設問9でbを選択した方は，その悩みを具体的に
記述してください。

FBが使いづらい

【設問10】
　知識科学概論ⅠのTA活動の一つである知識
共創セッションをより良いものにするために，知
識共創セッションをどのように改善することが必
要だと思いますか？当てはまるものを選択して
ください。
bを選択した方は，設問10.1に，その影響を具体
的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問10.1】
設問10でbを選択した方は，その改善案を具体
的に記述してください。

メンバーの流動性を落とす TAの立ち位置や能力を明確化し、信頼性を高める

【設問11】
　TAミーティングは，何のために開催されると思
いますか？当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問１１.1に，その意義を具
体的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問11.1】
設問11でbを選択した方は，その意義を具体的
に記述してください。

知識共創セッションの質を高めるため 知識共創セッションの質を高めるため 知識共創セッションの質を高めるため 知識共創セッションの質を高めるため TAがメタ認知ギミックの設計についてヒントを得るため TAがメタ認知ギミックの設計についてヒントを得るため

【設問12】（TAO事前なし・TAミーティング3後は
一部変更）
　あなたにとって，このTAミーティングはこれか
らのTA活動にとって有意義なものだったと思い
ますか？当てはまるものを選択し，設問12.1に，
その理由を記述してください。
　
a 非常にそう思う
b そう思う
c どちらともいえない
d そう思わない
e まったくそう思わない

b. そう思う d. そう思わない b. そう思う b. そう思う b. そう思う

【設問12.1】
設問12の理由を具体的に記述してください。

経験学習理論を意識していきたい 最初の一度だけで良い 知識共創セッションに対する新しいアイデアを得た 知識共創セッションに対する新しいアイデアを得た 知識共創セッションに対する新しいアイデアを得た

【設問13】（TAミーティング１事前なし・TAミーティ
ング1事後から複数回）
　このTAミーティングをより良いものにするため
に，どのような改善が必要だと思いますか？当
てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問13.1に，その改善案を具
体的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問13.1】
設問13でbを選択した方は，その改善案を具体
的に記述してください。

ボリュームを減らして、短時間で効率良く ボリュームを減らして、短時間で効率良く ウェブ上でもっと共有出来ることがある ウェブ上でもっと共有出来ることがある

【設問14】（TAミーティング2事前から複数回）
　全体でのディスカッション（ポストディスカッショ
ン「知，知識，科学，知識科学」・ディスカッション
「科学という知とは何でないか？」）についての
感想をお聞かせください。

発言者が偏ってしまうのが残念だった
発言回数に制限を付ける？？

発言者が偏ってしまうのが残念だった
発言回数に制限を付ける？？

発言者が偏ってしまうのが残念だった
発言回数に制限を付ける？？

発言者が偏ってしまうのが残念だった
発言回数に制限を付ける？？

【設問15】（TAミーティング3事後）
　TA活動を通した自身の変化・成長を具体的に
お聞かせください。

他者に体験学習を促す能力が伸びた

【設問16】（TAミーティング3事後）
　あなたにとって，このTAミーティングはこれま
でのTA活動とどのような関連性があったと思い
ますか。

ファシリテートする上で気になった点に対するヒントを得ら
れそう

Wei Chen
付録F　TA学習シートの結果(HP)

Wei Chen
付録

Wei Chen
F-3



LKさん

設問 1回目（TAM1前） ２回目（TAM1後） ３回目（TAM2前） ４回目（TAM2後） ５回目（TAM3前） ６回目（TAM3後）

【設問１】
あなたのTA経験について以下の項目に当てはまるものを
選択してください。
a・bに該当する方は，設問1.1に，科目の名称と業務内容を
簡単に記述してください。

a 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験
の両方がある
b 知識科学概論IのTA経験はないが，それ以外の科目で
のTA経験がある
c 知識科学概論IのTA経験はあるが，それ以外の科目の
TA経験はない
d 知識科学概論IのTA経験も，それ以外の科目のTA経験
も両方ともない

a. 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験の両方がある a. 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験の両方がある a. 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験の両方がある a. 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験の両方がある a. 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験の両方がある a. 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験の両方がある

【設問1.1】
設問1でa・bを選択した方は，知識科学概論I以外の科目の
名称と講義内容、その講義の実施年度を記述してくださ
い。

複雑系解析論　複雑系の概念と研究手法　2013
知識科学概論2　知識の創造・共有・活用のための理論と実践　2013
知識科学概論3　知識の獲得・創造・マネジメントのための技術的と社会
的なプロセス　2012・2013
基礎プログラミング　計算機プログラミングの基本概念と実習　2012

複雑系解析論　複雑系の概念と研究手法　2013
知識科学概論2　知識の創造・共有・活用のための理論と実践　2013
知識科学概論3　知識の獲得・創造・マネジメントのための技術的と社会
的なプロセス　2012・2013
基礎プログラミング　計算機プログラミングの基本概念と実習　2012

複雑系解析論　複雑系の概念と研究手法　2013
知識科学概論2　知識の創造・共有・活用のための理論と実践　2013
知識科学概論3　知識の獲得・創造・マネジメントのための技術的と社会
的なプロセス　2012・2013
基礎プログラミング　計算機プログラミングの基本概念と実習　2012

複雑系解析論　複雑系の概念と研究手法　2013
知識科学概論2　知識の創造・共有・活用のための理論と実践　2013
知識科学概論3　知識の獲得・創造・マネジメントのための技術的と社会
的なプロセス　2012・2013
基礎プログラミング　計算機プログラミングの基本概念と実習　2012

複雑系解析論　複雑系の概念と研究手法　2013
知識科学概論2　知識の創造・共有・活用のための理論と実践　2013
知識科学概論3　知識の獲得・創造・マネジメントのための技術的と社会
的なプロセス　2012・2013
基礎プログラミング　計算機プログラミングの基本概念と実習　2012

複雑系解析論　複雑系の概念と研究手法　2013
知識科学概論2　知識の創造・共有・活用のための理論と実践　2013
知識科学概論3　知識の獲得・創造・マネジメントのための技術的と社会
的なプロセス　2012・2013
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【設問2】
　知識科学概論Ⅰを除く科目でのTA活動には，あなたに
とってどのような意義があると思いますか？当てはまるも
のを選択してください。
bを選択した方は，設問2.1に，あなたが思うTAの意義を具
体的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問2.1】
設問2でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してく
ださい。

ア．学生と異なる視点で講義内容を振り返ることで、講義に対する理解
が深まる
イ．学生と違い立場での議論・サポートすることで、他の学生を助けるだ
けではなく、自分の考え方も広がる

ア．受講生と異なる視点で講義内容を振り返ることで、講義に対する理
解が深まる
イ．受講生と違い立場での議論・サポートすることで、他の学生を助ける
だけではなく、自分の考え方も広がる

ア．受講生と異なる視点で講義内容を振り返ることで、講義に対する理
解が深まる
イ．受講した時の経験を活かして、受講生をサポートできる
ウ．受講生と違い立場での議論・サポートすることで、自分の考え方が
広がる

ア．受講生と異なる視点で講義内容を振り返ることで、講義に対する理
解が深まる
イ．受講した時の経験を活かして、受講生をサポートできる
ウ．受講生と違い立場での議論・サポートすることで、自分の考え方が
広がる

ア．受講生と異なる視点で講義内容を振り返ることで、講義に対する理
解が深まる
イ．受講した時の経験を活かして、受講生をサポートできる
ウ．受講生と違い立場での議論・サポートすることで、自分の考え方が
広がる

ア．受講生と異なる視点で講義内容を振り返ることで、講義に対する理
解が深まる
イ．受講した時の経験を活かして、受講生をサポートできる
ウ．受講生と違い立場での議論・サポートすることで、自分の考え方が
広がる

【設問3】
　設問2で回答したTAの意義は，知識科学概論ⅠのTA活
動についても同じだと思いますか？当てはまるものを選択
してください。
bを選択した方は，設問3.1に，その違いを具体的にお聞か
せください。

a 同じだと思う
b 違うと思う

b. 違うと思う b. 違うと思う b. 違うと思う b. 違うと思う b. 違うと思う b. 違うと思う

【設問3.1】
設問3でbを選択した方は，その違いを具体的に記述してく
ださい。

ア．他の科目と比べると、概論Ｉが幅広い内容を含めるため、振り返らな
いと理解できないものが多い
イ．知識に対する理解が深まるために、異なる立場での見方がとても有
益・大事である
ウ．議論の形や内容は他の科目とはだいぶ違って、TAの立場しか見え
ないものが多い

ア．他の科目と比べると、概論Ｉが幅広い内容を含めるため、振り返らな
いと理解できないものが多い
イ．知識に対する理解が深まるために、異なる立場での見方がとても有
益・大事である
ウ．議論の形や内容は他の科目とはだいぶ違って、TAの立場しか見え
ないものが多い

ア．他の科目と比べると、概論Ｉが幅広い内容を含めるため、振り返らな
いと理解できないものが多い
イ．知識・知識科学に対する理解が深まるために、メタレベルの認知が
必要となり、異なる立場での見方が非常に大切である
ウ．「知識共創」を目指した議論の形や内容は他の科目とは違い、単に
受講生のサポート役ではなく、新しい知識の発見・創造のために受講生
との協力が求められる

ア．他の科目と比べると、概論Ｉが幅広い内容を含めるため、振り返らな
いと理解できないものが多い
イ．知識・知識科学に対する理解が深まるために、メタレベルの認知が
必要となり、異なる立場での見方が非常に大切である
ウ．「知識共創」を目指した議論の形や内容は他の科目とは違い、単に
受講生のサポート役ではなく、新しい知識の発見・創造のために受講生
との協力が求められる
エ．「メタ認知」が強調されるので、それに関するの能力を鍛えることがで
き、研究から人生までにも役に立つ

ア．他の科目と比べると、概論Ｉが幅広い内容を含めるため、振り返らな
いと理解できないものが多い
イ．知識・知識科学に対する理解が深まるために、メタレベルの認知が
必要となり、異なる立場での見方が非常に大切である
ウ．「知識共創」を目指した議論の形や内容は他の科目とは違い、単に
受講生のサポート役ではなく、新しい知識の発見・創造のために受講生
との協力が求められる
エ．「メタ認知」が強調されるので、それに関するの能力を鍛えることがで
き、研究から人生までにも役に立つ

ア．他の科目と比べると、概論Ｉが幅広い内容を含めるため、振り返らな
いと理解できないものが多い
イ．知識・知識科学に対する理解が深まるために、メタレベルの認知が
必要となり、異なる立場での見方が非常に大切である
ウ．「知識共創」を目指した議論の形や内容は他の科目とは違い、単に
受講生のサポート役ではなく、新しい知識の発見・創造のために受講生
との協調が求められる
エ．「メタ認知」が強調され、それに関わる能力を鍛えることができ、研究
から人生までにも役に立つ

【設問4】
　知識科学概論ⅠでのTA活動における，あなた自身の学
習目標を具体的にお聞かせください。

ア．知識科学の基本概念に対する理解を深め、自分なりの理解を求め
る
イ．自分の研究とのつながりをもっと明確に説明ようになる

ア．知識科学の基本概念に対する理解を深め、自分なりの理解を求め
る
イ．自分の研究とのつながりをもっと明確に説明ようになる
ウ．自分の研究をもっと他の人と共有できるようになる

ア．知識科学の基本概念に対する理解を深め、自分なりの理解ができる
イ．知識・知識科学と自分の研究とのつながりをもっと明確に説明ように
なる
ウ．自分の研究をより分かりやすい説明ができるようになる

ア．抽象的な概念の理解を深めるために、有効な議論のやり方を把握し
たい
イ．様々な概念や知識の関連性を明確に説明できるようになりたい
ウ．自分の観点をより分かりやすい形で説明できるようになりたい

ア．抽象的な概念の理解を深めるために、有効な議論のやり方を把握し
たい
イ．様々な概念や知識の関連性を明確に説明できるようになりたい
ウ．自分の観点をより分かりやすい形で説明できるようになりたい

ア．抽象的な概念の理解を深めるために、有効な議論のやり方を把握し
たい
イ．様々な概念や知識の関連性を明確に説明できるようになりたい
ウ．自分の観点をより分かりやすい形で他人と共有できるようになりたい

【設問5】
　知識科学概論ⅠでのTA活動は，あなたの日々の研究に
どのような影響があると思いますか？当てはまるものを選
択してください。
bを選択した方は，設問5.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問5.1】
設問5でbを選択した方は，その影響を具体的に記述してく
ださい。

「研究とはなにか」に対する考え方が変わった；
「研究目的」に対する理解が深まった。

「研究とはなにか」に対する考え方が変わった；
「研究目的」に対する理解が深まった；
「研究方法」に対する理解が深まった。

ア．「研究とはなにか」に対する考え方が変わった
イ．自分の研究の目的・方法に対する理解が深まり、研究の意義及び位
置づけをよりうまく説明できた
ウ．メタレベルの考え方で、自分の研究と他の研究との関連性をより明
確になった

ア．「研究とはなにか」に対する考え方が変わった
イ．自分の研究の目的・方法に対する理解が深まり、研究の意義及び位
置づけをよりうまく説明できた
ウ．メタレベルの考え方で、自分の研究と他の研究との関連性をより明
確になった

ア．「研究とはなにか」に対する考え方が変わった
イ．自分の研究の目的・方法に対する理解が深まり、研究の意義及び位
置づけをよりうまく説明できた
ウ．メタレベルの考え方で、自分の研究と他の研究との関連性をより明
確になった

ア．「研究とはなにか」に対する考え方が変わった
イ．自分の研究の目的・方法に対する理解が深まり、研究の意義及び位
置づけをより深く考え、論理的に説明できた
ウ．メタレベルの考え方で、自分の研究と他の研究との関連性について
と考えが深まり、より明確になった

【設問6】
　知識科学概論IのTA活動の一つに，知識共創セッション
の報告書の作成があります。あなたが思う，報告書を作成
することの意義をお聞かせください。
bを選択した方は，設問6.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問6.1】
設問6でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してく
ださい。

自分のファシリテーション（行動や発言）に対する振り返るチャンスが与
えられ、メタレベルでの認知（＝自分に対する理解）が深まり、知識共創
により貢献できる。

ア．自分のファシリテーション（行動や発言）に対する振り返るチャンスが
与えられ、メタレベルでの認知（＝自分の認知に対する認知）が深まり、
知識共創により貢献できる
イ．自分の経験を他のTAに共有できる

ア．自分のファシリテーション（行動や発言）に対する振り返るチャンスが
与えられ、メタレベルでの認知（＝自分の認知に対する認知）が深まり、
知識共創により貢献できる
イ．自分の経験を他のTAに共有できる

ア．自分のファシリテーション（行動や発言）に対する振り返るチャンスが
与えられ、メタレベルでの認知（＝自分の認知に対する認知）が深まり、
知識共創により貢献できる
イ．TAの間での経験共有ができる

【設問7】
　知識科学概論IのTA活動の一つに，受講生の振り返り
シートへのコメントがあります。あなたが思う，振り返りシー
トにコメントすることの意義をお聞かせください。
bを選択した方は，設問7.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問7.1】
設問7でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してく
ださい。

振り返りシートは、受講生が自分の考え方を振り返ることで、知識の創
造・共有に対する理解を深めるの役割がある。コメントすることで、受講
生にこういう役割を意識させながら、TAのやり方にとってもすごく大事な
プロセスである。

振り返りシートは、受講生が自分の考え方を振り返ることで、知識の創
造・共有に対する理解を深めるの役割がある。コメントすることで、受講
生にこういう役割を意識させながら、TAのやり方にとってもすごく大事な
プロセスである。

振り返りシートは、受講生が自分の考え方を振り返ることで、知識の創
造・共有に対する理解を深めるの役割がある。コメントすることで、受講
生にこういう役割を意識させながら、TAのやり方にとってもすごく大事な
プロセスである。

ア．TAが受講生の考え方をある程度で把握する
イ．経験者の立場でアドバイスする
ウ．受講生に「理由」の大切さを意識させる

ア．TAが受講生の考え方をある程度で把握する
イ．経験者の立場でアドバイスする
ウ．受講生に「理由」の大切さを意識させる

ア．TAと受講生の一種のコミュニケーションの媒体であり、受講生の考
え方をある程度で把握し、TAが経験者の立場でアドバイスする
イ．受講生に「理由」の大切さを意識させ、メタレベルでの考え方を促す
ウ．グループ内の共有により、メンバー全員お互いに理解し合う媒介と
なり、メンバーたちのつながりを強める

【設問8】
　設問4で記入したTA活動における学習目標を達成するう
えで，不都合を感じることは何ですか？
当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問8.1に，その不都合を具体的にお聞
かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問8.1】
設問8でbを選択した方は，その不都合を具体的に記述し
てください。

KCSのTAとして、毎回の目的を明確してなかったため、自分の目標をう
まく達成できない。
受講生にKCSの目的なども教えることができなかったので、うまく改善で
きないことがある。

KCSのTAとして、毎回の目的を明確してなかったため、自分の目標をう
まく達成できない。
受講生にKCSの目的なども教えることができなかったので、うまく改善で
きないことがある。

ア．議論とメタレベルでの目標の間にギャップがある
イ．議論のコントロール能力が足りないため、簡単に目標を達成できな
い

ア．議論とメタレベルでの目標の間にギャップがある
イ．議論のコントロール能力が足りないため、簡単に目標を達成できな
い

ア．議論とメタレベルでの目標の間にギャップがある
イ．議論のコントロール能力が足りなく、他人に対する理解が不十分で
あり、簡単に目標を達成できない
ウ．言語能力に制限され、自分の言いたいことを表現しにくい時がある

【設問9】
　設問8以外に，今の悩みはありますか？当てはまるもの
を選択してください。
bを選択した方は，設問9.1に，その悩みを具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問9.1】
設問9でbを選択した方は，その悩みを具体的に記述してく
ださい。

時間が結構かかります。 時間が結構かかります。 時間が結構かかります。 時間が結構かかります。 時間が結構かかります。 ア．準備するのに時間結構かかる
イ．議論での介入のタイミングや方法や把握しにくい

【設問10】
　知識科学概論ⅠのTA活動の一つである知識共創セッ
ションをより良いものにするために，知識共創セッションを
どのように改善することが必要だと思いますか？当てはま
るものを選択してください。
bを選択した方は，設問10.1に，その影響を具体的にお聞
かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問10.1】
設問10でbを選択した方は，その改善案を具体的に記述し
てください。

ア．セッションの状況を現場である程度で評価できる基準を作る。今まで
の評価基準が曖昧である。いくつかのクライテリアがあるが、単に議論
がスムーズに進める、発言のバランスを保つ等ではないので、現場での
判断が難しい。TAまたはメンバー全員がある程度で現場に評価ができ
れば、より有効な発言や行動ができるのではないかと考えられる。
イ．TAの間での経験共有をよりうまくできるような方法を作る。グループ
の数が多く、かつ報告書の分量も結構あるので、報告書での経験共有
が難しい。

ア．セッションの状況を現場である程度で評価できる基準を作る。今まで
の評価基準が曖昧である。いくつかのクライテリアがあるが、単に議論
がスムーズに進める、発言のバランスを保つ等ではないので、現場での
判断が難しい。TAまたはメンバー全員がある程度で現場に評価ができ
れば、より有効な発言や行動ができるのではないかと考えられる。
イ．TAの間での経験共有をよりうまくできるような方法を作る（Facebook
とか？）。グループの数が多く、かつ報告書の分量も結構あるので、報告
書での経験共有が難しい。

ア．セッションの状況を現場である程度で評価できる基準を作る。今まで
の評価基準が曖昧である。いくつかのクライテリアがあるが、単に議論
がスムーズに進める、発言のバランスを保つ等ではないので、現場での
判断が難しい。TAまたはメンバー全員がある程度で現場に評価ができ
れば、より有効な発言や行動ができるのではないかと考えられる。
イ．TAの間での経験共有をよりうまくできるような方法を作る（Facebook
とか？）。グループの数が多く、かつ報告書の分量も結構あるので、報告
書での経験共有が難しい。

ア．セッションの状況を現場である程度で評価できる基準を作る。今まで
の評価基準が曖昧である。いくつかのクライテリアがあるが、単に議論
がスムーズに進める、発言のバランスを保つ等ではないので、現場での
判断が難しい。TAまたはメンバー全員がある程度で現場に評価ができ
れば、より有効な発言や行動ができるのではないかと考えられる。
イ．TAの間での経験共有をよりうまくできるような方法を作る（Facebook
とか？）。グループの数が多く、かつ報告書の分量も結構あるので、報告
書での経験共有が難しい。
ウ．留学生のサポートは足りない。言語能力のほか、文化や個人背景の
面にも考える必要があるため、オフラインでのサポートがおすすめ。

【設問11】
　TAミーティングは，何のために開催されると思います
か？当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問１１.1に，その意義を具体的にお聞
かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問11.1】
設問11でbを選択した方は，その意義を具体的に記述して
ください。

概論のTAとしての基本的に望ましいことを意識させる 概論のTAとしての基本的に望ましいことを意識させる
今までのセッションの振り返るチャンスを作る
別のグループの経験が共有できる

ア．概論のTAとして、学習すべきことを意識させる
イ．今までのセッションの振り返りチャンスを作る
ウ．スタッフ間での経験共有

ア．概論のTAとして、学習すべきことを意識させる
イ．今までのセッションの振り返りチャンスを作る
ウ．スタッフ間での経験共有

ア．概論のTAとして、学習すべきことを意識させる
イ．今までのセッションの振り返りチャンスを作る
ウ．スタッフ間の経験共有
エ．概論や知識共創の目標、意義、方法についてのdebriefingにより、知
識科学に対する理解が深まる

