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ど
う
育
ん
で
い
く
か
？
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変
化
の
激
し
い
こ
の
21
世
紀
の
社
会
で

求
め
ら
れ
る
学
力
と
は
何
で
し
ょ
う
。

　

昨
年
末
、高
大
接
続
の
一
体
改
革
に
つ
い

て
中
央
教
育
審
議
会
が
取
り
ま
と
め
た
答

申
※
で
は
、高
校
で
育
む
「
確
か
な
学
力
」

を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
直
し
て
い
ま
す
。

①
主
体
性
を
持
っ
て
多
様
な
人
々
と
協
働

し
て
学
ぶ
態
度

②
知
識・
技
能
を
活
用
し
て
、自
ら
課
題
を

発
見
し
そ
の
解
決
に
向
け
て
探
究
し
、成

果
等
を
表
現
す
る
た
め
に
必
要
な
思
考

力・
判
断
力・
表
現
力
等
の
能
力

③
知
識・
技
能

　

こ
う
し
た
21
世
紀
型
学
力
を
育
成
す
る

に
あ
た
り
、見
つ
め
直
し
た
い
授
業
が
あ
り

ま
す
。「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」で
す
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
時
間
は
、自
ら
課
題
を

解
決
し
て
い
く
よ
う
な「
生
き
る
力
」を
育

む
た
め
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。

　

た
だ
、当
初
は「
教
育
の
全
国
画
一
化
の

懸
念
」も
あ
り
、各
学
校
が
特
色
を
出
せ

る
よ
う
に
や
る
こ
と
は
学
校
に
任
さ
れ
、結

果
、補
習
に
使
う
学
校
も
出
る
な
ど
、学
校

間
格
差
が
広
が
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
国
は

本
来
の
目
的
を
果
た
せ
る
よ
う
、こ
の
授
業

の
活
動
の
仕
方
と
し
て
、学
習
指
導
要
領

解
説
に
探
究
の
プ
ロ
セ
ス
を
示
し
ま
す
（
９

ペ
ー
ジ
の
図
）。「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」

は
、21
世
紀
型
学
力
の
核
と
も
い
え
る「
課

題
解
決
の
た
め
の
探
究
」を
す
る
時
間
と

位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
す
。

　
一
方
、そ
こ
で
学
ぶ
内
容
は
、各
学
校
で

定
め
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
教
科
の
学
習

内
容
が
、学
習
指
導
要
領
で
定
め
ら
れ
て
い

る
の
と
は
大
き
な
相
違
点
。ゆ
え
に「
総
合

的
な
学
習
の
時
間
」は
、全
国
画
一
で
は
な

く
、生
徒
が
地
域
の
課
題
に
挑
ん
だ
り
、地

元
や
世
界
で
の
生
き
方
を
考
え
た
り
と
、

そ
の
地
域
・
そ
の
生
徒
の
リ
ア
ル
な
社
会
課

題
を
探
究
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
、そ
う
し
た
実
社
会
と
結
び
つ
い

た
探
究
の
中
で
、各
教
科
の
学
び
も
生
か
し

て
こ
そ
、知
識
が
深
く
身
に
つ
き
、思
考
力

や
表
現
力
も
高
ま
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て

い
ま
す
。
社
会
の
課
題
に
ふ
れ
て
、生
徒
に

「
自
分
は
こ
う
し
た
い
」と
い
う
〝
未
来
を

創
造
す
る
主
体
〞と
し
て
の
思
い
が
育
つ
ほ

ど
、そ
の
思
い
を
か
な
え
る
た
め
に
必
要
な

教
科
の
こ
と
も
自
ら
学
ぼ
う
と
し
、剥
が
れ

に
く
い
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
内
面
に
築
か

れ
る
か
ら
で
す
。

総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
は

課
題
解
決
の
た
め
の
探
究
の
時
間

1962年生まれ。新潟大学教育学部卒業後、上越市立大手町小学校教員、上越教育大学付属小学校教員など
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※「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学
入学者選抜の一体的改革について」（平成26年12月22日）

会
と
結
び
つい
た
探
究
が
、知
識
や
能
力
を
育
む

社
会
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探究的な学習における生徒の学習の姿

　

例
え
ば
、近
年
の
小
・
中
学
校
の
全
国
学

力
・
学
習
状
況
調
査
で
も
、生
徒
が
探
究

学
習
に
取
り
組
む
ほ
ど
、知
識
の
習
得
や

活
用
を
問
う
テ
ス
ト
の
正
答
率
が
高
ま
る

相
関
関
係
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
背
景
か
ら
、次
回
の
学
習
指

導
要
領
の
改
訂
で
は
、生
徒
や
地
域
の
実

態
を
踏
ま
え
、各
教
科
も
相
互
に
か
か
わ

ら
せ
て
横
断
的
に
教
育
内
容
を
編
成
す
る
、

い
わ
ゆ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が

志
向
さ
れ
て
い
ま
す
。「
総
合
的
な
学
習
の

時
間
」と
い
う
の
は
、こ
れ
か
ら
の
そ
う
し

た
授
業
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
い

く
起
点
と
も
言
え
る
の
で
す
。

田村先生の著書『授業を磨く』
（東洋館出版社）。21世紀型
学力が求められる背景から解
説。探究のポイントとなる、生徒
の「内なる問い」をいかに引き
出すか、その課題の探究の中
で生徒が豊かな体験をするに
はどう支援すればいいか、といっ
たことも、具体例を交えて紹介
している。