【設問12】（TAO事前なし・TAミーティング3後は一部変更）
　あなたにとって，このTAミーティングはこれからのTA活動
にとって有意義なものだったと思いますか？当てはまるも
のを選択し，設問12.1に，その理由を記述してください。
　
a 非常にそう思う
b そう思う
c どちらともいえない
d そう思わない
e まったくそう思わない

a. 非常にそう思う a. 非常にそう思う a. 非常にそう思う a. 非常にそう思う a. 非常にそう思う

【設問12.1】
設問12の理由を具体的に記述してください。

今までのセッションの反省、経験の共有することで、これからのファシリ
テーションをより明確に改善できる。

今までのセッションの反省、経験の共有することで、これからのファシリ
テーションの改善策をより明確になる。

今までのセッションの反省、経験の共有することで、これからのファシリ
テーションの改善策をより明確になる。

目標と意義に対する理解が深まったので、今までのセッション経験を活
かすことで、これからのファシリテーションをよりうまくでき、知識科学に
対する理解もより深くなる。

【設問13】（TAミーティング１事前なし・TAミーティング1事後
から複数回）
　このTAミーティングをより良いものにするために，どのよ
うな改善が必要だと思いますか？当てはまるものを選択し
てください。
bを選択した方は，設問13.1に，その改善案を具体的にお
聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある

【設問13.1】
設問13でbを選択した方は，その改善案を具体的に記述し
てください。

TAの間での経験共有を促すために、ある程度での議論ができたらいい
と考えられる。

【設問14】（TAミーティング2事前から複数回）
　全体でのディスカッション（ポストディスカッション「知，知
識，科学，知識科学」・ディスカッション「科学という知とは
何でないか？」）についての感想をお聞かせください。

受講生は積極的に発言ができて、今までのないような考え方もあった。
しかし、テーマや他人の意見との関係をうまく認識できず、自分の意見を
一方的に押し付けるような発言もよくあった。

受講生は積極的に発言ができて、今までのないような考え方もあった。
しかし、テーマや他人の意見との関係をうまく認識できず、自分の意見を
一方的に押し付けるような発言もよくあった。

受講生は積極的に発言ができて、今までのないような考え方もあった。
しかし、テーマや他人の意見との関係をうまく認識できず、自分の意見を
一方的に押し付けるような発言もよくあった。
また、主張だけを注目し、理由についての議論が少なかったように見え
る。

受講生は積極的に発言ができて、今までのないような考え方もあった。
しかし、テーマや他人の意見との関係をうまく認識できず、自分の意見を
一方的に押し付けるような発言もよくあった。
また、主張だけを注目し、理由についての議論が少なかったように見え
る。

【設問15】（TAミーティング3事後）
　TA活動を通した自身の変化・成長を具体的にお聞かせく
ださい。

概論・知識科学・自分の研究テーマの目標と意義について再認識ができ
た。また、メタレベルでの考え方のトレーニングにより、発言の論理性を
より追求するようになった。

【設問16】（TAミーティング3事後）
　あなたにとって，このTAミーティングはこれまでのTA活動
とどのような関連性があったと思いますか。

ア．これまでの活動の振り返るきっかけになって、メタ認知が深まった
イ．他のTAの経験や先生の話からショックを受け、大変勉強になった
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RMさん

設問 1回目（TAM1前） ２回目（TAM1後） ３回目（TAM2前） ４回目（TAM2後） ５回目（TAM3前） ６回目（TAM3後）

【設問１】
あなたのTA経験について以下の項目に当てはまるものを選
択してください。
a・bに該当する方は，設問1.1に，科目の名称と業務内容を
簡単に記述してください。

a 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験の
両方がある
b 知識科学概論IのTA経験はないが，それ以外の科目での
TA経験がある
c 知識科学概論IのTA経験はあるが，それ以外の科目のTA
経験はない
d 知識科学概論IのTA経験も，それ以外の科目のTA経験も
両方ともない

d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない

【設問1.1】
設問1でa・bを選択した方は，知識科学概論I以外の科目の
名称と講義内容、その講義の実施年度を記述してください。

【設問2】
　知識科学概論Ⅰを除く科目でのTA活動には，あなたにとっ
てどのような意義があると思いますか？当てはまるものを選
択してください。
bを選択した方は，設問2.1に，あなたが思うTAの意義を具体
的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問2.1】
設問2でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してくだ
さい。

私はどの科目もTA経験がありませんが、私にとってTAの意義は、主に以
下の２つではないかと考えています。
１つは、履修者との相互学習（情報の共有や意見交換）を通じて、履修者
の学習をサポートするとともに、自身も担当講義の学問を深く理解していく
こと。
もう１つは、講義の運営サポートに携わることで、実際の講義はどのように
行われ、どのようなことが必要なのかを理解していくこと。

私はどの科目もTA経験がありませんが、私にとってTAの意義は、主に以
下の２つではないかと考えています。
１つは、履修者との相互学習（情報の共有や意見交換）を通じて、履修者
の学習をサポートするとともに、自身も担当講義の学問を深く理解していく
こと。
もう１つは、講義の運営サポートに携わることで、実際の講義はどのように
行われ、どのようなことが必要なのかを理解していくこと。

2回目回答
教員の方々と共に担当講義の発展と改善のために貢献していくこと。

私はどの科目もTA経験がありませんが、私にとってTAの意義は、主に以
下の２つではないかと考えています。
１つは、履修者との相互学習（情報の共有や意見交換）を通じて、履修者
の学習をサポートするとともに、自身も担当講義の学問を深く理解していく
こと。
もう１つは、講義の運営サポートに携わることで、実際の講義はどのように
行われ、どのようなことが必要なのかを理解していくこと。

2回目回答
教員の方々と共に担当講義の発展と改善のために貢献していくこと。

私はどの科目もTA経験がありませんが、私にとってTAの意義は、主に以
下の２つではないかと考えています。
１つは、履修者との相互学習（情報の共有や意見交換）を通じて、履修者
の学習をサポートするとともに、自身も担当講義の学問を深く理解していく
こと。
もう１つは、講義の運営サポートに携わることで、実際の講義はどのように
行われ、どのようなことが必要なのかを理解していくこと。

2回目回答
教員の方々と共に担当講義の発展と改善のために貢献していくこと。

私はどの科目もTA経験がありませんが、私にとってTAの意義は、主に以
下の２つではないかと考えています。
１つは、履修者との相互学習（情報の共有や意見交換）を通じて、履修者
の学習をサポートするとともに、自身も担当講義の学問を深く理解していく
こと。
もう１つは、講義の運営サポートに携わることで、実際の講義はどのように
行われ、どのようなことが必要なのかを理解していくこと。

2回目回答
教員の方々と共に担当講義の発展と改善のために貢献していくこと。

私はどの科目もTA経験がありませんが、私にとってTAの意義は、主に以
下の２つではないかと考えています。
１つは、履修者との相互学習（情報の共有や意見交換）を通じて、履修者
の学習をサポートするとともに、自身も担当講義の学問を深く理解していく
こと。
もう１つは、講義の運営サポートに携わることで、実際の講義はどのように
行われ、どのようなことが必要なのかを理解していくこと。

2回目回答
教員の方々と共に担当講義の発展と改善のために貢献していくこと。

【設問3】
　設問2で回答したTAの意義は，知識科学概論ⅠのTA活動
についても同じだと思いますか？当てはまるものを選択して
ください。
bを選択した方は，設問3.1に，その違いを具体的にお聞か
せください。

a 同じだと思う
b 違うと思う

a. 同じだと思う a. 同じだと思う a. 同じだと思う a. 同じだと思う a. 同じだと思う a. 同じだと思う

【設問3.1】
設問3でbを選択した方は，その違いを具体的に記述してくだ
さい。

【設問4】
　知識科学概論ⅠでのTA活動における，あなた自身の学習
目標を具体的にお聞かせください。

講義や知識共創セッションを通じて、様々なバックグラウンドを持った方々
の「知識科学について」の考え方を知り、知識科学の理解を深める事を学
習目標としています。

講義や知識共創セッションを通じて、様々なバックグラウンドを持った方々
の「知識科学について」の考え方を知り、知識科学の理解を深める事を学
習目標としています。

2回目回答
さらに、Kolbの経験学習理論（学習サイクルの４つのステップ）を知識共創
セッションで実践しながら、メタ認知獲得のために試行錯誤すること。また
知識共創セッション内で受講生に対してメタ認知を意識した議論スキル獲
得への動機付けを提供することを目指します。

講義や知識共創セッションを通じて、様々なバックグラウンドを持った方々
の「知識科学について」の考え方を知り、知識科学の理解を深める事を学
習目標としています。

2回目回答
さらに、Kolbの経験学習理論（学習サイクルの４つのステップ）を知識共創
セッションで実践しながら、メタ認知獲得のために試行錯誤すること。また
知識共創セッション内で受講生に対してメタ認知を意識した議論スキル獲
得への動機付けを提供することを目指します。

3回目回答
知識科学に関連した議題に対する様々な議論の事例を学ぶことを目指し
ます。

講義や知識共創セッションを通じて、様々なバックグラウンドを持った方々
の「知識科学について」の考え方を知り、知識科学の理解を深める事を学
習目標としています。

2回目回答
さらに、Kolbの経験学習理論（学習サイクルの４つのステップ）を知識共創
セッションで実践しながら、メタ認知獲得のために試行錯誤すること。また
知識共創セッション内で受講生に対してメタ認知を意識した議論スキル獲
得への動機付けを提供することを目指します。

3回目回答
知識科学に関連した議題に対する様々な議論の事例を学ぶことを目指し
ます。

4回目回答
メタ認知的モニタリングとメタ認知的コントロールを意識して知識共創セッ
ションに取り組み、メタ認知的活動の経験を積むこと・新たなメタ認知的知
識を得ることを目指します。

講義や知識共創セッションを通じて、様々なバックグラウンドを持った方々
の「知識科学について」の考え方を知り、知識科学の理解を深める事を学
習目標としています。

2回目回答
さらに、Kolbの経験学習理論（学習サイクルの４つのステップ）を知識共創
セッションで実践しながら、メタ認知獲得のために試行錯誤すること。また
知識共創セッション内で受講生に対してメタ認知を意識した議論スキル獲
得への動機付けを提供することを目指します。

3回目回答
知識科学に関連した議題に対する様々な議論の事例を学ぶことを目指し
ます。

4回目回答
メタ認知的モニタリングとメタ認知的コントロールを意識して知識共創セッ
ションに取り組み、メタ認知的活動の経験を積むこと・新たなメタ認知的知
識を得ることを目指します。

講義や知識共創セッションを通じて、様々なバックグラウンドを持った方々
の「知識科学について」の考え方を知り、知識科学の理解を深める事を学
習目標としています。

2回目回答
さらに、Kolbの経験学習理論（学習サイクルの４つのステップ）を知識共創
セッションで実践しながら、メタ認知獲得のために試行錯誤すること。また
知識共創セッション内で受講生に対してメタ認知を意識した議論スキル獲
得への動機付けを提供することを目指します。

3回目回答
知識科学に関連した議題に対する様々な議論の事例を学ぶことを目指し
ます。

4回目回答
メタ認知的モニタリングとメタ認知的コントロールを意識して知識共創セッ
ションに取り組み、メタ認知的活動の経験を積むこと・新たなメタ認知的知
識を得ることを目指します。

【設問5】
　知識科学概論ⅠでのTA活動は，あなたの日々の研究にど
のような影響があると思いますか？当てはまるものを選択し
てください。
bを選択した方は，設問5.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない

【設問5.1】
設問5でbを選択した方は，その影響を具体的に記述してくだ
さい。

【設問6】
　知識科学概論IのTA活動の一つに，知識共創セッションの
報告書の作成があります。あなたが思う，報告書を作成する
ことの意義をお聞かせください。
bを選択した方は，設問6.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問6.1】
設問6でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してくだ
さい。

知識共創セッションの報告書を作成することの意義は、議論を振り返り反
省点や改善点を書きおこすことで、受講者同士が有意義な議論をするた
めにはどうしたらよいのかを考えるための材料になることだと考えます。

知識共創セッションの報告書を作成することの意義は、議論を振り返り反
省点や改善点を書きおこすことで、受講者同士が有意義な議論をするた
めにはどうしたらよいのかを考えるための材料になることだと考えます。

知識共創セッションの報告書を作成することの意義は、議論を振り返り反
省点や改善点を書きおこすことで、受講者同士が有意義な議論をするた
めにはどうしたらよいのかを考えるための材料になることだと考えます。

知識共創セッションの報告書を作成することの意義は、議論を振り返り反
省点や改善点を書きおこすことで、受講者同士が有意義な議論をするた
めにはどうしたらよいのかを考えるための材料になることだと考えます。

知識共創セッションの報告書を作成することの意義は、議論を振り返り反
省点や改善点を書きおこすことで、受講者同士が有意義な議論をするた
めにはどうしたらよいのかを考えるための材料になることだと考えます。

知識共創セッションの報告書を作成することの意義は、議論を振り返り反
省点や改善点を書きおこすことで、受講者同士が有意義な議論をするた
めにはどうしたらよいのかを考えるための材料になることだと考えます。

【設問7】
　知識科学概論IのTA活動の一つに，受講生の振り返りシー
トへのコメントがあります。あなたが思う，振り返りシートにコ
メントすることの意義をお聞かせください。
bを選択した方は，設問7.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問7.1】
設問7でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してくだ
さい。

振り返りシートにコメントすることの意義は、受講生の議論に対する考えや
感想に対してファシリテーターとしてコメントすることで、受講生が議論につ
いて客観的な意見を知ることが出来ることだと考えます。

振り返りシートにコメントすることの意義は、受講生の議論に対する考えや
感想に対してファシリテーターとしてコメントすることで、受講生が議論につ
いて客観的な意見を知ることが出来ることだと考えます。

2回目回答
メタ認知を意識した議論スキル獲得への動機付けを提供するため。

振り返りシートにコメントすることの意義は、受講生の議論に対する考えや
感想に対してファシリテーターとしてコメントすることで、受講生が議論につ
いて客観的な意見を知ることが出来ることだと考えます。

2回目回答
メタ認知を意識した議論スキル獲得への動機付けを提供するためだと考
えます。

３回目回答
コメントを書くことで、自身のメタ認知に対する意識を向上するためだと考
えます。

振り返りシートにコメントすることの意義は、受講生の議論に対する考えや
感想に対してファシリテーターとしてコメントすることで、受講生が議論につ
いて客観的な意見を知ることが出来ることだと考えます。

2回目回答
メタ認知を意識した議論スキル獲得への動機付けを提供するためだと考
えます。

３回目回答
コメントを書くことで、自身のメタ認知に対する意識を向上するためだと考
えます。

振り返りシートにコメントすることの意義は、受講生の議論に対する考えや
感想に対してファシリテーターとしてコメントすることで、受講生が議論につ
いて客観的な意見を知ることが出来ることだと考えます。

2回目回答
メタ認知を意識した議論スキル獲得への動機付けを提供するためだと考
えます。

３回目回答
コメントを書くことで、自身のメタ認知に対する意識を向上するためだと考
えます。

振り返りシートにコメントすることの意義は、受講生の議論に対する考えや
感想に対してファシリテーターとしてコメントすることで、受講生が議論につ
いて客観的な意見を知ることが出来ることだと考えます。

2回目回答
メタ認知を意識した議論スキル獲得への動機付けを提供するためだと考
えます。

３回目回答
コメントを書くことで、自身のメタ認知に対する意識を向上するためだと考
えます。

【設問8】
　設問4で記入したTA活動における学習目標を達成するうえ
で，不都合を感じることは何ですか？
当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問8.1に，その不都合を具体的にお聞
かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問8.1】
設問8でbを選択した方は，その不都合を具体的に記述してく
ださい。

４回目回答
能動的実験から具体的経験にいたる際、立てた理論や仮説の結果を人を
介したアウトプットからどのように正しく認識すれば良いのか？に関して疑
問を感じています。

４回目回答
能動的実験から具体的経験にいたる際、立てた理論や仮説の結果を人を
介したアウトプットからどのように正しく認識すれば良いのか？に関して疑
問を感じています。

４回目回答
能動的実験から具体的経験にいたる際、立てた理論や仮説の結果を人を
介したアウトプットからどのように正しく認識すれば良いのか？に関して疑
問を感じています。

【設問9】
　設問8以外に，今の悩みはありますか？当てはまるものを
選択してください。
bを選択した方は，設問9.1に，その悩みを具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問9.1】
設問9でbを選択した方は，その悩みを具体的に記述してくだ
さい。

2回目回答
学習理論の観点から、メタ認知獲得のためには一人でKolbの経験学習理
論にある学習サイクル（４つのステップ）のようなものを回していくことが成
長につながる効果的な学習なのか、あるいは経験者や集団（組織）でその
学習サイクルを一緒に回していくことのほうが効率的学習方法なのでしょう
か。知識科学研究科としては、メタ認知獲得に関してどのような学習方法
（一人で考える・他者と恊働）を推奨されているのかお聞きしたいです。

2回目回答
学習理論の観点から、メタ認知獲得のためには一人でKolbの経験学習理
論にある学習サイクル（４つのステップ）のようなものを回していくことが成
長につながる効果的な学習なのか、あるいは経験者や集団（組織）でその
学習サイクルを一緒に回していくことのほうが効率的学習方法なのでしょう
か。知識科学研究科としては、メタ認知獲得に関してどのような学習方法
（一人で考える・他者と恊働）を推奨されているのかお聞きしたいです。

2回目回答
学習理論の観点から、メタ認知獲得のためには一人でKolbの経験学習理
論にある学習サイクル（４つのステップ）のようなものを回していくことが成
長につながる効果的な学習なのか、あるいは経験者や集団（組織）でその
学習サイクルを一緒に回していくことのほうが効率的学習方法なのでしょう
か。知識科学研究科としては、メタ認知獲得に関してどのような学習方法
（一人で考える・他者と恊働）を推奨されているのかお聞きしたいです。

2回目回答
学習理論の観点から、メタ認知獲得のためには一人でKolbの経験学習理
論にある学習サイクル（４つのステップ）のようなものを回していくことが成
長につながる効果的な学習なのか、あるいは経験者や集団（組織）でその
学習サイクルを一緒に回していくことのほうが効率的学習方法なのでしょう
か。知識科学研究科としては、メタ認知獲得に関してどのような学習方法
（一人で考える・他者と恊働）を推奨されているのかお聞きしたいです。

2回目回答
学習理論の観点から、メタ認知獲得のためには一人でKolbの経験学習理
論にある学習サイクル（４つのステップ）のようなものを回していくことが成
長につながる効果的な学習なのか、あるいは経験者や集団（組織）でその
学習サイクルを一緒に回していくことのほうが効率的学習方法なのでしょう
か。知識科学研究科としては、メタ認知獲得に関してどのような学習方法
（一人で考える・他者と恊働）を推奨されているのかお聞きしたいです。

【設問10】
　知識科学概論ⅠのTA活動の一つである知識共創セッショ
ンをより良いものにするために，知識共創セッションをどのよ
うに改善することが必要だと思いますか？当てはまるものを
選択してください。
bを選択した方は，設問10.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない

【設問10.1】
設問10でbを選択した方は，その改善案を具体的に記述して
ください。

【設問11】
　TAミーティングは，何のために開催されると思いますか？
当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問１１.1に，その意義を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問11.1】
設問11でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してく
ださい。

講義期間中に開かれる３回のミーティングそれぞれについて以下にご回答
します。
コース前のミーティングでは、概論のTA・ファシリテーターとはなにか、どん
な役割なのかをTAが理解すること、
コース中のミーティングでは、前半のTAとしての活動について振り返り反
省点や改善点などを議論すること、
コース修了直後のミーティングでは、コースの中頃で表出した課題や新た
な問題点、あるいは良かった点などを総合的に振り返り次年度のために
話し合うことではないかと考えます。

講義期間中に開かれる３回のミーティングそれぞれについて以下にご回答
します。
コース前のミーティングでは、概論のTA・ファシリテーターとはなにか、どん
な役割なのかをTAが理解すること、
コース中のミーティングでは、前半のTAとしての活動について振り返り反
省点や改善点などを議論すること、
コース修了直後のミーティングでは、コースの中頃で表出した課題や新た
な問題点、あるいは良かった点などを総合的に振り返り次年度のために
話し合うことではないかと考えます。

2回目回答
特に、ファシリテーターと教員の方々との意識共有により知識科学概論シ
リーズを共創していくためだと考えます。

講義期間中に開かれる３回のミーティングそれぞれについて以下にご回答
します。
コース前のミーティングでは、概論のTA・ファシリテーターとはなにか、どん
な役割なのかをTAが理解すること、
コース中のミーティングでは、前半のTAとしての活動について振り返り反
省点や改善点などを議論すること、
コース修了直後のミーティングでは、コースの中頃で表出した課題や新た
な問題点、あるいは良かった点などを総合的に振り返り次年度のために
話し合うことではないかと考えます。

2回目回答
特に、ファシリテーターと教員の方々との意識共有により知識科学概論シ
リーズを共創していくためだと考えます。

講義期間中に開かれる３回のミーティングそれぞれについて以下にご回答
します。
コース前のミーティングでは、概論のTA・ファシリテーターとはなにか、どん
な役割なのかをTAが理解すること、
コース中のミーティングでは、前半のTAとしての活動について振り返り反
省点や改善点などを議論すること、
コース修了直後のミーティングでは、コースの中頃で表出した課題や新た
な問題点、あるいは良かった点などを総合的に振り返り次年度のために
話し合うことではないかと考えます。