徒
の「
内
な
る
問
い
」を
い
か
に
引
き
出
す
か

生
徒

　

た
だ
、探
究
の
プ
ロ
セ
ス
ど
お
り
に「
総

合
的
な
学
習
の
時
間
」を
行
っ
て
も
、生
徒

の
主
体
性
や
思
考
力
が
育
た
な
い
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
探
究
す
る
課
題
や
そ
の
解
決

策
を
、先
生
が
教
え
て
い
る
と
き
で
す
。

　

で
す
の
で
ま
ず
確
認
し
た
い
の
は
、「
人

は
誰
し
も『
問
い
』を
持
っ
て
い
る
」と
い
う

前
提
で
す
。「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」で

先
生
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、生
徒
の「
内
に

あ
る
問
い
」が
顕
在
化
す
る
よ
う
に
働
き

か
け
る
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。

 

「
問
い
が
浮
か
ば
な
い
生
徒
も
い
る
」と
思

わ
れ
た
方
も
い
る
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、幼

児
は
自
分
が
気
に
な
っ
た
こ
と
だ
け
を
夢

中
で
学
び
ま
す
。そ
こ
が
出
発
点
で
、中
高

生
に
な
っ
て
テ
ス
ト
や
入
試
で
評
価
さ
れ
る

中
で
、興
味
が
な
い
こ
と
も
受
け
身
で
学
ぶ

こ
と
に
慣
れ
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
も

大
学
入
試
は
、主
体
性
や
思
考
力
重
視
へ

の
改
革
の
ま
っ
た
だ
な
か
で
、「
生
徒
は
教

え
ら
れ
た
こ
と
を
学
べ
ば
い
い
」と
い
う
時

代
で
は
も
う
な
い
の
で
す
。

　

で
は
、ど
う
す
れ
ば
生
徒
の「
内
な
る
問

い
」を
顕
在
化
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。

　
一
つ
は
、地
域
体
験
で
も
職
場
体
験
で
も

何
で
も
よ
い
の
で
、生
徒
が
あ
る
体
験
を
し

た
と
き
に
、違
和
感
や
驚
き
、あ
こ
が
れ
な

ど
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す
。

生
徒
が
感
じ
た
こ
と
と
異
な
る
評
価
や
事

実
を
伝
え
る
な
ど
。
そ
の
ひ
っ
か
か
り
は
、

生
徒
の
中
に
多
様
な
問
い
を
生
み
ま
す
。

　

二
つ
め
は
、初
期
の
問
い
は
、生
徒
が
少

し
興
味
が
あ
る
程
度
で
よ
い
の
で
す
が
、そ

の
課
題
を
探
る
中
で
豊
か
な
学
習
活
動
が

展
開
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
で
す
。

課
題
候
補
か
ら
選
ぶ
べ
き
は
、先
生
が
正

解
を
教
え
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
課
題
に
つ
い
て
継
続
的
に
調
査
で
き

た
り
、地
域
の
人
に
質
問
で
き
た
り
、生
徒

同
士
で
話
し
合
え
た
り
す
る
も
の
。
そ
の

豊
か
な
学
習
活
動
が
「
も
っ
と
詳
し
く
知

り
た
い
」と
課
題
の
質
を
高
め
ま
す
。

　

三
つ
め
は
、生
徒
が
ほ
か
の
生
徒
や
外
部

の
人
と「
協
同
」で
探
究
す
る
機
会
を
つ
く

る
こ
と
で
す
。一
人
で
は
課
題
設
定
が
で
き

な
い
生
徒
も
、誰
か
と
一
緒
だ
と
気
づ
き
を

得
た
り
、あ
き
ら
め
ず
に
頑
張
れ
た
り
し

ま
す
。
そ
う
し
て
協
同
で
探
究
す
る
こ
と

は
、私
た
ち
が
実
社
会
で
未
来
を
創
造
す

る
と
き
も
求
め
ら
れ
る
重
要
な
力
で
す
。

　
「
探
究
」と「
協
同
」。そ
の
実
践
と
な
る

「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」は
、授
業
に
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
、生
徒
が
主
体
的

に
学
ぶ
核
と
な
り
、地
域
や
未
来
も
変
え

て
い
く
。先
生
方
が
た
ず
さ
わ
る
こ
の
授
業

は
、そ
れ
ほ
ど
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
っ
て
い

る
時
間
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

①課題の設定
②情報の収集
③整理・分析
④まとめ・表現

■探究の過程を
　経由する。■日常生活や社会に

　目を向け、生徒が
　自ら課題を
　設定する。

課題の設定

情報の収集

整理・分析

まとめ・表現

■自らの考えや課題が
　新たに更新され、
　探究の過程が
　繰り返される。

の収集

出典：文部科学省『高等学校学習指導要領解説　総合的な学習の時間』

正
解
を
教
え
る
の
で
は
な
く

生
徒
の
探
究
と
協
同
を
支
援
す
る

巻頭インタビュー

総合的な学習の時間の進化で学校改革へ
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