2回目回答
特に、ファシリテーターと教員の方々との意識共有により知識科学概論シ
リーズを共創していくためだと考えます。

講義期間中に開かれる３回のミーティングそれぞれについて以下にご回答
します。
コース前のミーティングでは、概論のTA・ファシリテーターとはなにか、どん
な役割なのかをTAが理解すること、
コース中のミーティングでは、前半のTAとしての活動について振り返り反
省点や改善点などを議論すること、
コース修了直後のミーティングでは、コースの中頃で表出した課題や新た
な問題点、あるいは良かった点などを総合的に振り返り次年度のために
話し合うことではないかと考えます。

2回目回答
特に、ファシリテーターと教員の方々との意識共有により知識科学概論シ
リーズを共創していくためだと考えます。

講義期間中に開かれる３回のミーティングそれぞれについて以下にご回答
します。
コース前のミーティングでは、概論のTA・ファシリテーターとはなにか、どん
な役割なのかをTAが理解すること、
コース中のミーティングでは、前半のTAとしての活動について振り返り反
省点や改善点などを議論すること、
コース修了直後のミーティングでは、コースの中頃で表出した課題や新た
な問題点、あるいは良かった点などを総合的に振り返り次年度のために
話し合うことではないかと考えます。

2回目回答
特に、ファシリテーターと教員の方々との意識共有により知識科学概論シ
リーズを共創していくためだと考えます。

【設問12】（TAO事前なし・TAミーティング3後は一部変更）
　あなたにとって，このTAミーティングはこれからのTA活動
にとって有意義なものだったと思いますか？当てはまるもの
を選択し，設問12.1に，その理由を記述してください。
　
a 非常にそう思う
b そう思う
c どちらともいえない
d そう思わない
e まったくそう思わない

a. 非常にそう思う a. 非常にそう思う a. 非常にそう思う a. 非常にそう思う a. 非常にそう思う

【設問12.1】
設問12の理由を具体的に記述してください。

2回目提出
以下の３点からご回答します。
１：TAミーティング前の自身の学習シートに対する回答と、TAミーティング
中に先生方からお聞きしたTAの意義やKCSの報告書作成の意義などの
実際の答えとの差異に気づけたからです。
２：メタ認知について、理論的視点から考える機会を頂けたからです。
３：概論1のTAを既にされた方々から経験を共有して頂けたり、KCSの報告
書や振り返りシートのサンプルを頂けたので、概論1のTA活動の具体的な
イメージが出来たからです。

2回目提出
以下の３点からご回答します。
１：TAミーティング前の自身の学習シートに対する回答と、TAミーティング
中に先生方からお聞きしたTAの意義やKCSの報告書作成の意義などの
実際の答えとの差異に気づけたからです。
２：メタ認知について、理論的視点から考える機会を頂けたからです。
３：概論1のTAを既にされた方々から経験を共有して頂けたり、KCSの報告
書や振り返りシートのサンプルを頂けたので、概論1のTA活動の具体的な
イメージが出来たからです。

2回目提出
以下の３点からご回答します。
１：TAミーティング前の自身の学習シートに対する回答と、TAミーティング
中に先生方からお聞きしたTAの意義やKCSの報告書作成の意義などの
実際の答えとの差異に気づけたからです。
２：メタ認知について、理論的視点から考える機会を頂けたからです。
３：概論1のTAを既にされた方々から経験を共有して頂けたり、KCSの報告
書や振り返りシートのサンプルを頂けたので、概論1のTA活動の具体的な
イメージが出来たからです。

4回目提出
TAの方々の経験や先生方のご意見、池田先生のメタ認知に関する講義を
聞かせていただいたことで、TAとは?知識共創セッションとは?について再
考出来たからです。

2回目提出
以下の３点からご回答します。
１：TAミーティング前の自身の学習シートに対する回答と、TAミーティング
中に先生方からお聞きしたTAの意義やKCSの報告書作成の意義などの
実際の答えとの差異に気づけたからです。
２：メタ認知について、理論的視点から考える機会を頂けたからです。
３：概論1のTAを既にされた方々から経験を共有して頂けたり、KCSの報告
書や振り返りシートのサンプルを頂けたので、概論1のTA活動の具体的な
イメージが出来たからです。

4回目提出
TAの方々の経験や先生方のご意見、池田先生のメタ認知に関する講義を
聞かせていただいたことで、TAとは?知識共創セッションとは?について再
考出来たからです。

６回目回答
非常に有意義でした。なぜなら、TAミーティングⅢで概論ⅠTA活動の系統
的な環境デザインを教えて頂いたので、次回のTA活動では今回とはまた
違った考え方や課題が見えるようになると考えるからです。

【設問13】（TAミーティング１事前なし・TAミーティング1事後
から複数回）
　このTAミーティングをより良いものにするために，どのよう
な改善が必要だと思いますか？当てはまるものを選択してく
ださい。
bを選択した方は，設問13.1に，その改善案を具体的にお聞
かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問13.1】
設問13でbを選択した方は，その改善案を具体的に記述して
ください。

4回目回答
ミーティング中に概論1を題材に研究されている方々のご意見をいただけ
たら、研究の視点から共創セッションについて考える機会が得られるので
はないかと思っています。

4回目回答
ミーティング中に概論1を題材に研究されている方々のご意見をいただけ
たら、研究の視点から共創セッションについて考える機会が得られるので
はないかと思っています。

4回目回答
ミーティング中に概論1を題材に研究されている方々のご意見をいただけ
たら、研究の視点から共創セッションについて考える機会が得られるので
はないかと思っています。

【設問14】（TAミーティング2事前から複数回）
　全体でのディスカッション（ポストディスカッション「知，知
識，科学，知識科学」・ディスカッション「科学という知とは何
でないか？」）についての感想をお聞かせください。

一般的な意見とそれぞれの学問分野に基づいた意見が混同していると感
じました。特に「どのようにして検証もしくは正当化するか」のテーマでは、
定性的・定量的な検証とは具体的にどういうことか？が曖昧なまま議論が
進んでいたと思います。異なる分野の意見について考えるきっかけを得ら
れる面もあれば、議論にまとまりがなくなってしまうといった面が考えられ、
興味深い議論でした。

3回目回答
一般的な意見とそれぞれの学問分野に基づいた意見が混同していると感
じました。特に「どのようにして検証もしくは正当化するか」のテーマでは、
定性的・定量的な検証とは具体的にどういうことか？が曖昧なまま議論が
進んでいたと思います。異なる分野の意見について考えるきっかけを得ら
れる面もあれば、議論にまとまりがなくなってしまうといった面が考えられ、
興味深い議論でした。

3回目回答
一般的な意見とそれぞれの学問分野に基づいた意見が混同していると感
じました。特に「どのようにして検証もしくは正当化するか」のテーマでは、
定性的・定量的な検証とは具体的にどういうことか？が曖昧なまま議論が
進んでいたと思います。異なる分野の意見について考えるきっかけを得ら
れる面もあれば、議論にまとまりがなくなってしまうといった面が考えられ、
興味深い議論でした。

3回目回答
一般的な意見とそれぞれの学問分野に基づいた意見が混同していると感
じました。特に「どのようにして検証もしくは正当化するか」のテーマでは、
定性的・定量的な検証とは具体的にどういうことか？が曖昧なまま議論が
進んでいたと思います。異なる分野の意見について考えるきっかけを得ら
れる面もあれば、議論にまとまりがなくなってしまうといった面が考えられ、
興味深い議論でした。

【設問15】（TAミーティング3事後）
　TA活動を通した自身の変化・成長を具体的にお聞かせく
ださい。

６回目回答
私はTA活動を通じてメタ認知と経験学習を強く意識しながら実践出来たこ
とが自身の変化あるいは成長につながったと思っています。
例えば、前半の知識共創セッションでは振り返りシートにコメントする際、１
回目のTAミーティングで頂いた資料の中にあるメタ認知に関する学習目標
の項目を参照しながら記入していました。しかし後半はその項目を見ずに
コメント記入ができたため、メタ認知を意識した議論スキルについて自分な
りの理解が出来たと考えています。
また、私は知識共創セッションで異分野融合の促進のサポートをテーマと
して設定しました。直接的ではないやり方で経験学習理論の学習サイクル
を回すサポートをしたと考えています。最終的に知識共創セッションのある
メンバーに異分野融合の重要さを理解して頂けたと分かった時、経験学習
支援の実践において良い経験が得られたと実感しました。

【設問16】（TAミーティング3事後）
　あなたにとって，このTAミーティングはこれまでのTA活動と
どのような関連性があったと思いますか。

６回目回答
TAミーティングⅢは、これまでのTA活動の系統的な環境のデザインを明ら
かにして頂いたと思います。
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SSさん

設問 1回目（TAM1前） ２回目（TAM1後） ３回目（TAM2前） ４回目（TAM2後） ５回目（TAM3前） ６回目（TAM3後）

【設問１】
あなたのTA経験について以下の項目に当ては
まるものを選択してください。
a・bに該当する方は，設問1.1に，科目の名称と
業務内容を簡単に記述してください。

a 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目で
のTA経験の両方がある
b 知識科学概論IのTA経験はないが，それ以外
の科目でのTA経験がある
c 知識科学概論IのTA経験はあるが，それ以外
の科目のTA経験はない
d 知識科学概論IのTA経験も，それ以外の科目
のTA経験も両方ともない

d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験
も両方ともない

d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験
も両方ともない

d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験
も両方ともない

d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験
も両方ともない

d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験
も両方ともない

d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験
も両方ともない

【設問1.1】
設問1でa・bを選択した方は，知識科学概論I以
外の科目の名称と講義内容、その講義の実施
年度を記述してください。

【設問2】
　知識科学概論Ⅰを除く科目でのTA活動には，
あなたにとってどのような意義があると思います
か？当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問2.1に，あなたが思うTA
の意義を具体的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない

【設問2.1】
設問2でbを選択した方は，その意義を具体的に
記述してください。

【設問3】
　設問2で回答したTAの意義は，知識科学概論
ⅠのTA活動についても同じだと思いますか？当
てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問3.1に，その違いを具体
的にお聞かせください。

a 同じだと思う
b 違うと思う

a. 同じだと思う a. 同じだと思う a. 同じだと思う a. 同じだと思う

【設問3.1】
設問3でbを選択した方は，その違いを具体的に
記述してください。

【設問4】
　知識科学概論ⅠでのTA活動における，あなた
自身の学習目標を具体的にお聞かせください。

もう一回授業を受けて新しい視点を持って勉強する同時に
他の学生さんと一緒に成長したい。

もう一回授業を受けて新しい視点を持って勉強する同時に
他の学生さんと一緒に成長したい。

もう一回授業を受けて新しい視点を持って勉強する同時に
他の学生さんと一緒に成長したい。

もう一回授業を受けて新しい視点を持って勉強する同時に
他の学生さんと一緒に成長したい。

もう一回授業を受けて新しい視点を持って勉強する同時に
他の学生さんと一緒に成長したい。

もう一回授業を受けて新しい視点を持って勉強する同時に
他の学生さんと一緒に成長したい。

【設問5】
　知識科学概論ⅠでのTA活動は，あなたの
日々の研究にどのような影響があると思います
か？当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問5.1に，その影響を具体
的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問5.1】
設問5でbを選択した方は，その影響を具体的に
記述してください。

知識概論Ⅰは研究の出発点として知識研究科の各研究に
重大の影響を与える。私にはこの授業を通していろいろ勉
強になった。今回第二回授業を受けて新しい視点で勉強す
る。

知識概論Ⅰは研究の出発点として知識研究科の各研究に
重大の影響を与える。私にはこの授業を通していろいろ勉
強になった。今回第二回授業を受けて新しい視点で勉強す
る。

知識概論Ⅰは研究の出発点として知識研究科の各研究に
重大の影響を与える。私にはその授業を通していろいろ勉
強になった。今回は第二回授業を受けて新しい視点で勉強
することが期待する。

知識概論Ⅰは研究の出発点として知識研究科の各研究に
重大の影響を与える。私にはその授業を通していろいろ勉
強になった。今回は第二回授業を受けて新しい視点で勉強
することが期待する。

知識概論Ⅰは研究の出発点として知識研究科の各研究に
重大の影響を与える。私にはその授業を通していろいろ勉
強になった。今回は第二回授業を受けて新しい視点で勉強
することが期待する。

知識概論Ⅰは研究の出発点として知識研究科の各研究に
重大の影響を与える。私にはその授業を通していろいろ勉
強になった。今回は第二回授業を受けて新しい視点で勉強
することが期待する。

【設問6】
　知識科学概論IのTA活動の一つに，知識共創
セッションの報告書の作成があります。あなたが
思う，報告書を作成することの意義をお聞かせく
ださい。
bを選択した方は，設問6.1に，その影響を具体
的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問6.1】
設問6でbを選択した方は，その意義を具体的に
記述してください。

知識共創セッションの報告書の作成は新しい知識の成形に
はいい作用があると考えらテいる。

知識共創セッションの報告書の作成は新しい知識の成形に
はいい作用があると考えらテいる。

知識共創セッションの報告書の作成は新しい知識の成形に
はいい作用があると考えらている。

知識共創セッションの報告書の作成は新しい知識の成形に
はいい作用があると考えらている。

知識共創セッションの報告書の作成は新しい知識の成形
や方法の検討には良い作用があると考えらている。

知識共創セッションの報告書の作成は新しい知識の成形
や方法の検討には良い作用があると考えらている。

【設問7】
　知識科学概論IのTA活動の一つに，受講生の
振り返りシートへのコメントがあります。あなたが
思う，振り返りシートにコメントすることの意義を
お聞かせください。
bを選択した方は，設問7.1に，その影響を具体
的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問7.1】
設問7でbを選択した方は，その意義を具体的に
記述してください。

振り返りシートにコメントするには受講生との一種類の交流
と思う。お互いに知識共創造の方法などを反省する、さらに
言われると、それは、両方に成長できるという意義がある方
法である。

振り返りシートにコメントするには受講生との一種類の交流
と思う。お互いに知識共創造の方法などを反省する、さらに
言われると、それは、両方に成長できるという意義がある方
法である。

振り返りシートにコメントするには受講生との一種類の交流
と思う。お互いに知識共創造の方法などを反省する、さらに
言われると、それは、両方に成長できるという意義がある方
法である。

振り返りシートにコメントするには受講生との一種類の交流
と思う。お互いに知識共創造の方法などを反省する、さらに
言われると、それは、両方に成長できるという意義がある方
法である。

【設問8】
　設問4で記入したTA活動における学習目標を
達成するうえで，不都合を感じることは何です
か？
当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問8.1に，その不都合を具
体的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない

【設問8.1】
設問8でbを選択した方は，その不都合を具体的
に記述してください。

【設問9】
　設問8以外に，今の悩みはありますか？当て
はまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問9.1に，その悩みを具体
的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問9.1】
設問9でbを選択した方は，その悩みを具体的に
記述してください。

議論する時TAとして介入するタイミングややり方には経験
がない。

議論する時TAとして介入するタイミングややり方には経験
がない。

【設問10】
　知識科学概論ⅠのTA活動の一つである知識
共創セッションをより良いものにするために，知
識共創セッションをどのように改善することが必
要だと思いますか？当てはまるものを選択して
ください。
bを選択した方は，設問10.1に，その影響を具体
的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない

【設問10.1】
設問10でbを選択した方は，その改善案を具体
的に記述してください。

【設問11】
　TAミーティングは，何のために開催されると思
いますか？当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問１１.1に，その意義を具
体的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問11.1】
設問11でbを選択した方は，その意義を具体的
に記述してください。

事前いろいろな準備とTAの役割の明確などについてミー
ティングをすると考えらている。

事前いろいろな準備とTAの役割の明確などについてミー
ティングをすると考えらている。

事前いろいろな準備とTAの役割の明確などについてミー
ティングをすると考えらている。

事前いろいろな準備とTAの役割の明確などについてミー
ティングをすると考えらている。

事前いろいろな準備のやり方とTAの役割を明確できるなど
の作用があると思う。

事前いろいろな準備のやり方とTAの役割を明確できるなど
の作用があると思う。

【設問12】（TAO事前なし・TAミーティング3後は
一部変更）
　あなたにとって，このTAミーティングはこれか
らのTA活動にとって有意義なものだったと思い
ますか？当てはまるものを選択し，設問12.1に，
その理由を記述してください。
　
a 非常にそう思う
b そう思う
c どちらともいえない
d そう思わない
e まったくそう思わない

a. 非常にそう思う a. 非常にそう思う a. 非常にそう思う a. 非常にそう思う a. 非常にそう思う

【設問12.1】
設問12の理由を具体的に記述してください。

TAとして違う視点を持って、授業をもう一回受けると新しい
知識を成形できると思う。

TAとして違う視点を持って、授業をもう一回受けると新しい
知識を成形できると思う。このTAミーテイングはこれからの
TA活動にとっていろな指導や経験交流のミーテイングと考
えられている。

TAとして違う視点を持って、授業をもう一回受けると新しい
知識を成形できると思う。このTAミーテイングはこれからの
TA活動にとっていろな指導や経験交流のミーテイングと考
えられている。

このTAミーテイングはこれからのTA活動にとっていろな指
導や経験交流のミーテイングだと考えられている。更に、
TAの間お互いに勉強できる一種類のサービスの場だと思
う。

このTAミーテイングはこれからのTA活動にとっていろな指
導や経験交流のミーテイングだと考えられている。更に、
TAの間お互いに勉強できる一種類のサービスの場だと思
う。

【設問13】（TAミーティング１事前なし・TAミーティ
ング1事後から複数回）
　このTAミーティングをより良いものにするため
に，どのような改善が必要だと思いますか？当
てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問13.1に，その改善案を具
体的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない

【設問13.1】
設問13でbを選択した方は，その改善案を具体的に記述し
てください。

【設問14】（TAミーティング2事前から複数回）
　全体でのディスカッション（ポストディスカッション「知，知
識，科学，知識科学」・ディスカッション「科学という知とは何
でないか？」）についての感想をお聞かせください。

全体でのデイスカッションは各分野の研究を具体的な紹介という形を進
めている。それは、受講生にとって全体的な概念を与えるという役割りが
あると考えられている。

全体でのデイスカッションは各分野の研究を具体的な紹介という形を進
めている。それは、受講生にとって全体的な概念を与えるという役割りが
あると考えられている。

全体でのデイスカッションは各分野の研究を具体的な紹介という形を進
めている。それは、受講生にとって全体的な概念を与えるという役割りが
あると考えられている。

全体でのデイスカッションは各分野の研究を具体的な紹介という形を進
めている。それは、受講生にとって知識科学研究科に対する全体的な概
念を与えるという役割りがある授業だと考えられている。各研究に関する
知識の礎石のような存在である。

【設問15】（TAミーティング3事後）
　TA活動を通した自身の変化・成長を具体的にお聞かせく
ださい。

１.研究の内容と方法を検討した上に、改善案を考えできた。
２.研究の視野が広くなった。
３.メータ認知に対する理解、認識と運用。
４.知識科学の概念を振り返しこの前より深く理解できた。
５.TAとして介入する方法や経験を貰った。

【設問16】（TAミーティング3事後）
　あなたにとって，このTAミーティングはこれまでのTA活動
とどのような関連性があったと思いますか。

このミーティングを通じて、
1.TAの役割りを明確するように理解した。
2.自分の反省と指導を受けた。
3.ほかのTAとの経験交流や勉強することができた。

Wei Chen
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TKさん

設問 1回目（TAM1前） ２回目（TAM1後） ３回目（TAM2前） ４回目（TAM2後） ５回目（TAM3前） ６回目（TAM3後）

【設問１】
あなたのTA経験について以下の項目に当てはまるものを
選択してください。
a・bに該当する方は，設問1.1に，科目の名称と業務内容を
簡単に記述してください。

a 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験
の両方がある
b 知識科学概論IのTA経験はないが，それ以外の科目で
のTA経験がある
c 知識科学概論IのTA経験はあるが，それ以外の科目の
TA経験はない
d 知識科学概論IのTA経験も，それ以外の科目のTA経験
も両方ともない

b. 知識科学概論IのTA経験はないが、それ以外の科目でのTA経験があ
る

b. 知識科学概論IのTA経験はないが、それ以外の科目でのTA経験があ
る

b. 知識科学概論IのTA経験はないが、それ以外の科目でのTA経験があ
る

b. 知識科学概論IのTA経験はないが、それ以外の科目でのTA経験があ
る

b. 知識科学概論IのTA経験はないが、それ以外の科目でのTA経験があ
る

b. 知識科学概論IのTA経験はないが、それ以外の科目でのTA経験があ
る

【設問1.1】
設問1でa・bを選択した方は，知識科学概論I以外の科目の
名称と講義内容、その講義の実施年度を記述してくださ
い。

平成２５年度：数理アプローチ入門
講義内容：
　データ分析や統計分析を数学的視点で捉え，各分析法の数学的意味
を考える．

平成２５年度：知識創発論
講義内容：
　データマイニング・機械学習の基本を学ぶ．各講義では具体的に様々
な分析手法を学び，演習を行う．

平成２５年度：数理アプローチ入門
講義内容：
　データ分析や統計分析を数学的視点で捉え，各分析法の数学的意味
を考える．

平成２５年度：知識創発論
講義内容：
　データマイニング・機械学習の基本を学ぶ．各講義では具体的に様々
な分析手法を学び，演習を行う．

平成２５年度：数理アプローチ入門
講義内容：
　データ分析や統計分析を数学的視点で捉え，各分析法の数学的意味
を考える．

平成２５年度：知識創発論
講義内容：
　データマイニング・機械学習の基本を学ぶ．各講義では具体的に様々
な分析手法を学び，演習を行う．

平成２５年度：数理アプローチ入門
講義内容：
　データ分析や統計分析を数学的視点で捉え，各分析法の数学的意味
を考える．

平成２５年度：知識創発論
講義内容：
　データマイニング・機械学習の基本を学ぶ．各講義では具体的に様々
な分析手法を学び，演習を行う．

平成２５年度：数理アプローチ入門
講義内容：
　データ分析や統計分析を数学的視点で捉え，各分析法の数学的意味
を考える．

平成２５年度：知識創発論
講義内容：
　データマイニング・機械学習の基本を学ぶ．各講義では具体的に様々
な分析手法を学び，演習を行う．

平成２５年度：数理アプローチ入門
講義内容：
　データ分析や統計分析を数学的視点で捉え，各分析法の数学的意味
を考える．

平成２５年度：知識創発論
講義内容：
　データマイニング・機械学習の基本を学ぶ．各講義では具体的に様々
な分析手法を学び，演習を行う．

【設問2】
　知識科学概論Ⅰを除く科目でのTA活動には，あなたに
とってどのような意義があると思いますか？当てはまるも
のを選択してください。
bを選択した方は，設問2.1に，あなたが思うTAの意義を具
体的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問2.1】
設問2でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してく
ださい。

　TAという教える立場の側から講義内容を捉えることで，学ぶ立場の時
の経験と合わせて，より内容への理解が深まった．また，同じ講義をもう
一度聞く事で，自身が一年間の間に身に付けた見識の再評価を行う事
ができ，自身がどの程度その分野について理解できているのかを確認
することができた．

　TAという教える立場の側から講義内容を捉えることで，学ぶ立場の時
の経験と合わせて，より内容への理解が深まった．また，同じ講義をもう
一度聞く事で，自身が一年間の間に身に付けた見識の再評価を行う事
ができ，自身がどの程度その分野について理解できているのかを確認
することができた．

　TAという教える立場の側から講義内容を捉えることで，学ぶ立場の時
の経験と合わせて，より内容への理解が深まった．また，同じ講義をもう
一度聞く事で，自身が一年間の間に身に付けた見識の再評価を行う事
ができ，自身がどの程度その分野について理解できているのかを確認
することができた．

　TAという教える立場の側から講義内容を捉えることで，学ぶ立場の時
の経験と合わせて，より内容への理解が深まった．また，同じ講義をもう
一度聞く事で，自身が一年間の間に身に付けた見識の再評価を行う事
ができ，自身がどの程度その分野について理解できているのかを確認
することができた．

　TAという教える立場の側から講義内容を捉えることで，学ぶ立場の時
の経験と合わせて，より内容への理解が深まった．また，同じ講義をもう
一度聞く事で，自身が一年間の間に身に付けた見識の再評価を行う事
ができ，自身がどの程度その分野について理解できているのかを確認
することができた．

　TAという教える立場の側から講義内容を捉えることで，学ぶ立場の時
の経験と合わせて，より内容への理解が深まった．また，同じ講義をもう
一度聞く事で，自身が一年間の間に身に付けた見識の再評価を行う事
ができ，自身がどの程度その分野について理解できているのかを確認
することができた．

【設問3】
　設問2で回答したTAの意義は，知識科学概論ⅠのTA活
動についても同じだと思いますか？当てはまるものを選択
してください。
bを選択した方は，設問3.1に，その違いを具体的にお聞か
せください。

a 同じだと思う
b 違うと思う

a. 同じだと思う b. 違うと思う b. 違うと思う b. 違うと思う b. 違うと思う b. 違うと思う

【設問3.1】
設問3でbを選択した方は，その違いを具体的に記述してく
ださい。

概論では知識共創セッションがあり，この点がこれまで行ってきた講義と
は異なる．概論TAでは設問2で回答した意義に加えて，議論をファシリ
テートするという経験から得られるものがあると思う．

概論では知識共創セッションがあり，この点がこれまで行ってきた講義と
は異なる．概論TAでは設問2で回答した意義に加えて，議論をファシリ
テートするという経験から得られるものがあると思う．

概論では知識共創セッションがあり，この点がこれまで行ってきた講義と
は異なる．概論TAでは設問2で回答した意義に加えて，議論をファシリ
テートするという経験から得られるものがあると思う．

概論では知識共創セッションがあり，この点がこれまで行ってきた講義と
は異なる．概論TAでは設問2で回答した意義に加えて，議論をファシリ
テートするという経験から得られるものがあると思う．

概論では知識共創セッションがあり，この点がこれまで行ってきた講義と
は異なる．概論TAでは設問2で回答した意義に加えて，議論をファシリ
テートするという経験から得られるものがあると思う．
　他の講義は義務教育等と同様の「教える」形式の講義であると思う．そ
う考えると，「教えない」形式を取り入れる概論でのTAで得られる経験は
特殊と思われる．

【設問4】
　知識科学概論ⅠでのTA活動における，あなた自身の学
習目標を具体的にお聞かせください。

未だ知識科学というものに対して確固たる意見を持てないでいるので，
TAという立場から講義を見直すことで，知識科学というものに対する独
自の考えを持つことを目標としたい．

未だ知識科学というものに対して確固たる意見を持てないでいるので，
TAという立場から講義を見直すことで，知識科学というものに対する独
自の考えを持てるようになりたい．また，セッション等を通して自身の思
考力を磨いていきたい．

未だ知識科学というものに対して確固たる意見を持てないでいるので，
TAという立場から講義を見直すことで，知識科学というものに対する独
自の考えを持てるようになりたい．また，セッション等を通して自身の思
考力を磨いていきたい．

未だ知識科学というものに対して確固たる意見を持てないでいるので，
TAという立場から講義を見直すことで，知識科学というものに対する独
自の考えを持てるようになりたい．また，セッション等を通して自身の思
考力を磨いていきたい．
　TAという立場からKCS及びKCSの参加者を俯瞰することで，メタ認知に
関して自分自身にも至らない点が多いことがわかった．TA活動を通じて
自らの議論・発言に関するメタ認知能力を磨きたい．

未だ知識科学というものに対して確固たる意見を持てないでいるので，
TAという立場から講義を見直すことで，知識科学というものに対する独
自の考えを持てるようになりたい．また，セッション等を通して自身の思
考力を磨いていきたい．
　TAという立場からKCS及びKCSの参加者を俯瞰することで，メタ認知に
関して自分自身にも至らない点が多いことがわかった．TA活動を通じて
自らの議論・発言に関するメタ認知能力を磨きたい．

未だ知識科学というものに対して確固たる意見を持てないでいるので，
TAという立場から講義を見直すことで，知識科学というものに対する独
自の考えを持てるようになりたい．また，セッション等を通して自身の思
考力を磨いていきたい．
　TAという立場からKCS及びKCSの参加者を俯瞰することで，メタ認知に
関して自分自身にも至らない点が多いことがわかった．TA活動を通じて
自らの議論・発言に関するメタ認知能力を磨きたい．

【設問5】
　知識科学概論ⅠでのTA活動は，あなたの日々の研究に
どのような影響があると思いますか？当てはまるものを選
択してください。
bを選択した方は，設問5.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問5.1】
設問5でbを選択した方は，その影響を具体的に記述してく
ださい。

概論TAにより思考力が磨かれれば，自身の研究に関する議論，あるい
は学会発表などでその力が生かされるのではないかと思う．

概論TAにより思考力が磨かれれば，自身の研究に関する議論，あるい
は学会発表などでその力が生かされるのではないかと思う．

概論TAにより思考力が磨かれれば，自身の研究に関する議論，あるい
は学会発表などでその力が生かされるのではないかと思う．
　TA活動を通じてメタ認知能力が高まることで，研究活動・議論等にお
いて，これまでよりも高度な貢献が出来るようになると考えられる．

概論TAにより思考力が磨かれれば，自身の研究に関する議論，あるい
は学会発表などでその力が生かされるのではないかと思う．
　TA活動を通じてメタ認知能力が高まることで，研究活動・議論等にお
いて，これまでよりも高度な貢献が出来るようになると考えられる．

概論TAにより思考力が磨かれれば，自身の研究に関する議論，あるい
は学会発表などでその力が生かされるのではないかと思う．
　TA活動を通じてメタ認知能力が高まることで，研究活動・議論等にお
いて，これまでよりも高度な貢献が出来るようになると考えられる．
　経験学習の理論を学び，良い部分を取り入れることで研究活動のルー
ティンに変化が起こりそうではある．

【設問6】
　知識科学概論IのTA活動の一つに，知識共創セッション
の報告書の作成があります。あなたが思う，報告書を作成
することの意義をお聞かせください。
bを選択した方は，設問6.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問6.1】
設問6でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してく
ださい。

セッションには，良いセッションだった時とそうで無かった時があると考え
らる．報告書の作成は，両者の特徴を捉え，良いセッションを行うのに必
要なことを探るのに有効と考えられる．

セッションには，良いセッションだった時とそうで無かった時があると考え
らる．報告書の作成は，両者の特徴を捉え，良いセッションを行うのに必
要なことを探るのに有効と考えられる．

セッションには，良いセッションだった時とそうで無かった時があると考え
らる．報告書の作成は，両者の特徴を捉え，良いセッションを行うのに必
要なことを探るのに有効と考えられる．

セッションには，良いセッションだった時とそうで無かった時があると考え
らる．また，様々な実験的活動が行われる事もある．それらの結果を報
告書として残す事で，良いセッションを行うのに必要なことを探る際に有
効と考えられる．

セッションには，良いセッションだった時とそうで無かった時があると考え
らる．また，様々な実験的活動が行われる事もある．それらの結果を報
告書として残す事で，良いセッションを行うのに必要なことを探る際に有
効と考えられる．

セッションには，良いセッションだった時とそうで無かった時があると考え
らる．また，様々な実験的活動が行われる事もある．それらの結果を報
告書として残す事で，良いセッションを行うのに必要なことを探る際に有
効と考えられる．

【設問7】
　知識科学概論IのTA活動の一つに，受講生の振り返り
シートへのコメントがあります。あなたが思う，振り返りシー
トにコメントすることの意義をお聞かせください。
bを選択した方は，設問7.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問7.1】
設問7でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してく
ださい。

セッションにおいて自身がどの程度貢献できたのかは，自分自身では評
価が難しい．そこをTAが第三者として評価することで，評価の良し悪し
に関わらず，自身のセッションにおける振る舞いを再考するきっかけに
はなると考えられる．

セッションにおいて自身がどの程度貢献できたのかは，自分自身では評
価が難しい．そこをTAが第三者として評価することで，評価の良し悪し
に関わらず，自身のセッションにおける振る舞いを再考するきっかけに
はなると考えられる．

セッションにおいて自身がどの程度貢献できたのかは，自分自身では評
価が難しい．そこをTAが第三者として評価することで，評価の良し悪し
に関わらず，自身のセッションにおける振る舞いを再考するきっかけに
はなると考えられる．

セッションにおいて自身がどの程度貢献できたのかは，自分自身では評
価が難しい．そこをTAが第三者として評価することで，評価の良し悪し
に関わらず，自身のセッションにおける振る舞いを再考するきっかけに
はなると考えられる．
　参加者の感想に対して「メタ認知」を意識させるコメントすることで，むし
ろTA側の議論や共創に対するメタ認知能力が高まるのではないかと
思った．

セッションにおいて自身がどの程度貢献できたのかは，自分自身では評
価が難しい．そこをTAが第三者として評価することで，評価の良し悪し
に関わらず，自身のセッションにおける振る舞いを再考するきっかけに
はなると考えられる．
　参加者の感想に対して「メタ認知」を意識させるコメントすることで，むし
ろTA側の議論や共創に対するメタ認知能力が高まるのではないかと
思った．

セッションにおいて自身がどの程度貢献できたのかは，自分自身では評
価が難しい．そこをTAが第三者として評価することで，評価の良し悪し
に関わらず，自身のセッションにおける振る舞いを再考するきっかけに
はなると考えられる．
　参加者の感想に対して「メタ認知」を意識させるコメントすることで，むし
ろTA側の議論や共創に対するメタ認知能力が高まるのではないかと
思った．

【設問8】
　設問4で記入したTA活動における学習目標を達成するう
えで，不都合を感じることは何ですか？
当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問8.1に，その不都合を具体的にお聞
かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない

【設問8.1】
設問8でbを選択した方は，その不都合を具体的に記述し
てください。

【設問9】
　設問8以外に，今の悩みはありますか？当てはまるもの
を選択してください。
bを選択した方は，設問9.1に，その悩みを具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない

【設問9.1】
設問9でbを選択した方は，その悩みを具体的に記述してく
ださい。

【設問10】
　知識科学概論ⅠのTA活動の一つである知識共創セッ
ションをより良いものにするために，知識共創セッションを
どのように改善することが必要だと思いますか？当てはま
るものを選択してください。
bを選択した方は，設問10.1に，その影響を具体的にお聞
かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問10.1】
設問10でbを選択した方は，その改善案を具体的に記述し
てください。

　６回KCSのTAを担当した経験から，KCSの最後に５分〜１０分程度，
KCSの反省を行わせると良いと思う．
　しかし，反省という行為はあまりに普通すぎる改善案なので，過去にも
提案されたが，あえて取り入れられていないような気もする．

　６回KCSのTAを担当した経験から，KCSの最後に５分〜１０分程度，
KCSの反省を行わせると良いと思う．
　しかし，反省という行為はあまりに普通すぎる改善案なので，過去にも
提案されたが，あえて取り入れられていないような気もする．

【設問11】
　TAミーティングは，何のために開催されると思います
か？当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問１１.1に，その意義を具体的にお聞
かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問11.1】
設問11でbを選択した方は，その意義を具体的に記述して
ください。

セッションにおいて各々が経験したこと，悩んだこと，発見したことを共有
し，また議論する場として必要であると思う．

セッションにおいて各々が経験したこと，悩んだこと，発見したことを共有
し，また議論する場として必要であると思う．

セッションにおいて各々が経験したこと，悩んだこと，発見したことを共有
し，また議論する場として必要であると思う．

セッションにおいて各々が経験したこと，悩んだこと，発見したことを共有
し，また議論する場として必要であると思う．

セッションにおいて各々が経験したこと，悩んだこと，発見したことを共有
し，また議論する場として必要であると思う．

【設問12】（TAO事前なし・TAミーティング3後は一部変更）
　あなたにとって，このTAミーティングはこれからのTA活動
にとって有意義なものだったと思いますか？当てはまるも
のを選択し，設問12.1に，その理由を記述してください。
　
a 非常にそう思う
b そう思う
c どちらともいえない
d そう思わない
e まったくそう思わない

b. そう思う b. そう思う b. そう思う b. そう思う b. そう思う

【設問12.1】
設問12の理由を具体的に記述してください。

各々のTAが考える理想のセッション像を知ることで，より良いセッション
を実現するために必要な視野が広がると思う．

各々のTAが考える理想のセッション像を知ることで，より良いセッション
を実現するために必要な視野が広がると思う．

各々のTAが考える理想のセッション像を知ることで，より良いセッション
を実現するために必要な視野が広がると思う．

各々のTAが考える理想のセッション像を知ることで，より良いセッション
を実現するために必要な視野が広がると思う．

各々のTAが考える理想のセッション像を知ることで，より良いセッション
を実現するために必要な視野が広がると思う．

【設問13】（TAミーティング１事前なし・TAミーティング1事後
から複数回）
　このTAミーティングをより良いものにするために，どのよ
うな改善が必要だと思いますか？当てはまるものを選択し
てください。
bを選択した方は，設問13.1に，その改善案を具体的にお
聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない

【設問13.1】
設問13でbを選択した方は，その改善案を具体的に記述し
てください。

第２回のTAミーティングは，各TAが経験談及び感想を話すだけで，特に
議論が行われなかった．TAミーティングでもKCSのような議論を行った
方が，良いKCSを行うための深い知見が得られるのではないかと思う．

第２回のTAミーティングは，各TAが経験談及び感想を話すだけで，特に
議論が行われなかった．TAミーティングでもKCSのような議論を行った
方が，良いKCSを行うための深い知見が得られるのではないかと思う．

【設問14】（TAミーティング2事前から複数回）
　全体でのディスカッション（ポストディスカッション「知，知
識，科学，知識科学」・ディスカッション「科学という知とは
何でないか？」）についての感想をお聞かせください。

参加者全員が積極的に発言する姿勢が見え，橋本先生のサポートも
あって議論の基本環境は整っていたように思えた．しかし，あのディス
カッションで何が得られたのかは，私には良くわからない．

参加者全員が積極的に発言する姿勢が見え，橋本先生のサポートも
あって議論の基本環境は整っていたように思えた．しかし，あのディス
カッションで何が得られたのかは，私には良くわからない．

参加者全員が積極的に発言する姿勢が見え，橋本先生のサポートも
あって議論の基本環境は整っていたように思えた．しかし，あのディス
カッションで何が得られたのかは，私には良くわからない．

参加者全員が積極的に発言する姿勢が見え，橋本先生のサポートも
あって議論の基本環境は整っていたように思えた．しかし，あのディス
カッションで何が得られたのかは，私には良くわからない．

【設問15】（TAミーティング3事後）
　TA活動を通した自身の変化・成長を具体的にお聞かせく
ださい。

　TA活動全体で，常に「メタ」や「認知」というワードを念頭に考えること
で，他人の認知行動を意識的に分析する姿勢がついた．また，他人だけ
でなく，他人と自分の認知を比較することで，自分自身の認知傾向（バイ
アス）が漠然とではあるが分かってきた気がする．

【設問16】（TAミーティング3事後）
　あなたにとって，このTAミーティングはこれまでのTA活動
とどのような関連性があったと思いますか。

　KCSにおいて我々がTAであるように，TAミーティングでは先生方がTA
的立場で我々を観察していたように思えた．報告書や学習シートと合わ
せて，TA達が活動を通して変化する様を観察する一つの場であるように
感じた．
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WMさん

設問 1回目（TAM1前） ２回目（TAM1後） ３回目（TAM2前） ４回目（TAM2後） ５回目（TAM3前） ６回目（TAM3後）

【設問１】
あなたのTA経験について以下の項目に当てはまるものを
選択してください。
a・bに該当する方は，設問1.1に，科目の名称と業務内容を
簡単に記述してください。

a 知識科学概論IのTA経験とそれ以外の科目でのTA経験
の両方がある
b 知識科学概論IのTA経験はないが，それ以外の科目での
TA経験がある
c 知識科学概論IのTA経験はあるが，それ以外の科目の
TA経験はない
d 知識科学概論IのTA経験も，それ以外の科目のTA経験も
両方ともない

d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない d. 知識科学概論IのTA経験も、それ以外の科目のTA経験も両方ともない

【設問1.1】
設問1でa・bを選択した方は，知識科学概論I以外の科目の
名称と講義内容、その講義の実施年度を記述してください。

【設問2】
　知識科学概論Ⅰを除く科目でのTA活動には，あなたに
とってどのような意義があると思いますか？当てはまるもの
を選択してください。
bを選択した方は，設問2.1に，あなたが思うTAの意義を具
体的にお聞かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない

【設問2.1】
設問2でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してく
ださい。

【設問3】
　設問2で回答したTAの意義は，知識科学概論ⅠのTA活
動についても同じだと思いますか？当てはまるものを選択
してください。
bを選択した方は，設問3.1に，その違いを具体的にお聞か
せください。

a 同じだと思う
b 違うと思う

a. 同じだと思う a. 同じだと思う a. 同じだと思う a. 同じだと思う a. 同じだと思う

【設問3.1】
設問3でbを選択した方は，その違いを具体的に記述してく
ださい。

【設問4】
　知識科学概論ⅠでのTA活動における，あなた自身の学
習目標を具体的にお聞かせください。

TA活動を通じて、もう一度知識概論Ⅰの内容を勉強して、知識というもの
への理解を深くする同時に、グルップディスカッションで人を指導する能力
を鍛えることです。

TA活動を通じて、もう一度知識概論Ⅰの内容を勉強して、知識というもの
への理解を深くする同時に、グルップディスカッションで人を指導する能力
を鍛えることです。

TA活動を通じて、もう一度知識概論Ⅰの内容を勉強して、知識というもの
への理解を深くする同時に、グルップディスカッションで人を指導する能力
（どのようにして適切な介入をして議論の方向をコントロールするか？誰も
沈黙すると、どのようにして参加者を誘導して発言させるか？など）を鍛え
ることです。

TA活動を通じて、もう一度知識概論Ⅰの内容を勉強して、知識というもの
への理解を深くする同時に、グルップディスカッションで人を指導する能力
（どのようにして適切な介入をして議論の方向をコントロールするか？誰も
沈黙すると、どのようにして参加者を誘導して発言させるか？など）を鍛え
ることです。また、ファシリテーションにおけるメタ認知活動を経験すること
です。

TA活動を通じて、もう一度知識概論Ⅰの内容を勉強して、知識というもの
への理解を深くする同時に、グルップディスカッションで人を指導する能力
（どのようにして適切な介入をして議論の方向をコントロールするか？誰も
沈黙すると、どのようにして参加者を誘導して発言させるか？など）を鍛え
ることです。また、ファシリテーションにおけるメタ認知活動を経験すること
です。

TA活動を通じて、もう一度知識概論Ⅰの内容を勉強して、知識というもの
への理解を深くする同時に、グルップディスカッションで人を指導する能力
（どのようにして適切な介入をして議論の方向をコントロールするか？誰も
沈黙すると、どのようにして参加者を誘導して発言させるか？など）を鍛え
ることです。また、ファシリテーションにおけるメタ認知活動を経験すること
です。

【設問5】
　知識科学概論ⅠでのTA活動は，あなたの日々の研究に
どのような影響があると思いますか？当てはまるものを選
択してください。
bを選択した方は，設問5.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問5.1】
設問5でbを選択した方は，その影響を具体的に記述してく
ださい。

考え方を豊かにすることと、自信を高めることだと思います。 考え方を豊かにすることと、自信を高めることだと思います。 参加者の振り返りシートをコメントすることによって、自分の考え方を変え
るきっかけを見つけることです。

参加者の振り返りシートをコメントすることによって、自分の考え方を変え
るきっかけを見つけることです。

知識科学に対する理解が深くなって、自分の研究を知識科学の視点から
見るに役立つと思います。

知識科学に対する理解が深くなって、自分の研究を知識科学の視点から
見るに役立つと思います。

【設問6】
　知識科学概論IのTA活動の一つに，知識共創セッションの
報告書の作成があります。あなたが思う，報告書を作成す
ることの意義をお聞かせください。
bを選択した方は，設問6.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問6.1】
設問6でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してく
ださい。

報告書を作ることによって、したことを振り返って、不足なところを認識し、
新しいideaを思い出す可能性があると思います。

報告書を作ることによって、したことを振り返って、不足なところを認識し、
新しいideaを思い出す可能性があると思います。

報告書を作ることによって、したことを振り返って、不足なところを認識し、
新しいideaを思い出す可能性があると思います。

議論の概要だけでなく、参加者の特性、振舞いを振り返って、ディスカッ
ションの現状を把握します。そして、現状に基づいてディスカッションの
ルールを設定し、そのルールの効果はどうなのかについて考察します。
次には、不足なところを改善するために何をするべきかについても考察し
ます。

報告書により、参加者の特性、振舞いを振り返るだけでなく、自分の介入
も振り返ることができます。そして、ディスカッションの現状についての考
察によって、介入が適切できるかどうかを検討して、また、不足なところを
どのように改善するかを工夫することができます。

報告書により、参加者の特性、振舞いを振り返るだけでなく、自分の介入
も振り返ることができます。そして、ディスカッションの現状についての考
察によって、介入が適切できるかどうかを検討して、また、不足なところを
どのように改善するかを工夫することができます。

【設問7】
　知識科学概論IのTA活動の一つに，受講生の振り返り
シートへのコメントがあります。あなたが思う，振り返りシート
にコメントすることの意義をお聞かせください。
bを選択した方は，設問7.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問7.1】
設問7でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してく
ださい。

ほかの人を考えを理解して、自分の考えと比較して、そして互いに交流で
きると思います。

ほかの人を考えを理解して、自分の考えと比較して、そして互いに交流で
きると思います。

参加者の考えを理解し質問を出すことにより、参加者にも自分にも、議論
の内容への理解を深くする同時に、何か新しいものに気付くことができる
と思います。

参加者の考えを理解し質問を出すことにより、参加者にも自分にも、議論
の内容への理解を深くする同時に、何か新しいものに気付くことができる
と思います。

参加者の考えを理解し質問を出すことにより、参加者にも自分にも、議論
の内容への理解を深くする同時に、何か新しいものに気付くことができる
と思います。

参加者の考えを理解し質問を出すことにより、参加者にも自分にも、議論
の内容への理解を深くする同時に、何か新しいものに気付くことができる
と思います。

【設問8】
　設問4で記入したTA活動における学習目標を達成するう
えで，不都合を感じることは何ですか？
当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問8.1に，その不都合を具体的にお聞
かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問8.1】
設問8でbを選択した方は，その不都合を具体的に記述して
ください。

議論するその場の現状（何を議論しているか？どこまで議論を進めるべき
か？など）を把握することが難しいです。

議論するその場の現状（何を議論しているか？どこまで議論を進めるべき
か？など）を把握することが難しいです。

議論するその場の現状（何を議論しているか？どこまで議論を進めるべき
か？など）を把握することが難しいです。そして、どのようにして本質を
取って適切な問題を出して、深く考えさせることも難しいです。また、介入
のタイミングが一つの問題です。

議論するその場の現状（何を議論しているか？どこまで議論を進めるべき
か？など）を把握することが難しいです。そして、どのようにして本質を
取って適切な問題を出して、深く考えさせることも難しいです。また、介入
のタイミングが一つの問題です。

【設問9】
　設問8以外に，今の悩みはありますか？当てはまるものを
選択してください。
bを選択した方は，設問9.1に，その悩みを具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問9.1】
設問9でbを選択した方は，その悩みを具体的に記述してく
ださい。

自分の日本語能力を心配しています。 自分の日本語能力を心配しています。 自分の日本語能力を心配しています。 自分の日本語能力を心配しています。
また、メタ認知をよく意識することができるかどうかを心配しています。

自分の日本語能力を心配しています。
また、メタ認知をよく意識することができません。

自分の日本語能力を心配しています。
また、メタ認知をよく意識することができません。

【設問10】
　知識科学概論ⅠのTA活動の一つである知識共創セッショ
ンをより良いものにするために，知識共創セッションをどの
ように改善することが必要だと思いますか？当てはまるも
のを選択してください。
bを選択した方は，設問10.1に，その影響を具体的にお聞か
せください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない

【設問10.1】
設問10でbを選択した方は，その改善案を具体的に記述し
てください。

【設問11】
　TAミーティングは，何のために開催されると思いますか？
当てはまるものを選択してください。
bを選択した方は，設問１１.1に，その意義を具体的にお聞
かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問11.1】
設問11でbを選択した方は，その意義を具体的に記述してく
ださい。

TA活動をスムーズにすることと、講義に関してよい意見を出すことのため
だと思います。

TA活動をスムーズにすることと、講義に関してよい意見を出すことのため
だと思います。

TA活動をスムーズにすること、自分の現状を把握すること、ＫＣＳを改善
するための意見を出すことのためだと思います。

TAたちの間で経験を共有して、自分に会った問題の解決方法を見つける
きっかけを提供します。

TAたちの間で経験を共有して、自分に会った問題の解決方法を見つける
きっかけを提供します。

TAたちの間で経験を共有して、自分に会った問題の解決方法を見つける
きっかけを提供します。

【設問12】（TAO事前なし・TAミーティング3後は一部変更）
　あなたにとって，このTAミーティングはこれからのTA活動
にとって有意義なものだったと思いますか？当てはまるもの
を選択し，設問12.1に，その理由を記述してください。
　
a 非常にそう思う
b そう思う
c どちらともいえない
d そう思わない
e まったくそう思わない

a. 非常にそう思う a. 非常にそう思う a. 非常にそう思う a. 非常にそう思う a. 非常にそう思う

【設問12.1】
設問12の理由を具体的に記述してください。

先生やほかのTAたちから経験したこと、感想や考えを聴いて、一応どの
ようにしてTAするかがわかるようになりました。

先生やほかのTAたちから経験したこと、感想や考えを聴いて、一応どの
ようにしてTAするかがわかるようになりました。

先生やほかのTAたちから経験したこと、感想や考えを聴いて、一応どの
ようにしてTAするかがわかるようになりました。

先生やほかのTAたちから経験したこと、感想や考えを聴いて、一応どの
ようにしてTAするかがわかるようになりました。

他のTAたちの経験、特に知識共創セッションに対する改善策を聞いて、
新しい問題点に気づきました。もし、次回のTA活動に参加するなら、共創
セッションをうまくできるための参考になると思います。また、先生たちの
話を聴いて、共創セッションの目的と意義に対する理解が深くなりました。

【設問13】（TAミーティング１事前なし・TAミーティング1事後
から複数回）
　このTAミーティングをより良いものにするために，どのよう
な改善が必要だと思いますか？当てはまるものを選択して
ください。
bを選択した方は，設問13.1に，その改善案を具体的にお聞
かせください。

a 現時点では思いあたらない
b 思い当たるものがある

a. 現時点では思いあたらない a. 現時点では思いあたらない b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある b. 思い当たるものがある

【設問13.1】
設問13でbを選択した方は，その改善案を具体的に記述し
てください。

一緒にTAを担当している同士の間の経験を共有するだけでなく、以前に
TAをした先輩と一緒に検討し、彼らの報告書をも共有することができれ
ば、経験や視野がもっと広がることができるかもしりません。

一緒にTAを担当している同士の間の経験を共有するだけでなく、以前に
TAをした先輩と一緒に検討し、彼らの報告書をも共有することができれ
ば、経験や視野がもっと広がることができるかもしりません。

一緒にTAを担当している同士の間の経験を共有するだけでなく、以前に
TAをした先輩と一緒に検討し、彼らの報告書をも共有することができれ
ば、経験や視野がもっと広がることができるかもしりません。

【設問14】（TAミーティング2事前から複数回）
　全体でのディスカッション（ポストディスカッション「知，知
識，科学，知識科学」・ディスカッション「科学という知とは何
でないか？」）についての感想をお聞かせください。

適切なテーマを決めて、ずっと議論の方向をコントロールしながら議論を
進めることが難しいと思います。

適切なテーマを決めて、ずっと議論の方向をコントロールしながら議論を
進めることが難しいと思います。

ディスカッションの中で、各講義で得た知識を関連性を意識して、対立の
意見を活用することが難しいと思います。

ディスカッションの中で、各講義で得た知識を関連性を意識して、対立の
意見を活用することが難しいと思います。

【設問15】（TAミーティング3事後）
　TA活動を通した自身の変化・成長を具体的にお聞かせく
ださい。

TA活動を通じて、知識科学に対する理解が深くなって、自分の研究をど
のようにして知識科学研究にするかについて、考えさせました。また、初
めて「メタ認知」という言葉がわかるようになりました。TA活動の中で、うま
くできなかったですが、どこからするべきか、どこが難しいか、などがわか
りました。

【設問16】（TAミーティング3事後）
　あなたにとって，このTAミーティングはこれまでのTA活動
とどのような関連性があったと思いますか。

このTAミーティングはこれまでのTA活動に対する反省だけでなく、これか
らのTA活動に対する検討でもあると思います。

Wei Chen
付録F　TA学習シートの結果(WM)
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SG S2G S3G S4G S5G ＜3＞報告書、TA学習シートと<2>成長報告の関連性
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経験学習サ
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ネスを高め

る

S5G-002
経験学習
サイクル
を実践し
ようとする
動機づけ
を得る

※個々のメタ認知と議論スキルの向上ばかりを意識していたことが観察されたことか
ら、経験学習サイクルを実践しようとする動機づけを得た状態であると推測することが
できたTAM1開始前のTA学習シートにおいて「知識共創セッションのファシリテーター
は、講義の中身についてのサポートだけでなく、知識共創という活動に上達することを
サポートする必要がある。そのため、受講生をよく観察し、相手が気づいていない点
に気づくよう働きかけることになる。これは相手の知識（暗黙知）獲得力を育むという
ことかもしれない。こうしたトレーニングは、今後自分が人とコラボレーションしていくた
めの良い経験になると思う。」という記述が見られる。この記述は上記の推測を支持
するものといえる
※受講生がイメージしやすいように言葉だけでなく自身が手本となるように積極的に
言葉による介入を試みていことが観察されたことから、経験学習サイクルを実践しよう
とする動機づけを得た状態であると推測することができた。1回目KCS終了後の報告
書においても意味の分かりにくい抽象的な表現について全員がきちんと理解するた
めに、具体例を出して考えようとしたこと。具体的には「領域の整合化」の意味を確認
するため、領域の具体例を出してみた。→それにより、その表現を出した本人がうまく
説明できなかったことも、他の人の協力により理解が進んだ。」という記述が見られ
る。この記述は上記の推測を支持するものといえる

S5G-003
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する
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抽象的概念化
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葉を認識する

S5G-005
メタ認知
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※　受講生の振り返りシートから受講生の状態を議論・知識共創に対する責任感の
欠如と概念化し、後半はチームとしての目標・振り返りを採用し、その結果、チーム
ワークの重要性を認識したことが観察されたことから、メタ認知の観点から経験学習
サイクルを実践しようとする動機づけを得た状態であると推測することができた。
KCS2回目終了後の報告書においても「議長以外のメンバーは、その都度の質問に対
して答える、意見を言うだけで、それまで及びその後の文脈を意識した発言・振る舞
いが見られない。議長だけでなく、参加メンバー全員がその場の知識共創の成否に
責任があるということを自覚しなければならない。」という記述が見られ、またTAM2を
行う前にのTA学習シートにおいて「振り返りシートによって各個人の振り返りはできる
が、ひとつのチームとしての振り返りは行なっていない。知識共創はチーム（集団）と
してなされるものであり、チームとしての反省やコミットメントを意識的に取り入れて、
チーム意識・メンバーシップ・オーナーシップを育むような仕掛けができると良いかもし
れない。」という記述が見られる。これらの記述は上記の推測を支持するものといえる
※　受講生に議論の流れを意識することを理解してもらうためには、議論の流れを言
葉にできる必要があると感じていたことが観察されたことから、メタ認知の観点から経
験学習サイクルを実践しようとする動機づけを得た状態であると推測することができ
た。
※　議論の流れを意識してもらうために、ファシリテートせずにタイミングだけを知らせ
るシグナルを鳴らす介入を試みていたことが観察されたことから、メタ認知の観点から
経験学習サイクルを実践しようとする動機づけを得た状態であると推測することがで
きた。KCS4回目終了後の報告書においても「議論に介入したくなるタイミングで言葉
ではなくシグナルを発する」という記述が見られる。この記述は上記の推測を支持す
るものといえる
※　振り返りシートへのコメントでは、問いかける形で指摘し、受講生に受講生に深く
考えさせることで、議論の流れや知識共創の促進を意識させようとしていたことが観
察されたことから、メタ認知の観点から経験学習サイクルを実践しようとする動機づけ
を得た状態であると推測することができた。
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※　当初は感覚的で暗黙的なプロセスであった議論の流れを読むことが、TA活動を
通して言葉で表現できるようになったと認識していたことが観察されたことから、経験
学習をマクロな視点で捉えられることを認識した状態であると推測することができた。
TAM3を行う前のTA学習シートにおいて「メタ認知を意識した議論スキルという普段は
暗黙的に使っている知識を言葉で表現して説明する必要があったので、自身のめた
認知にとって非常にいいトレーニングになっている。」という記述が見られる。これらの
記述は上記の推測を支持するものといえる
※　受講生の振り返りシートから受講生の状態を議論・知識共創に対する責任感の
欠如と概念化し、後半はチームとしての目標・振り返りを採用し、その結果、チーム
ワークの重要性を認識したことが観察されたことから、メタ認知の観点から経験学習
サイクルを実践しようとする動機づけを得た状態であると推測することができた。
KCS2回目終了後の報告書においても「議長以外のメンバーは、その都度の質問に対
して答える、意見を言うだけで、それまで及びその後の文脈を意識した発言・振る舞
いが見られない。議長だけでなく、参加メンバー全員がその場の知識共創の成否に
責任があるということを自覚しなければならない。」という記述が見られ、またTAM2を
行う前にのTA学習シートにおいて「振り返りシートによって各個人の振り返りはできる
が、ひとつのチームとしての振り返りは行なっていない。知識共創はチーム（集団）と
してなされるものであり、チームとしての反省やコミットメントを意識的に取り入れて、
チーム意識・メンバーシップ・オーナーシップを育むような仕掛けができると良いかもし
れない。」という記述が見られる。これらの記述は上記の推測を支持するものといえる
※　成長報告を知識共創の場として捉え、意義を感じていたことが観察されたことか
ら、経験学習をマクロな視点で捉えられることを認識した状態であると推測することが
できた。
※　取り上げた内容は印象に残っていたことで、報告書を参照する必要はなかったこ
とが観察されたことから、経験学習をマクロな視点で捉えられることを認識した状態で
あると推測することができた。
※　最後のTAMは概論終了直後に行われるので、準備の時間がなく整理しきれない
ため、少し時間をおいてからこのような場があると良いと思っていたことが観察された
ことから、経験学習をマクロな視点で捉えられることを認識した状態であると推測する
ことができた。
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<1>成長報告の結果（発表スライドのテキスト） <2>発表中の発言、質疑応答を考慮した<1>のまとめ
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S4G-001
議論の
ファシリ
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ンにおけ
る経験学
習を認識
するレ

ディネス
を高める

4. 個々のメタ認知と議論スキルの向上ばかりを意
識していた。

＜TA活動前半において＞
◆個々のメタ認知と議論スキルの向上ばかりを
意識していた．[4]
◆　受講生がイメージしやすいように言葉だけで
なく自身が手本となるように積極的に言葉によ
る介入を試みている．［質疑応答］

S4G-002
議論の
ファシリ
テーショ
ンにおけ
る経験学
習をミク
ロな視点
で認識す

る

1.　議論中に「いまなぜ、何の話をしているか」によ
り明確になり、そのことを言葉で表現できるように
なった。
1.1 シグナルの導入:ファシリテートせずに、そのタ
イミングのみ示唆
1.2 議論直後にシグナルを鳴らした意味*を論理
的・具体的に説明、*議論の流れの変化・脱線
1.3　振り返りシートへのコメント
2. 知識共創に対する理解の深化：「スキル」の前
に、「チームワーク/メンバーシップ」の形成の重要
性を知った。
2.1　毎回の各自の振り返りを見ていると、「自分の
出来ていない点」ばかり。 →自分の言動・態度が
他の人および議論に与えている影響に無関心
2.2  議論・知識共創に対する責任感の欠如を感じ
た
2.3 「知識共創はチームワークである」という信念
を持ち、毎回議論の前後にチームとしての目標・
振り返りを取り入れた

＜TA活動後半において＞
◆受講生の振り返りシートから受講生の状態を
議論・知識共創に対する責任感の欠如と概念化
し、後半はチームとしての目標・振り返りを採用
し、その結果、チームワークの重要性を認識し
た．[2, 2.1, 2.2, 2.3]
◆受講生に議論の流れを意識することを理解し
てもらうためには、議論の流れを言葉にできる
必要があると感じている．[1]
◆議論の流れを意識してもらうために、ファシリ
テートせずにタイミングだけを知らせるシグナル
を鳴らす介入を試みている．[1.1, 1.2]
◆振り返りシートへのコメントでは、問いかける
形で指摘し、受講生に受講生に深く考えさせる
ことで、議論の流れや知識共創の促進を意識さ
せようとしている．［1.3］

S4G-003
議論の
ファシリ
テーショ
ンにおけ
る経験学
習をマク
ロな視点
で捉える
動機づけ
を得る

1.　議論中に「いまなぜ、何の話をしているか」によ
り明確になり、そのことを言葉で表現できるように
なった。
2. 知識共創に対する理解の深化：「スキル」の前
に、「チームワーク/メンバーシップ」の形成の重要
性を知った。

＜TA活動を振り返って＞
◆当初は感覚的で暗黙的なプロセスであった議
論の流れを読むことが、TA活動を通して言葉で
表現できるようになったと認識している．[1]
◆受講生の振り返りシートから受講生の状態を
議論・知識共創に対する責任感の欠如と概念化
し、後半はチームとしての目標・振り返りを採用
し、その結果、チームワークの重要性を認識し
た．［2］
◇ 成長報告を知識共創の場として捉え、意義を
感じている．［質疑応答のみ］
◇取り上げた内容は印象に残っていたことで、
報告書を参照する必要はなかった．［質疑応答
のみ］
◇最後のTAMは概論終了直後に行われるの
で、準備の時間がなく整理しきれないため、少し
時間をおいてからこのような場があると良いと
思っている．［質疑応答のみ］

mandywu
付録G　成長報告会の結果（HKさん）
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SG S2G S3G S4G S5G ＜3＞報告書、TA学習シートと<2>成長報告の関連性

S5G-009
メタ認知につ
いて考える動
機づけを得る

S5G-010
メタ認知的活
動を実践しよ
うとする動機
づけを得る

S5G-011
受講生時の
経験とTA時
の経験の違

いを認識する

※議論の流れを意識しながら、議論に参加してきたが、感覚的で暗黙的なプロセスで
あったため、議論の流れを他者に説明することはなかったことが観察されたことから、
受講生時の経験とTA時の経験の違いを認識した状態であると推測することができた。

※その場の議論がうまくいくようにするのではなく、受講生のメタ認知を意識した議論ス
キル向上を意識することで、議論の流れを言葉にする必要性を認識したことが観察さ
れたことから、受講生時の経験とTA時の経験の違いを認識した状態であると推測する
ことができた。KCS4回目後の報告書においても「何のためにその話をしているかを意
識すれば、何を話せば良いか、他のメンバーに何を分かってもらえれば良いかが見え
てくる（少なくともヒントになる）。」という記述が見られる。この記述は上記の推測を支持
するものといえる
※受講生のときは、自分の理解など自身の成長だけを考えれば良かったが、TAは受
講生の成長を促す目的があるため、注意を払う対象が変わると認識していたことが観
察されたことから、受講生時の経験とTA時の経験の違いを認識した状態であると推測
することができた。

S5G-003
メタ認知的活動
を抽象的概念
化した言葉で

表現できないこ
とを認識する

S5G-012
メタ認知につ
いての知識を

認識する

S4G-
006

メタ認
知の観
点から
受講生
時の経
験とTA
時の経
験の違
いを認
識する

※受講生の理解、成長の促進を意識して関わることで、世の中の様々な場面で知識共
創の場を作る力が鍛えられると認識していたことが観察されたことから、メタ認知の観
点から受講生時の経験とTA時の経験の違いを認識した状態であると推測することが
できた。

つづく つづく

2

＜TA活動後半において＞
◇受講生の理解、成長の促進を意識して関
わることで、世の中の様々な場面で知識共創
の場を作る力が鍛えられると認識している．
［質疑応答のみ］

S4G-
005
議論
の
ファ
シリ
テー
ション
をメタ
認知
の観
点で
考え
る動
機づ
けを
得る

3. 意識的に議論の流れを読みながら参加して
いたが、感覚的で暗黙的なプロセスであった。そ
のため、議論の流れを他の人に説明することは
なかった。

＜TA活動前＞
◆　議論の流れを意識しながら、議論に参加
してきたが、感覚的で暗黙的なプロセスで
あったため、議論の流れを他者に説明するこ
とはなかった．［3］

＜TA活動前半において＞
◇その場の議論がうまくいくようにするのでは
なく、受講生のメタ認知を意識した議論スキ
ル向上を意識することで、議論の流れを言葉
にする必要性を認識した．［質疑応答のみ］
◇受講生のときは、自分の理解など自身の
成長だけを考えれば良かったが、TAは受講
生の成長を促す目的があるため、注意を払う
対象が変わると認識している．［質疑応答の
み］

SG
-A
知
識
共
創
ス
キ
ル
の
学
習
を
続
け
る
動
機
づ
け
を
得
る

S2
G-
A1
メ
タ
思
考
ス
キ
ル
の
学
び
方
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
る

S3G
-
A12
議
論
の
ファ
シリ
テ
ー
ショ
ンに
お

ける
メタ
認
知
的
活
動
を
認
識

する

S4G-
004

議論の
ファシリ

テー
ションを
メタ認
知の観
点で考
えるレ
ディネ
スを高
める

<1>成長報告の結果（発表スライドのテキスト） <2>発表中の発言、質疑応答を考慮した<1>のまとめ
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SG S2G S3G S4G S5G ＜3＞報告書、TA学習シートと<2>成長報告の関連性

S5G-001
経験学習サイ
クルを実践す
るレディネス

を高める

S5G-010
メタ認知的活
動を実践しよ
うとする動機
づけを得る

S5G-002
経験学習サイ
クルを実践し
ようとする動
機づけを得る

※個々のメタ認知と議論スキルの向上ばかりを意識していたことが観
察されたことから、経験学習サイクルを実践しようとする動機づけを得
た状態であると推測することができたTAM1開始前のTA学習シートにお
いて「知識共創セッションのファシリテーターは、講義の中身についての
サポートだけでなく、知識共創という活動に上達することをサポートする
必要がある。そのため、受講生をよく観察し、相手が気づいていない点
に気づくよう働きかけることになる。これは相手の知識（暗黙知）獲得力
を育むということかもしれない。こうしたトレーニングは、今後自分が人と
コラボレーションしていくための良い経験になると思う。」という記述が見
られる。この記述は上記の推測を支持するものといえる
※受講生がイメージしやすいように言葉だけでなく自身が手本となるよ
うに積極的に言葉による介入を試みていことが観察されたことから、経
験学習サイクルを実践しようとする動機づけを得た状態であると推測す
ることができた。1回目KCS終了後の報告書においても意味の分かりに
くい抽象的な表現について全員がきちんと理解するために、具体例を
出して考えようとしたこと。具体的には「領域の整合化」の意味を確認す
るため、領域の具体例を出してみた。→それにより、その表現を出した
本人がうまく説明できなかったことも、他の人の協力により理解が進ん
だ。」という記述が見られる。この記述は上記の推測を支持するものと
いえる

S5G-003
メタ認知的活
動を抽象的概
念化した言葉
で表現できな
いことを認識

する

S5G-012
メタ認知につ
いての知識を

認識する

S5G-013
メタ認知と経

験学習の結び
付きを認識す

る

S5G-005
メタ認知の観
点から経験学
習サイクルを
実践しようと

する動機づけ
を得る

※　受講生の振り返りシートから受講生の状態を議論・知識共創に対
する責任感の欠如と概念化し、後半はチームとしての目標・振り返りを
採用し、その結果、チームワークの重要性を認識したことが観察された
ことから、メタ認知の観点から経験学習サイクルを実践しようとする動
機づけを得た状態であると推測することができた。KCS2回目終了後の
報告書においても「議長以外のメンバーは、その都度の質問に対して
答える、意見を言うだけで、それまで及びその後の文脈を意識した発
言・振る舞いが見られない。議長だけでなく、参加メンバー全員がその
場の知識共創の成否に責任があるということを自覚しなければならな
い。」という記述が見られ、またTAM2を行う前にのTA学習シートにおい
て「振り返りシートによって各個人の振り返りはできるが、ひとつのチー
ムとしての振り返りは行なっていない。知識共創はチーム（集団）として
なされるものであり、チームとしての反省やコミットメントを意識的に取り
入れて、チーム意識・メンバーシップ・オーナーシップを育むような仕掛
けができると良いかもしれない。」という記述が見られる。これらの記述
は上記の推測を支持するものといえる
※　受講生に議論の流れを意識することを理解してもらうためには、議
論の流れを言葉にできる必要があると感じていたことが観察されたこと
から、メタ認知の観点から経験学習サイクルを実践しようとする動機づ
けを得た状態であると推測することができた。
※　議論の流れを意識してもらうために、ファシリテートせずにタイミン
グだけを知らせるシグナルを鳴らす介入を試みていたことが観察された
ことから、メタ認知の観点から経験学習サイクルを実践しようとする動
機づけを得た状態であると推測することができた。KCS4回目終了後の
報告書においても「議論に介入したくなるタイミングで言葉ではなくシグ
ナルを発する」という記述が見られる。この記述は上記の推測を支持す
るものといえる
※　振り返りシートへのコメントでは、問いかける形で指摘し、受講生に
受講生に深く考えさせることで、議論の流れや知識共創の促進を意識
させようとしていたことが観察されたことから、メタ認知の観点から経験
学習サイクルを実践しようとする動機づけを得た状態であると推測する
ことができた。

つづく つづく
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<1>成長報告の結果（発表スライドのテキスト） <2>発表中の発言、質疑応答を考慮した<1>のまとめ

SG-
A
知
識
共

創ス
キル
の
学

習を
続け
る動
機づ
けを
得る

S2G
-A1
メタ
思考
スキ
ルの
学び
方を
認識
でき
るよ
うに
なる

S3
G-
A13
経
験
学
習
サ

イク
ル
とメ
タ
認
知
的
活
動
の
結
び
付

きを
認
識
す
る

S4G-
007

経験学
習サイク
ルとメタ
認知的
活動の
結び付

きを考え
るレディ
ネスを高

める

＜TA活動後半において＞
◆受講生の振り返りシートから受講生の状態を議
論・知識共創に対する責任感の欠如と概念化し、
後半はチームとしての目標・振り返りを採用し、そ
の結果、チームワークの重要性を認識した．[2,
2.1, 2.2, 2.3]
◆受講生に議論の流れを意識することを理解して
もらうためには、議論の流れを言葉にできる必要
があると感じている．[1]
◆議論の流れを意識してもらうために、ファシリ
テートせずにタイミングだけを知らせるシグナルを
鳴らす介入を試みている．[1.1, 1.2]
◆振り返りシートへのコメントでは、問いかける形
で指摘し、受講生に受講生に深く考えさせること
で、議論の流れや知識共創の促進を意識させよう
としている．［1.3］

S4G-
008

経験学
習サイク
ルとメタ
認知的
活動の
結び付

きを考え
る動機
づけを
得る

4. 個々のメタ認知と議論スキルの向上ばかりを意
識していた。

＜TA活動前半において＞
◆個々のメタ認知と議論スキルの向上ばかりを意
識していた．[4]
◇　受講生がイメージしやすいように言葉だけでな
く自身が手本となるように積極的に言葉による介
入を試みている．［質疑応答］

1.　議論中に「いまなぜ、何の話をしているか」によ
り明確になり、そのことを言葉で表現できるように
なった。
1.1 シグナルの導入:ファシリテートせずに、そのタ
イミングのみ示唆
1.2 議論直後にシグナルを鳴らした意味*を論理
的・具体的に説明、*議論の流れの変化・脱線
1.3　振り返りシートへのコメント
2. 知識共創に対する理解の深化：「スキル」の前
に、「チームワーク/メンバーシップ」の形成の重要
性を知った。
2.1　毎回の各自の振り返りを見ていると、「自分の
出来ていない点」ばかり。 →自分の言動・態度が
他の人および議論に与えている影響に無関心
2.2  議論・知識共創に対する責任感の欠如を感じ
た
2.3 「知識共創はチームワークである」という信念
を持ち、毎回議論の前後にチームとしての目標・
振り返りを取り入れた
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付録
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SG S2G S3G S4G S5G ＜3＞報告書、TA学習シートと<2>成長報告の関連性

S5G-014
熟達者のファシリ
テーションをメタ思
考の観点で考え
るレディネスを高

める

S5G-012
メタ認知について
の知識を認識す

る

つづく
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<2>発表中の発言、質疑応答を考慮した<1>のまとめ

SG-A
知識共
創スキ
ルの学
習を続
ける動
機づけ
を得る

<1>成長報告の結果（発表スライドのテキスト）

S2G-
A1
メタ思
考ス
キル
の学
び方
を認
識で
きるよ
うにな
る

S3G-
A14
熟達
者から
集団
思考
のメタ
思考
スキ
ルを
学ぶ
動機
づけを
得る

S4G-009
熟達者
のファシ
リテー
ションを
メタ思考
の観点で
考える動
機づけを
得る

S4G-010
熟達者
の集団
思考のコ
ントロー
ルを認識
する
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SG S2G S3G S4G S5G ＜3＞報告書、TA学習シートと<2>成長報告の関連性

S5G-000
TAが介入
について
試行錯誤
しているの
を認識す

る

S5G-015
受講生の
学習目標
を認識す

る

S5G-016
ＴＡの立場
から介入
について
考える動
機づけを

得る

※受講生がイメージしやすいように言葉だけでなく自身が手本となるように積
極的に言葉による介入を試みていたことが観察されたことから、ＴＡの立場か
ら介入について考える動機づけを得た状態であると推測することができた。1
回目KCS終了後の報告書においても意味の分かりにくい抽象的な表現につい
て全員がきちんと理解するために、具体例を出して考えようとしたこと。具体的
には「領域の整合化」の意味を確認するため、領域の具体例を出してみた。→
それにより、その表現を出した本人がうまく説明できなかったことも、他の人の
協力により理解が進んだ。」という記述が見られる。この記述は上記の推測を
支持するものといえる

S5G-017
受講生の
メタ認知ス
キルの状
態を認識

する

※受講生が自身の言動・態度が議論に与える影響を認識できていないため、
認識させる手段として、チームワークを意識させることが必要だと認識してい
たことが観察されたことから、受講生のメタ認知スキルの状態を認識した状態
であると推測することができた。KCS2回目終了後の報告書においても「議長
以外のメンバーは、その都度の質問に対して答える、意見を言うだけで、それ
まで及びその後の文脈を意識した発言・振る舞いが見られない。議長だけで
なく、参加メンバー全員がその場の知識共創の成否に責任があるということを
自覚しなければならない。」という記述が見られ、またTAM2を行う前にのTA学
習シートにおいて「振り返りシートによって各個人の振り返りはできるが、ひと
つのチームとしての振り返りは行なっていない。知識共創はチーム（集団）とし
てなされるものであり、チームとしての反省やコミットメントを意識的に取り入れ
て、チーム意識・メンバーシップ・オーナーシップを育むような仕掛けができると
良いかもしれない。」という記述が見られる。これらの記述は上記の推測を支
持するものといえる

S5G-018
介入によ
る受講生
への影響
を認識す

る

※手本となるべく積極的に介入を試みた結果、議論はうまく回ったが、受講生
がTAばかりを見るようになってしまったため、議論の流れを意識してもらうた
めに、後半の活動では、ファシリテートせずにタイミングだけを知らせるシグナ
ルを鳴らす介入を試みていたことが観察されたことから、介入による受講生へ
の影響を認識した状態であると推測することができた。KCS4回目終了後の報
告書においても「議論に介入したくなるタイミングで言葉ではなくシグナルを発
する」という記述が見られる。この記述は上記の推測を支持するものといえる

S5G-012
メタ認知に
ついての
知識を認
識する

S4G-013
すべての
介入が阻
害要因と

なるわけで
はないこと
を認識す

る

※議論開始前にチームとしての目標を、議論終了後にチームとしての振り返
りを行ったことで、チームで知識共創する意識が生まれたと認識していたこと
が観察されたことから、すべての介入が阻害要因となるわけではないことを認
識した状態であると推測することができた。KCS5回目終了後の報告書におい
ても「メタ認知を活かして議論の流れを意識するために、自分が前回の議論に
ついて振り返ったこととそれに対するTA のコメントを振り返った。加えて、他の
メンバーの振り返りとTA のコメントも参照することで、メタ認知を活かした議論
スキルというものに対する理解を深めることを意図している」という記述が見ら
れる。これの記述は上記の推測を支持するものといえる

つづく つづく
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＜TA活動後半において＞
◆議論開始前にチームとしての目標を、議
論終了後にチームとしての振り返りを行っ
たことで、チームで知識共創する意識が生
まれたと認識している．［2.3］

＜TA活動前半において＞
◇　受講生がイメージしやすいように言葉だ
けでなく自身が手本となるように積極的に
言葉による介入を試みている．［質疑応答］

2.1　毎回の各自の振り返りを見ていると、
「自分の出来ていない点」ばかり。 →自分
の言動・態度が他の人および議論に与えて
いる影響に無関心
2.2  議論・知識共創に対する責任感の欠如
を感じた

＜TA活動前半において＞
◆受講生が自身の言動・態度が議論に与
える影響を認識できていないため、認識さ
せる手段として、チームワークを意識させる
ことが必要だと認識している．［2.1, 2.2]

<1>成長報告の結果（発表スライドのテキスト） <2>発表中の発言、質疑応答を考慮した<1>のまとめ

SG-
A

知識
共創
スキ
ルの
学習
を続
ける
動機
づけ
を得
る

S2G-
A2

実社
会の
議論
にお
ける
他者
の価
値観
を理
解し

あうこ
との
必要
性を
認識
する

S3G
-A22
議論
に介
入し
過ぎ
ない
こと
の受
講生
に

とっ
ての
意義
を認
識す
る

S4G-011
受講生の
メタ認知ス
キルの育
成につい

て考えるレ
ディネスを

高める

S4G-012
議論に介

入し過ぎな
い動機づ
けを得る

1.1 シグナルの導入:ファシリテートせずに、
そのタイミングのみ示唆
1.2 議論直後にシグナルを鳴らした意味*を
論理的・具体的に説明、*議論の流れの変
化・脱線

＜TA活動前半において＞
◆　手本となるべく積極的に介入を試みた
結果、議論はうまく回ったが、受講生がTA
ばかりを見るようになってしまったため、議
論の流れを意識してもらうために、後半の
活動では、ファシリテートせずにタイミングだ
けを知らせるシグナルを鳴らす介入を試み
ている．[1.1, 1.2]

2.3 「知識共創はチームワークである」とい
う信念を持ち、毎回議論の前後にチームと
しての目標・振り返りを取り入れた

mandywu
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SG S2G S3G S4G S5G

S5G-000
議題を決める
ことの難しさを
認識する

S5G-015
受講生の学習
目標を認識す

る

S5G-019
ＴＡの立場から
議題を与えな
いことについて
考える動機づ
けを得る

S5G-020
議題決めにお
ける受講生の
混乱を認識す

る

S5G-021
議題設定によ
る受講生への
影響を認識す

る

S5G-012
メタ認知につ
いての知識を
認識する

S5G-022
メタ認知と議題
設定について
の知識を認識

する

S4G-015
価値ある
議題を探
すことの
難しさを
認識する

つづく
6

<2>発表中の発言、質疑応答を考慮した<1>のまとめ<1>成長報告の結果（発表スライドのテキスト）

SG-A
知識共
創スキ
ルの学
習を続
ける動
機づけ
を得る

S2G-A2
実社会
の議論
におけ
る他者
の価値
観を理
解しあう
ことの必
要性を
認識す
る

S3G-
A21
議題を
与えな
いこと
の重要
性を認
識する

S4G-011
受講生の
メタ認知
スキルの
育成につ
いて考え
るレディ
ネスを高
める

S4G-014
議題を与
えないこ
との重要
性を考え
る動機づ
けを得る

＜3＞報告書、TA学習シートと<2>成長報告の関連性

mandywu
タイプライターテキスト
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SG S2G S3G S4G S5G ＜3＞報告書、TA学習シートと<2>成長報告の関連性

S5G-001
経験学習サイク
ルを実践するレ

ディネスを高める

※　メタ認知を意識した議論スキルについて、TA活動を通
じて実践できるかどうか不安であったことが観察されたこと
から、経験学習サイクルを実践するレディネスを高めた状
態であると推測することができた。TAM１後のTA学習シー
トにおいて「Kolbの経験学習理論（学習サイクルの４つの
ステップ）を知識共創セッションで実践しながら、メタ認知獲
得のために試行錯誤すること。また知識共創セッション内
で受講生に対してメタ認知を意識した議論スキル獲得へ
の動機付けを提供することを目指します。」という記述が見
られる。この記述は上記の推測を支持するものといえる
※　異分野融合促進のサポートを実施するうえで大切なこ
とが何であるかは不明であったことが観察されたことか
ら、経験学習サイクルを実践するレディネスを高めた状態
であると推測することができた。

S5G-002
経験学習サイ
クルを実践し
ようとする動
機づけを得る

※　重要語句の共有がなされていない場合はわかりやす
い例えを用いて、前提が共有されている場合は異なる分
野の例えを用いることで、受講生の具体的経験を支援しよ
うとしていたことが観察されたことから、経験学習サイクル
を実践しようとする動機づけを得た状態であると推測する
ことができた。
※　例えの使い分けの仮説を立て、経験学習のサイクル
を回すことを試みていたことが観察されたことから、経験
学習サイクルを実践しようとする動機づけを得た状態であ
ると推測することができた。

S5G-003
メタ認知的活動を
抽象的概念化した
言葉で表現できな
いことを認識する

S5G-004
抽象的概念化を支
援する言葉を認識

する

S5G-005
メタ認知の観
点から経験学
習サイクルを
実践しようと

する動機づけ
を得る

S5G-006
メタ認知的活動
を抽象的概念化
した言葉で表現
でき始めることを

認識する

※　振り返りシートへのコメントを何も参照せずに書け
るようになったときに、理解が進んでいることを認識し
ていたことが観察されたことから、メタ認知的活動を
抽象的概念化した言葉で表現でき始めることを認識
した状態であると推測することができた。

S5G-007
経験学習をマクロ
な視点で捉えるレ
ディネスを高める

S5G-008
経験学習をマ
クロな視点で
捉えられるこ
とを認識する

※　成長報告をTA活動の整理の機会として捉え、特に、
質疑応答に意義を感じていたことが観察されたことから、
経験学習をマクロな視点で捉えられることを認識した状態
であると推測することができた。
※　質問を通して、自分の中では考えていなかったことに
気付くことができたと感じていたことから、経験学習をマク
ロな視点で捉えられることを認識した状態であると推測す
ることができた。
※　TAMの資料、報告書、振り返りシートへのコメントを参
照しながら、TA活動全体を振り返ったことが観察されたこ
とから、経験学習をマクロな視点で捉えられることを認識し
た状態であると推測することができた。

つづく つづく

1

1.　メタ認知を意識した議論スキルについて
1.4　【議論後振り返りシート記入時】頂いた資
料を見ずにコメント記入が出来たことに気づい
たとき、自分なりの理解が構築出来ていること
がわかった。

＜TA活動後半＞
◆ 振り返りシートへのコメントを何も参照せず
に書けるようになったときに、理解が進んでい
ることを認識している．[1, 1.4]

S4G
-003
議論
の
ファ
シリ
テー
ショ
ンに
おけ
る経
験学
習を
マク
ロな
視点
で捉
える
動機
づけ
を得
る

<TA活動を振り返って＞
◇  成長報告をTA活動の整理の機会として捉
え、特に、質疑応答に意義を感じている。[質疑
応答のみ]
◇  質問を通して、自分の中では考えていな
かったことに気付くことができたと感じている。
[質疑応答のみ]
◇  TAMの資料、報告書、振り返りシートへの
コメントを参照しながら、TA活動全体を振り
返った．[質疑応答のみ]

<1>成長報告の結果（発表スライドのテキスト） <2>発表中の発言、質疑応答を考慮した<1>のまとめ

SG
-A
知
識
共
創
ス
キ
ル
の
学
習
を
続
け
る
動
機
づ
け
を
得
る

S2
G-
A1
メタ
思
考
ス
キ
ル
の
学
び
方
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
る

S3
G-
A1
1
議
論
の
ファ
シ
リ
テ
ー
ショ
ン
に
お
け
る
経
験
学
習
を
認
識
す
る

S4G
-001
議論
の
ファ
シリ
テー
ショ
ンに
おけ
る経
験学
習を
認識
する
レ

ディ
ネス
を高
める

1. メタ認知を意識した議論スキルについて
1.2 不明な点:TA活動を通じて実践できるかど
うか
2. 異分野融合促進サポートについて
2.2 不明な点:実践する上で大切なことは何か

<TA活動前半＞
メタ認知を意識した議論スキルについて、TA活
動を通じて実践できるかどうか不安であった．
[1, 1.2]
異分野融合促進のサポートを実施するうえで
大切なことが何であるかは不明であった．［2,
2.2]

2.　異分野融合促進サポートについて
2.3　重要性をしっていて、その促進をサポート
するための１つの仮説を得た
2.3.1　仮説：議論の中で重要な言葉の前提が
共有されていない場合、分かりやすい例えを
用いて議論を進めて理解を共有する。一方で
既に前提が共有されている場合は、異なる分
野の例えを用いてさらに深い理解を得るため
の議論を行う。
2.3.2　この仮説を用いて経験学習サイクルを
回した。しかし、結果の要因が曖昧で最後まで
捉えることができなかった。
2.4　【議論中】あるファシリテータの方が「同じ
例えを使い続けた方が良かったのではない
か？」というコメントをされた時に、異なる分野
の例えを用いることの弊害に気づき、１つの仮
説を得ることが出来た。

<TA活動後半＞
◆ 重要語句の共有がなされていない場合は
わかりやすい例えを用いて、前提が共有され
ている場合は異なる分野の例えを用いること
で、受講生の具体的経験を支援しようとしてい
る。[2、2.3、2.3.1]
◆ 例えの使い分けの仮説を立て、経験学習の
サイクルを回すことを試みている。[2、2.3、
2.3.1、2.3.2、2.4]

S4G
-

002
議
論
の
ファ
シリ
テ
ー
ショ
ンに
お

ける
経
験
学
習
をミ
クロ
な
視
点
で
認
識
す
る
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SG S2G S3G S4G S5G ＜3＞報告書、TA学習シートと<2>成長報告の関連性

S5G-009
メタ認知につ
いて考える動
機づけを得る

※　TAM1で配布された知識共創セッションのポイントで、メタ認知に
ついての内容を知ったことが観察されたことから、メタ認知について考
える動機づけを得た状態であると推測することができた。
※　異分野融合のためにはメタ認知を意識した議論スキルが必要で
あると気づくことができたことが観察されたことから、メタ認知について
考える動機づけを得た状態であると推測することができた。

S5G-010
メタ認知的活
動を実践しよ
うとする動機
づけを得る

S5G-011
受講生時の
経験とTA時
の経験の違

いを認識する

※　受講生の時には、メタ認知が重要だとは言われたが、それが何
かは具体的に教えてもらえなかったことが観察されたことから、受講
生時の経験とTA時の経験の違いを認識した状態であると推測するこ
とができた。

S5G-003
メタ認知的活動
を抽象的概念

化した言葉で表
現できないこと

を認識する

S5G-012
メタ認知につ
いての知識を

認識する

S4G-
006

メタ認
知の
観点

から受
講生
時の

経験と
TA時
の経
験の

違いを
認識す

る
つづく つづく
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S4G-
005
議論
のファ
シリ
テー
ション
をメタ
認知
の観
点で
考え
る動
機づ
けを
得る

＜TA活動前半＞
◇ 受講生の時には、メタ認知が重要
だとは言われたが、それが何かは具
体的に教えてもらえなかった．[質疑応
答のみ]

SG
-A
知
識
共
創
ス
キ
ル
の
学
習
を
続
け
る
動
機
づ
け
を
得
る

S2
G-
A1
メ
タ
思
考
ス
キ
ル
の
学
び
方
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
る

S3G
-
A12
議
論
の
ファ
シリ
テ
ー
ショ
ンに
お

ける
メタ
認
知
的
活
動
を
認
識
す
る

S4G-
004

議論の
ファシリ
テーショ
ンをメタ
認知の
観点で
考える

レディネ
スを高
める

1.　メタ認知を意識した議論スキルについて
内容をしっている
1.1　第１回目のTAミーティングで、メタ認知に
関する学習目標の項目シートを頂いたから（１
項目ずつTAが声を出して読んだ）
2.　異分野融合促進サポートについて
2.1重要性をしっている：メタ認知に関する学習
目標項目に書かれていたから

<1>成長報告の結果（発表スライドのテキスト） <2>発表中の発言、質疑応答を考慮した<1>のまとめ

＜TA活動前半＞
◆ TAM1で配布された知識共創セッ
ションのポイントで、メタ認知について
の内容を知った。[1、1.1、2、2.1]
◆異分野融合のためにはメタ認知を
意識した議論スキルが必要であると
気づくことができた．[2, 2.1]
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付録
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タイプライターテキスト
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SG S2G S3G S4G S5G ＜3＞報告書、TA学習シートと<2>成長報告の関連性

S5G-001
経験学習サイ
クルを実践す
るレディネスを

高める

※　メタ認知を意識した議論スキルについて、TA活動を通じて実践できるかど
うか不安であったことが観察されたことから、経験学習サイクルを実践するレ
ディネスを高めた状態であると推測することができた。TAM１後のTA学習シー
トにおいて「Kolbの経験学習理論（学習サイクルの４つのステップ）を知識共創
セッションで実践しながら、メタ認知獲得のために試行錯誤すること。また知識
共創セッション内で受講生に対してメタ認知を意識した議論スキル獲得への
動機付けを提供することを目指します。」という記述が見られる。この記述は上
記の推測を支持するものといえる
※　異分野融合促進のサポートを実施するうえで大切なことが何であるかは
不明であったことが観察されたことから、経験学習サイクルを実践するレディ
ネスを高めた状態であると推測することができた。

S5G-010
メタ認知的活
動を実践しよ
うとする動機
づけを得る

S5G-002
経験学習
サイクルを
実践しよう
とする動機
づけを得る

※　重要語句の共有がなされていない場合はわかりやすい例えを用いて、前
提が共有されている場合は異なる分野の例えを用いることで、受講生の具体
的経験を支援しようとしていたことが観察されたことから、経験学習サイクルを
実践しようとする動機づけを得た状態であると推測することができた。
※　例えの使い分けの仮説を立て、経験学習のサイクルを回すことを試みて
いたことが観察されたことから、経験学習サイクルを実践しようとする動機づ
けを得た状態であると推測することができた。

S5G-003
メタ認知的活動
を抽象的概念

化した言葉で表
現できないこと

を認識する

S5G-012
メタ認知につい
ての知識を認

識する

S5G-013
メタ認知と経

験学習の結び
付きを認識す

る

S5G-005
メタ認知の
観点から経
験学習サイ
クルを実践
しようとす

る動機づけ
を得る

つづく つづく

3

<1>成長報告の結果（発表スライドのテキスト） <2>発表中の発言、質疑応答を考慮した<1>のまとめ

SG
-A
知
識
共
創
ス
キ
ル
の
学
習
を
続
け
る
動
機
づ
け
を
得
る

S2
G-
A1
メタ
思
考
ス
キ
ル
の
学
び
方
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
る

S3
G-
A1
3
経
験
学
習
サ
イ
ク
ル
と
メ
タ
認
知
的
活
動
の
結
び
付
き
を
認
識
す
る

S4G-
007

経験学
習サイク
ルとメタ
認知的
活動の
結び付

きを考え
るレディ
ネスを高

める

1. メタ認知を意識した議論スキルについて
1.2 不明な点:TA活動を通じて実践できるかどう
か
2. 異分野融合促進サポートについて
2.2 不明な点:実践する上で大切なことは何か

<TA活動前半＞
メタ認知を意識した議論スキルについて、
TA活動を通じて実践できるかどうか不安
であった．[1, 1.2]
異分野融合促進のサポートを実施するう
えで大切なことが何であるかは不明で
あった．［2, 2.2]

S4G-
008

経験学
習サイ
クルとメ
タ認知
的活動
の結び
付きを
考える
動機づ
けを得

る

2.　異分野融合促進サポートについて
2.3　重要性をしっていて、その促進をサポートす
るための１つの仮説を得た
2.3.1　仮説：議論の中で重要な言葉の前提が共
有されていない場合、分かりやすい例えを用いて
議論を進めて理解を共有する。一方で既に前提
が共有されている場合は、異なる分野の例えを
用いてさらに深い理解を得るための議論を行う。
2.3.2　この仮説を用いて経験学習サイクルを回し
た。しかし、結果の要因が曖昧で最後まで捉える
ことができなかった。
2.4　【議論中】あるファシリテータの方が「同じ例
えを使い続けた方が良かったのではないか？」と
いうコメントをされた時に、異なる分野の例えを用
いることの弊害に気づき、１つの仮説を得ること
が出来た。

<TA活動後半＞
◆ 重要語句の共有がなされていない場
合はわかりやすい例えを用いて、前提が
共有されている場合は異なる分野の例え
を用いることで、受講生の具体的経験を
支援しようとしている。[2、2.3、2.3.1]
◆ 例えの使い分けの仮説を立て、経験
学習のサイクルを回すことを試みている。
[2、2.3、2.3.1、2.3.2、2.4]

mandywu
付録

mandywu
タイプライターテキスト
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SG S2G S3G S4G S5G ＜3＞報告書、TA学習シートと<2>成長報告の関連性

S5G-014
熟達者のファ
シリテーショ
ンをメタ思考
の観点で考
えるレディネ
スを高める

S5G-012
メタ認知につ
いての知識
を認識する

S4G-
010熟
達者
の集
団思
考の
コント
ロー
ルを
認識
する

つづく

4

<1>成長報告の結果（発表スライドのテキスト）
<2>発表中の発言、質疑応答を考慮した<1>のまと

め

SG
-A
知
識
共
創
ス
キ
ル
の
学
習
を
続
け
る
動
機
づ
け
を
得
る

S2G
-A1
メタ
思
考ス
キ
ル
の
学
び
方を
認
識で
きる
よう
にな
る

S3G-
A14
熟達
者か
ら集
団思
考の
メタ思
考ス
キル
を学
ぶ動
機づ
けを
得る

S4G-
009
熟達
者の
ファシ
リ
テー
ション
をメタ
思考
の観
点で
考え
る動
機づ
けを
得る

mandywu
付録

mandywu
タイプライターテキスト
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SG S2G S3G S4G S5G ＜3＞報告書、TA学習シートと<2>成長報告の関連性

S5G-000
TAが介入に
ついて試行
錯誤してい
るのを認識

する

S5G-015
受講生の学
習目標を認

識する

※　 TAM1で配布された知識共創セッションのポイ
ントで、メタ認知についての内容を知ったことが観察
されたことから、受講生の学習目標を認識した状態
であると推測することができた。

S5G-016
ＴＡの立場か
ら介入につ
いて考える
動機づけを

得る

S5G-017
受講生のメ
タ認知スキ
ルの状態を
認識する

S5G-018
介入による
受講生への
影響を認識

する

S5G-012
メタ認知に
ついての知
識を認識す

る

S4G-
013

すべて
の介入
が阻害
要因と
なるわ
けでは
ないこと
を認識
する

つづ
く

つづく

5

<1>成長報告の結果（発表スライドのテキスト）
<2>発表中の発言、質疑応答を考慮した<1>のま

とめ

SG
-A
知
識
共
創
ス
キ
ル
の
学
習
を
続
け
る
動
機
づ
け
を
得
る

S2G
-A2
実
社
会
の
議

論に
おけ
る他
者
の
価
値

観を
理

解し
あう
こ

との
必
要

性を
認
識

する

S3G-
A22
議論
に介
入し
過ぎ
ない
こと
の受
講生
に

とって
の意
義を
認識
する

S4G-
011

受講生
のメタ認
知スキ
ルの育
成につ
いて考
えるレ

ディネス
を高め

る

1. メタ認知を意識した議論スキルについて
1.1 内容をしっている：第１回目のTAミーティ
ングで、メタ認知に関する学習目標の項目
シートを頂いたから（１項目ずつTAが声を出
して読んだ）

＜TA活動前半＞
◆ TAM1で配布された知識共創セッションの
ポイントで、メタ認知についての内容を知っ
た。[1、1.4]

S4G-
012

議論に
介入し
過ぎな
い動機
づけを
得る

mandywu
付録

mandywu
タイプライターテキスト
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SG S2G S3G S4G S5G ＜3＞報告書、TA学習シートと<2>成長報告の関連性

S5G-000
議題を決めるこ
との難しさを認

識する

S5G-015
受講生の学習目

標を認識する

※　 TAM1で配布された知識共創セッションのポイ
ントで、メタ認知についての内容を知ったことが観察
されたことから、受講生の学習目標を認識した状態
であると推測することができた。

S5G-019
ＴＡの立場から
議題を与えない
ことについて考
える動機づけを

得る

S5G-020
議題決めにおけ
る受講生の混乱

を認識する

S5G-021
議題設定による
受講生への影響

を認識する

S5G-012
メタ認知につい
ての知識を認識

する

S5G-022
メタ認知と議題
設定についての
知識を認識する

S4G-
015

価値あ
る議題
を探す
ことの

難しさを
認識す

る

つづく

6

<1>成長報告の結果（発表スライドのテキスト） <2>発表中の発言、質疑応答を考慮した<1>のまとめ

SG-
A

知識
共創
スキ
ルの
学習
を続
ける
動機
づけ
を得
る

S2G-
A2

実社
会の
議論
にお
ける
他者
の価
値観
を理
解し

あうこ
との
必要
性を
認識
する

S3G-
A21
議題
を与
えな
いこ
との
重要
性を
認識
する

S4G-
011

受講生
のメタ
認知ス
キルの
育成に
ついて
考える
レディ
ネスを
高める

1. メタ認知を意識した議論スキルについて
1.1 内容をしっている：第１回目のTAミーティング
で、メタ認知に関する学習目標の項目シートを頂
いたから（１項目ずつTAが声を出して読んだ）

＜TA活動前半＞
◆ TAM1で配布された知識共創セッションのポイント
で、メタ認知についての内容を知った。[1、1.4]

S4G-
014

議題を
与えな
いこと
の重要
性を考
える動
機づけ
を得る

mandywu
付録

mandywu
タイプライターテキスト
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SG S2G S3G S4G S5G ＜3＞報告書、TA学習シートと<2>成長報告の関連性

S5G-001
経験学習サ
イクルを実

践するレディ
ネスを高め

る

※具体的に言語化できないし、実践方法もわからないが、経験による教育法
が有意義であると認識していることが観察されたことから、経験学習サイクル
を実践するレディネスを高めた状態であると推測することができた。

S5G-002
経験学習
サイクル
を実践し
ようとする
動機づけ
を得る

※自身の認知特性をTA活動を通じて認識していることが観察されたことか
ら、経験学習サイクルを実践しようとする動機づけを得た状態であると推測す
ることができた。２回目のKCS終了後の報告書においても「（議論を）俯瞰的な
意識を保ったまま議論に参加し、介入を試みる」という記述が見られる。この
記述は上記の推測を支持するものといえる

※最初は単に言葉だけを使って教えようとしたが、口で教えたとしても浅い理
解で終わってしまうことを認識し、途中から経験させることを試みていることが
観察されたことから、経験学習サイクルを実践しようとする動機づけを得た状
態であると推測することができた。３回目のKCS終了後の報告書においても、
「ディベート形式で行い、議論らしい環境を用意することで、参加者の意識や
発言に変化が出るか観察する」という記述が見られる。これらの記述は上記
の推測を支持するものといえる

※質の良い経験を用意することの有用性に気付きを得ていることが観察され
たことから、経験学習サイクルを実践しようとする動機づけを得た状態である
と推測することができた。３回目のKCS終了後の報告書においても、「ディベー
ト形式で行う①納得させるべき相手がいることをハッキリさせたことで、発言す
る際にしっかりとした根拠を持って、かつ分かりやすく説明しようとする姿勢が
見られた．②争点が明確であったため、議論が空回りすることは少なくなり、
方向性を持って話し合いを進めることが出来ていたと思う．」TAMⅡ終了、
KCS後半行う前のTA学習シートにおいて「様々な実験的活動が行われる事も
ある．それらの結果を報告書として残す事で、良いセッションを行うのに必要
なことを探る際に有効と考えられる．」という記述が見られる。これらの記述は
上記の推測を支持するものといえる

S5G-003
メタ認知的活
動を抽象的概
念化した言葉
で表現できな
いことを認識

する

S5G-004
抽象的概念化
を支援する言
葉を認識する

S5G-006
メタ認知的活
動を抽象的概
念化した言葉
で表現でき始
めることを認

識する

S5G-007
経験学習をマ
クロな視点で
捉えるレディ
ネスを高める

つづ
く

つづく

1

※自身の欲求（議論に主体的に参加したい）を抑制し、議論全体に目を向け
ることで状況のモニタリングに努め、意識的に自身の言動をコントロールしよう
としていることが観察されたことから、メタ認知の観点から経験学習サイクルを
実践しようとする動機づけを得た状態であると推測することができた。４回目
のKCS終了後の報告書においても、「（受講生の）様子見しつつ適宜介入す
る．しかしメタ認知等について直接的には触れないという目的はグループの特
徴を把握しつつ、介入ではメタ認知等には一切触れないことで強制力を生ま
ないようにする．」という記述が見られる。の記述は上記の推測を支持するも
のといえる

※①議論に関する反省的観察をメタ認知として捉えていること、②受講生にメ
タ認知活動を促す手段として議論の振り返りを採用していることと、③自身が
採用した議論の振り返りが、受講生のメタ認知についての学習への動機づけ
になったことを認識していることが観察されたことから、メタ認知の観点から経
験学習サイクルを実践しようとする動機づけを得た状態であると推測すること
ができた。５回目のKCS終了後の報告書において「議論の反省を１０分間行う
（分かりやすい形での客観的評価の場を与え、議論の流れや自身の言動に
ついて考えるというメタ認知を実践してもらう）」６回目のKCS終了後の報告書
においても「反省の時間を設けることは、メタ認知への動機付けにおいて非常
に有効な取り組みであると考えられる」、という記述が見られる。これらの記述
は上記の推測を支持するものといえる

※①意識的ではないが、自身が経験した反省的観察（報告書による知識の積
み上げ）から、受講生にメタ認知活動を促す手段として議論の振り返りを思い
付いたと推測していること、②質の良い経験がメタ認知の習得に有効であると
理解を得ていることが観察されたことから、メタ認知の観点から経験学習サイ
クルを実践しようとする動機づけを得た状態であると推測することができた。６
回目のKCS終了後、TAMⅢに行う前のTA学習シートにおいて「６回KCSのTA
を担当した経験から、KCSの最後に５分〜１０分程度、KCSの反省を行わせる
と良いと思う」という記述が見られる。この記述は上記の推測を支持するもの
といえる

※自身の経験から“教えないで教える”ことについての理解と実践方法の理
解が進んでいると認識していることが観察されたことから、経験学習をマクロ
な視点で捉えられることを認識した状態であると推測することができた。TAM
Ⅲ終了後のTA学習シートにおいて「他の講義は義務教育等と同様の「教え
る」形式の講義であると思う．そう考えると、「教えない」形式を取り入れる概論
でのTAで得られる経験は特殊と思われる．」という記述が見られる。この記述
は上記の推測を支持するものといえる

※質の良い経験のためには良い制約が必要であり、その結果として“教えな
いで教える”ことが可能になると認識していることが観察されたことから、経験
学習をマクロな視点で捉えられることを認識した状態であると推測することが
できた。６回目KCS終了後の報告書においても「「なぜ」を問う形での介入を積
極的に行った．理想としては、「なぜ」と問うことと考えることの重要性に気づい
てもらい、参加者達が率先して問うていくようになると良いと考えていた」とい
う記述が見られる、この記述は上記の推測を支持するものといえる

※成長報告をTA活動の反省的観察の機会として捉え、意義を感じていること
と、取り上げた内容は印象に残っていたことで、報告書等をは矛盾点を確認
する程度で、特に参照する必要はなかったことが観察されたことから、経験学
習をマクロな視点で捉えられることを認識した状態であると推測することがで
きた。

※教育について何も知らなかった状態から、制約が教育対象者を学習目標に
導く手段であると理解できるようになったのは、成長報告によってTA活動の反
省して概念化を試みたからと認識していることが観察されたことから、経験学
習をマクロな視点で捉えられることを認識した状態であると推測することがで
きた。

※成長報告スライド作成時に、取り上げた二つの成長を共通の一つの抽象的
概念にまとめられることに気付くことができたことが観察されたことから、経験
学習をマクロな視点で捉えられることを認識した状態であると推測することが
できた

※木構造による複雑な教育設計と、メタ認知スキル教育の歩留まりの低さの
議論（共にTAM3）から“教えないことで教える”ことの難しさを認識していること
が観察されたことから、経験学習をマクロな視点で捉えられることを認識した
状態であると推測することができた。

＜TA活動を振り返って＞
◆　自身の経験から“教えないで教える”ことに
ついての理解と実践方法の理解が進んでいる
と認識している．[4、 4.1、 4.2、 15、 15.1、
15.2、 16、 16.1、 16.2]
◆　質の良い経験のためには良い制約が必要
であり、その結果として“教えないで教える”こ
とが可能になると認識している．[15、 15.1、
15.2、 16、 16.1、 16.2]
（◇　取り上げた内容は印象に残っていたこと
で、報告書等をは矛盾点を確認する程度で、
特に参照する必要はなかった．［質疑応答の
み］）
◇　教育について何も知らなかった状態から、
制約が教育対象者を学習目標に導く手段であ
ると理解できるようになったのは、成長報告に
よってTA活動の反省して概念化を試みたから
と認識している．［質疑応答のみ］
◇　成長報告をTA活動の反省的観察の機会と
して捉え、意義を感じている．［質疑応答のみ］
◇　成長報告スライド作成時に、取り上げた二
つの成長を共通の一つの抽象的概念にまとめ
られることに気付くことができた．［質疑応答の
み］
◇　木構造による複雑な教育設計と、メタ認知
スキル教育の歩留まりの低さの議論（共に
TAM3）から“教えないことで教える”ことの難し
さを認識している．［質疑応答のみ］

4.“教えないで教える”ことへの理解・実践方法
の獲得
4.1　自分なりの理解による言語化が可能と
なった．
4.2　実践方法を朧げながら掴んだ気がする
15.　枠組み・形式・条件という制約の有効性
15.1　自身の特徴に気づいたのもTAという制
約によるもの．
15.2　受講者達に与えたKCSという場、議論す
る際の注意点等も全ては“メタ認知”や“知識
共創”を促す制約．
16.　“良い経験”のための“良い制約”とは
16.1　議論の反省という形式を取り入れたの
は、通常のKCSではメタ認知を理解させるの
に不十分と考えたから．
16.2　“良い制約”によって“良い経験”へ導くこ
とが出来、その結果として“教えないで教える”
ことが可能になる．

S5G-008
経験学習
をマクロな
視点で捉
えられるこ
とを認識

する

SG
-A
知
識
共
創
ス
キ
ル
の
学
習
を
続
け
る
動
機
づ
け
を
得
る

S2
G-
A1
メタ
思
考
ス
キ
ル
の
学
び
方
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
る

＜TA活動後半において＞
◆自身の欲求（議論に主体的に参加したい）を
抑制し、議論全体に目を向けることで状況のモ
ニタリングに努め、意識的に自身の言動をコン
トロールしようとしている．[3、 3.2、 5、 5.2、
9、 9.1、 9.2、 10、 10.1、 10.2]
◆　議論に関する反省的観察をメタ認知として
捉えている[12、12.2]．
◇　意識的ではないが、自身が経験した反省
的観察（報告書による知識の積み上げ）から、
受講生にメタ認知活動を促す手段として議論
の振り返りを思い付いたと推測している．［質
疑応答のみ］
◆受講生にメタ認知活動を促す手段として議
論の振り返りを採用している．[6、13]．
◆　自身が採用した議論の振り返りが、受講生
のメタ認知についての学習への動機づけに
なったことを認識している．[14、 14.1]
◆　質の良い経験がメタ認知の習得に有効で
あると理解を得ている[14、 14.2]．
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論
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テ
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け
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学
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クロ
な
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で
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識
す
る

S4G
-
003
議論
の
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シリ
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ショ
ンに
おけ
る経
験学
習を
マク
ロな
視点
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メタ認知
の観点か
ら経験学
習サイク
ルを実践
しようとす
る動機づ
けを得る

3.　自身の傾向・特徴を認知
3.2　実際の言動はある程度コントロール可能
となるが、思考は制御出来ていない．
5.　自身の特徴を認知
5.2　認知したが、コントロールは難しくまだま
だ未熟な状態
6　“教えないで教える”の理解と実践：3回目
のKCSで気づきを得て、4回目からは実践して
いる．
9.　自身のコントロールを実践
9.1　出来るだけ議論全体に目を向け、状況の
把握に努めた．
9.2　自身の欲求を含んだ介入を控えた．
10.　結果は微妙
10.1　介入についてはコントロール出来た．
10.2　全体の把握は最後まで上手く出来な
かった．言動はTAの縛りで制御できても、思
考までは制御出来なかった．
12.　形式によって“教える”
12.2　“メタ認知”を実践する形式（議論の反
省）を用意することで“経験”による深い理解を
促すことにした．
13.形式と介入方針で実践：KCSの最後に議論
を反省する時間を用意した．
14形式による教育はある程度成功
14.1　KCSが終わった後も独自に反省会を開く
様子が見られ、“メタ認知”への動機付けが上
手くいったように思えた．
14.2　KCS自体がメタ認知を理解するための
装置という話もあったが、形式（枠組み）による
教育の有効性を理解出来た．

<1>成長報告の結果（発表スライドのテキスト） <2>発表中の発言、質疑応答を考慮した<1>のまとめ
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2.　“教えないで教える”ことへの漠然とした理
解：“経験”に依る教育法に対し、有意義だろう
と考えていたが具体的に言語化出来ないし、
実践方法もわからない．

<TA活動前(受講生の時)＞
◆　知識科学研究科に入ったことで、具体的に
言語化できないし、実践方法もわからないが、
経験による教育法が有意義であると認識して
いる．[2]

7.　TAという立場での経験
7.2　欠陥のある発言に意識が集中し、議論の
全体を掴めず上手くファシリテート出来ない場
面が何度か発生する．
11.ディベートを取り入れて気づく
11.1　1・２回目は策も無く、とりあえず“メタ認
知”という言葉を使っていた．
11.2　ディベートを試すことで、形式を用意する
ことの有効性を知った．
12.　形式によって“教える”
12.1　曖昧な言葉では伝わらず、具体的な言
葉では浅い理解に留まる．

＜TA活動前半において＞
◆　自身の認知特性をTA活動を通じて認識し
ている．[7、 7.2]
◆　最初は単に言葉だけを使って教えようとし
たが、口で教えたとしても浅い理解で終わって
しまうことを認識し、途中から経験させることを
試みている．[11、11.1、11.2、12、12.1]
◆　質の良い経験を用意することの有用性に
気付きを得ている．[11、11.2]
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SG S2G S3G S4G S5G ＜3＞報告書、TA学習シートと<2>成長報告の関連性

S5G-009
メタ認知につ
いて考える動
機づけを得る

S5G-010
メタ認知的活
動を実践しよ
うとする動機
づけを得る

S5G-011
受講生時の
経験とTA時
の経験の違

いを認識する

※　当初は、TAの立場のせいで議論時に個人的に反論・意見できな
いのでフラストレーションが溜まっていることが観察されたことから、受
講生時の経験とTA時の経験の違いを認識した状態であると推測する
ことができた。

※　論理性・正当性に囚われ過ぎて議論全体の流れや状況を見失う
ことがあることを自身の傾向として認識していることが観察されたこと
から、受講生時の経験とTA時の経験の違いを認識した状態であると
推測することができた。２回目KCS終了後の報告書においても「（議論
を）介入することに意識を向けてわかったことがある．それは、注意し
ないと俯瞰的な視点を失ってしまうことである．良い介入を心がけよう
と、議論の全てに意識を向けると、議論を行う当事者のようになってし
まい、自らも混乱した議論の中に巻き込まれてしまう．（議論の）後半
は、それによって事態の収拾が困難となった．」という記述が見られ
る。この記述は上記の推測を支持するものといえる

※　TAという立場・義務が、自身の欲求を抑制し、普段の自身とは違
う振る舞いをすることで、自身を客観視していることが観察されたこと
から、受講生時の経験とTA時の経験の違いを認識した状態であると
推測することができた。1回目のKCS終了後の報告書においても「TA
の影響力が非常に大きい事と、介入のやり方について事前にしっかり
と考える必要があることがわかった．」という記述が見られ、またTAM
Ⅱ終了後、KCS後半に行う前のTA学習シートにおいて「TAという立場
からKCS及びKCSの参加者を俯瞰することで、メタ認知に関して自分
自身にも至らない点が多いことがわかった．TA活動を通じて自らの議
論・発言に関するメタ認知能力を磨きたい．」という記述が見られる。こ
れらの記述は上記の推測を支持するものといえる

S5G-003
メタ認知的活動
を抽象的概念

化した言葉で表
現できないこと

を認識する

S5G-012
メタ認知につ
いての知識を

認識する

S4G-
006

メタ認
知の
観点

から受
講生
時の

経験と
TA時
の経
験の

違いを
認識す

る

※TAという役割を与えられることで、自身の欲求（議論に主体的に参
加したい）を抑制し、議論全体に目を向けることで状況のモニタリング
に努め、意識的に自身の言動をコントロールしていることが観察され
たことから、メタ認知の観点から受講生時の経験とTA時の経験の違
いを認識した状態であると推測することができた。TAMⅢ終了後のTA
学習シートにおいて「TA活動全体で、常に「メタ」や「認知」というワー
ドを念頭に考えることで、他人の認知行動を意識的に分析する姿勢が
ついた．また、他人だけでなく、他人と自分の認知を比較することで、
自分自身の認知傾向（バイアス）が漠然とではあるが分かってきた気
がする．」という記述が見られ。これらの記述は上記の推測を支持す
るものといえる

※質の良い経験がメタ認知の習得に有効であると理解を得ていること
が観察されたことから、メタ認知の観点から受講生時の経験とTA時の
経験の違いを認識した状態であると推測することができた。５、６回目
KCS終了後の報告書においても「議論の反省を１０分間行う、という目
的は分かりやすい形での客観的評価の場を与え、議論の流れや自身
の言動について考えるというメタ認知を実践してもらう」という記述が
見られ、また６回目のKCS終了後、TAMⅢに行う前のTA学習シートに
おいて「６回KCSのTAを担当した経験から、KCSの最後に５分〜１０分
程度、KCSの反省を行わせると良いと思う」という記述が見られ。これ
らの記述は上記の推測を支持するものといえる

つづく つづく
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＜TA活動後半において＞
◆　TAという役割を与えられることで、
自身の欲求（議論に主体的に参加し
たい）を抑制し、議論全体に目を向け
ることで状況のモニタリングに努め、
意識的に自身の言動をコントロールし
ている．[9、 9.1、 9.2、 10、 10.1、
10.2]
◆　質の良い経験がメタ認知の習得
に有効であると理解を得ている．[15、
15.1、 15.2]

S4G-
005
議論
の
ファ
シリ
テー
ション
をメタ
認知
の観
点で
考え
る動
機づ
けを
得る

1.　議論時の言動に無自覚：議論に参加し
ている時の自分にどのような傾向・特徴が
あるのかについて無自覚であった．
3.　自身の傾向・特徴を認知
3.1　発言に対する論理性・正当性に囚わ
れすぎて議論全体の流れや状況を見失う
ことがある．
5.　自身の特徴を認知
5.1　2回目のKCSから気づき始め、3回目
からは確信に至っているまる
7.　TAという立場での経験
7.1　議論の中で論理性・正当性に欠陥の
ある発言に対し、意見したいがTAという立
場上出来ない場面が多発する．
7.2　欠陥のある発言に意識が集中し、議
論の全体を掴めず上手くファシリテート出
来ない場面が何度か発生する．
8.　TAだからこそ得た気づき：TAという義
務が自身の欲求を抑制し、普段の自身と
は違う振る舞いを要求することで、普段の
自身を客観視出来た．

＜TA活動前半において＞
◆　当初は、TAの立場のせいで議論
時に個人的に反論・意見できないので
フラストレーションが溜まっている．
[7、 7.1、 7.2]
◆　論理性・正当性に囚われ過ぎて
議論全体の流れや状況を見失うこと
があることを自身の傾向として認識し
ている．[1、 3、 3.1、 5、 5.1]
◆　TAという立場・義務が、自身の欲
求を抑制し、普段の自身とは違う振る
舞いをすることで、自身を客観視して
いる．[8]
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9.　自身のコントロールを実践
9.1　出来るだけ議論全体に目を向け、状
況の把握に努めた．
9.2　自身の欲求を含んだ介入を控えた．
10.　結果は微妙
10.1　介入についてはコントロール出来
た．
10.2　全体の把握は最後まで上手く出来
なかった．
15.　枠組み・形式・条件という制約の有効
性
15.1　自身の特徴に気づいたのもTAという
制約によるもの．
15.2　受講者達に与えたKCSという場、議
論する際の注意点等も全ては“メタ認知”
や“知識共創”を促す制約．

<1>成長報告の結果（発表スライドのテキスト） <2>発表中の発言、質疑応答を考慮した<1>のまとめ
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SG S2G S3G S4G S5G ＜3＞報告書、TA学習シートと<2>成長報告の関連性

S5G-001
経験学習サイ
クルを実践す
るレディネスを

高める

※具体的に言語化できないし、実践方法もわからないが、経験による教育法
が有意義であると認識していることが観察されたことから、経験学習サイクル
を実践するレディネスを高めた状態であると推測することができた。

S5G-010
メタ認知的活
動を実践しよ
うとする動機
づけを得る

S5G-002
経験学習
サイクルを
実践しよう
とする動機
づけを得る

※自身の認知特性をTA活動を通じて認識していることが観察されたことから、
経験学習サイクルを実践しようとする動機づけを得た状態であると推測するこ
とができた。２回目のKCS終了後の報告書においても「（議論を）俯瞰的な意識
を保ったまま議論に参加し、介入を試みる」という記述が見られる。この記述は
上記の推測を支持するものといえる

※最初は単に言葉だけを使って教えようとしたが、口で教えたとしても浅い理
解で終わってしまうことを認識し、途中から経験させることを試みていることが
観察されたことから、経験学習サイクルを実践しようとする動機づけを得た状
態であると推測することができた。３回目のKCS終了後の報告書においても、
「ディベート形式で行い、議論らしい環境を用意することで、参加者の意識や発
言に変化が出るか観察する」という記述が見られる。これらの記述は上記の推
測を支持するものといえる

※質の良い経験を用意することの有用性に気付きを得ていることが観察され
たことから、経験学習サイクルを実践しようとする動機づけを得た状態であると
推測することができた。３回目のKCS終了後の報告書においても、「ディベート
形式で行う①納得させるべき相手がいることをハッキリさせたことで、発言する
際にしっかりとした根拠を持って、かつ分かりやすく説明しようとする姿勢が見
られた．②争点が明確であったため、議論が空回りすることは少なくなり、方向
性を持って話し合いを進めることが出来ていたと思う．」TAMⅡ終了、KCS後半
行う前のTA学習シートにおいて「様々な実験的活動が行われる事もある．そ
れらの結果を報告書として残す事で、良いセッションを行うのに必要なことを探
る際に有効と考えられる．」という記述が見られる。これらの記述は上記の推
測を支持するものといえる

S5G-003
メタ認知的活動
を抽象的概念

化した言葉で表
現できないこと

を認識する

S5G-012
メタ認知につい
ての知識を認識

する

S5G-013
メタ認知と経

験学習の結び
付きを認識す

る

S5G-005
メタ認知の
観点から経
験学習サイ
クルを実践
しようとする
動機づけを

得る

つづく つづく
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3.　自身の傾向・特徴を認知
3.2　実際の言動はある程度コントロール可能とな
るが、思考は制御出来ていない．
5.　自身の特徴を認知
5.2　認知したが、コントロールは難しくまだまだ未
熟な状態
6　“教えないで教える”の理解と実践：3回目の
KCSで気づきを得て、4回目からは実践している．
9.　自身のコントロールを実践
9.1　出来るだけ議論全体に目を向け、状況の把
握に努めた．
9.2　自身の欲求を含んだ介入を控えた．
10.　結果は微妙
10.1　介入についてはコントロール出来た．
10.2　全体の把握は最後まで上手く出来なかっ
た．言動はTAの縛りで制御できても、思考までは
制御出来なかった．
12.　形式によって“教える”
12.2　“メタ認知”を実践する形式（議論の反省）を
用意することで“経験”による深い理解を促すこと
にした．
13.形式と介入方針で実践：KCSの最後に議論を
反省する時間を用意した．
14形式による教育はある程度成功
14.1　KCSが終わった後も独自に反省会を開く様
子が見られ、“メタ認知”への動機付けが上手く
いったように思えた．
14.2　KCS自体がメタ認知を理解するための装置
という話もあったが、形式（枠組み）による教育の
有効性を理解出来た．

※自身の欲求（議論に主体的に参加したい）を抑制し、議論全体に目を向ける
ことで状況のモニタリングに努め、意識的に自身の言動をコントロールしようと
していることが観察されたことから、メタ認知の観点から経験学習サイクルを実
践しようとする動機づけを得た状態であると推測することができた。４回目の
KCS終了後の報告書においても、「（受講生の）様子見しつつ適宜介入する．し
かしメタ認知等について直接的には触れないという目的はグループの特徴を
把握しつつ、介入ではメタ認知等には一切触れないことで強制力を生まないよ
うにする．」という記述が見られる。の記述は上記の推測を支持するものといえ
る

※①議論に関する反省的観察をメタ認知として捉えていること、②受講生にメ
タ認知活動を促す手段として議論の振り返りを採用していることと、③自身が
採用した議論の振り返りが、受講生のメタ認知についての学習への動機づけ
になったことを認識していることが観察されたことから、メタ認知の観点から経
験学習サイクルを実践しようとする動機づけを得た状態であると推測すること
ができた。５回目のKCS終了後の報告書において「議論の反省を１０分間行う
（分かりやすい形での客観的評価の場を与え、議論の流れや自身の言動につ
いて考えるというメタ認知を実践してもらう）」６回目のKCS終了後の報告書に
おいても「反省の時間を設けることは、メタ認知への動機付けにおいて非常に
有効な取り組みであると考えられる」、という記述が見られる。これらの記述は
上記の推測を支持するものといえる

※①意識的ではないが、自身が経験した反省的観察（報告書による知識の積
み上げ）から、受講生にメタ認知活動を促す手段として議論の振り返りを思い
付いたと推測していること、②質の良い経験がメタ認知の習得に有効であると
理解を得ていることが観察されたことから、メタ認知の観点から経験学習サイ
クルを実践しようとする動機づけを得た状態であると推測することができた。６
回目のKCS終了後、TAMⅢに行う前のTA学習シートにおいて「６回KCSのTA
を担当した経験から、KCSの最後に５分〜１０分程度、KCSの反省を行わせる
と良いと思う」という記述が見られる。この記述は上記の推測を支持するものと
いえる

<1>成長報告の結果（発表スライドのテキスト） <2>発表中の発言、質疑応答を考慮した<1>のまとめ
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2.　“教えないで教える”ことへの漠然とした理解：
“経験”に依る教育法に対し、有意義だろうと考え
ていたが具体的に言語化出来ないし、実践方法
もわからない．

<TA活動前(受講生の時)＞
◆　知識科学研究科に入ったことで、具
体的に言語化できないし、実践方法もわ
からないが、経験による教育法が有意義
であると認識している．[2]

＜TA活動後半において＞
◆自身の欲求（議論に主体的に参加した
い）を抑制し、議論全体に目を向けること
で状況のモニタリングに努め、意識的に
自身の言動をコントロールしようとしてい
る．[3、 3.2、 5、 5.2、 9、 9.1、 9.2、 10、
10.1、 10.2]
◆　議論に関する反省的観察をメタ認知
として捉えている[12、12.2]．
◇　意識的ではないが、自身が経験した
反省的観察（報告書による知識の積み上
げ）から、受講生にメタ認知活動を促す手
段として議論の振り返りを思い付いたと推
測している．［質疑応答のみ］
◆　受講生にメタ認知活動を促す手段と
して議論の振り返りを採用している．[6、
13]．
◆　自身が採用した議論の振り返りが、
受講生のメタ認知についての学習への動
機づけになったことを認識している．[14、
14.1]
◆　質の良い経験がメタ認知の習得に有
効であると理解を得ている[14、 14.2]．
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7.　TAという立場での経験
7.2　欠陥のある発言に意識が集中し、議論の全
体を掴めず上手くファシリテート出来ない場面が
何度か発生する．
11.ディベートを取り入れて気づく
11.1　1・２回目は策も無く、とりあえず“メタ認知”
という言葉を使っていた．
11.2　ディベートを試すことで、形式を用意するこ
との有効性を知った．
12.　形式によって“教える”
12.1　曖昧な言葉では伝わらず、具体的な言葉で
は浅い理解に留まる．

＜TA活動前半において＞
◆　自身の認知特性をTA活動を通じて認
識している．[7、 7.2]
◆　最初は単に言葉だけを使って教えよ
うとしたが、口で教えたとしても浅い理解
で終わってしまうことを認識し、途中から
経験させることを試みている．[11、11.1、
11.2、12、12.1]
◆　質の良い経験を用意することの有用
性に気付きを得ている．[11、11.2]
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<2>発表中の発言、質疑応答を考慮した<1>のまと
め
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<1>成長報告の結果（発表スライドのテキスト）
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※受講生自身に議論の論理や正当性のおかし
なところに気づいもらうことを意識して、（すぐに
正したいという）自身の欲求による介入を制御し
ていることが観察されたことから、ＴＡの立場か
ら介入について考える動機づけを得た状態であ
ると推測することができた。
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9.　自身のコントロールを実践
9.1　出来るだけ議論全体に目を向け、状
況の把握に努めた．
9.2　自身の欲求を含んだ介入を控えた．
10.　結果は微妙
10.1　介入についてはコントロール出来
た．
10.2　全体の把握は最後まで上手く出来
なかった．言動はTAの縛りで制御できて
も、思考までは制御出来なかった．

＜TA活動後半＞
◆受講生自身に議論の論理や正当性の
おかしなところに気づいもらうことを意識し
て、（すぐに正したいという）自身の欲求に
よる介入を制御している．[9、 9.1、 9.2、
10、 10.1、 10.2]

<1>成長報告の結果（発表スライドのテキスト） <2>発表中の発言、質疑応答を考慮した<1>のまとめ
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<2>発表中の発言、質疑応答を考慮した<1>のまとめ
<1>成長報告の結果（発表スライドのテキス

ト）
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