
クラス担任のための
特別編集

「
い
ろ
ん
な
意
見
が
あ
り
ま
す
ね
」

で
は
話
し
合
い
に
な
ら
な
い

　

そ
ん
な
野
矢
教
授
の
論
理
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
の
授
業
で
は
、接
続
詞
の
使
い
方
や
質

問
の
仕
方
、反
論
の
仕
方
な
ど
を
、文
章

題
を
基
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
し
て
い
く
。
例
え

ば
２
つ
の
内
容
の
文
章
を
ど
の
よ
う
な
接

続
詞
で
つ
な
ぐ
か
考
え
る
場
合
、単
に
正

解
を
出
す
だ
け
で
な
く
、学
生
が
そ
れ
ぞ

れ
な
ぜ
そ
の
答
え
に
な
っ
た
の
か
、他
の
答

え
が
な
ぜ
違
う
と
思
う
の
か
、学
生
同
士

で
や
り
と
り
し
合
う
。

 

「
こ
の
や
り
と
り
自
体
が
、良
い
練
習
に

な
る
ん
で
す
。こ
こ
で
大
事
な
の
は
、意
見

を
明
確
に
述
べ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、そ
れ
以
上
に
、人
の
意
見
を
〝
聴
く
〞

こ
と
で
す
。生
徒
同
士
が
、自
分
た
ち
が
言

っ
た
こ
と
を
聴
い
て
、共
有
し
て
、そ
れ
に

対
し
て
応
答
し
て
い
く
。単
に『
私
は
こ
う

思
う
』『
僕
は
こ
う
思
う
』と
意
見
の
言
い

合
い
を
し
て『
い
ろ
ん
な
意
見
が
あ
り
ま
す

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
や
入
試
改
革

な
ど
に
よ
っ
て
、自
分
の
考
え
を
伝
え
た

り
、議
論
し
た
り
す
る
機
会
が
増
え
て
い

る
昨
今
の
高
校
生
。
し
か
し
、論
理
的
に

考
え
、表
現
す
る
の
が
苦
手
で
、苦
労
す

る
生
徒
が
多
い
の
も
事
実
だ
。

　

東
京
大
学
教
養
学
部
で
、初
年
度
教

育
と
し
て「
論
理
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」を
指
導

す
る
野
矢
茂
樹
教
授
に
よ
る
と
、論
理
力

は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
次
第
だ
と
い
う
。

 

「
あ
・
う
ん
の
呼
吸
で
言
わ
な
く
て
も
わ

か
る
と
い
う
状
況
を
期
待
せ
ず
、明
晰
な

言
葉
遣
い
で
相
手
に
伝
え
る
力
を
身
に
付

け
る
の
が
論
理
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
す
。
論
理

的
な
言
葉
を
使
う
に
は
、知
識
を
学
べ
ば

ど
う
に
か
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

心
掛
け
て
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
テ
ニ
ス
の
知
識
が
い
く
ら
あ
っ
て

も
プ
レ
ー
が
強
く
な
る
わ
け
で
は
な
く
、

練
習
の
積
み
重
ね
が
重
要
な
の
と
同
じ
よ

う
に
、一つ
ひ
と
つ
普
段
か
ら
練
習
し
て
い

く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
」

　

論
理
的
に
話
す
こ
と
に
不
慣
れ
な
生
徒

が
多
い
こ
と
に
関
し
て
、「
根
拠
を
言
う
こ

と
の
意
識
が
薄
い
と
い
う
よ
り
、そ
も
そ
も

相
手
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
薄
い

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」と
、野
矢
教
授
は

指
摘
す
る
。

 

「
今
の
生
徒
た
ち
は
、基
本
的
な
人
間
関

係
に
お
い
て
、な
る
べ
く
対
立
を
表
面
化
さ

せ
な
い
よ
う
に
、健
気
な
ほ
ど
に
心
を
砕
き

ね
』だ
け
で
は
話
し
合
い
に
な
り
ま
せ
ん
。

必
ず
、
な
ぜ
そ
う
思
う
の
か
根
拠
を
示

し
、さ
ら
に
、相
手
の
言
っ
た
こ
と
で
納
得

い
か
な
い
こ
と
は
、ど
う
し
て
納
得
い
か
な

い
か
ち
ゃ
ん
と
説
明
す
る
。そ
の
繰
り
返
し

が
大
切
で
す
」

　

そ
れ
は
ま
さ
に
、ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
な
ど
で
行
う
や
り
と
り
に
も
通
じ
る
。

必
ず
ル
ー
ル
を
決
め
て
や
り
と
り
を
行
う

こ
と
が
、ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
な
る
の
だ
。

 

「
人
の
意
見
を
聴
く
。
ち
ゃ
ん
と
根
拠
を

ま
す
。
そ
の
た
め
、自
分
が
言
っ
た
こ
と
で

相
手
が
動
か
な
け
れ
ば
、す
ぐ
撤
退
し
て

関
係
を
切
り
離
し
て
し
ま
う
。
優
し
さ
が
、

相
手
と
の
関
係
を
深
め
る
機
会
を
閉
ざ
し

て
し
ま
う
ん
で
す
。逆
に
言
え
ば
、わ
か
っ
て

も
ら
お
う
と
す
る
こ
と
、納
得
し
て
も
ら
お

う
と
す
る
こ
と
を
、ス
キ
ル
と
し
て
身
に
付

け
て
い
け
ば
、人
間
関
係
も
変
わ
っ
て
く
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
」（
図
1
）

も
っ
て
意
見
を
言
う
。
相
手
の
言
っ
た
こ

と
に
対
し
て
何
で
納
得
で
き
な
い
か
説
明

す
る
。
そ
れ
ら
を
場
の
ル
ー
ル
と
し
て
定

め
、一
つ
ひ
と
つ
教
師
が
伝
え
ま
す
。こ
う
い

う
授
業
な
ん
だ
と
わ
か
れ
ば
、生
徒
は
が

ん
ば
っ
て
発
言
し
よ
う
と
す
る
で
し
ょ
う
。

普
段
の
生
活
で
は
人
は
な
か
な
か
変
わ
れ

な
い
も
の
で
す
が
、教
室
の
中
で
、教
師
が

人
為
的
に
そ
う
い
う
環
境
を
作
る
こ
と
を

心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。
ま
さ
に
、教
師
だ
か

ら
こ
そ
で
き
る
指
導
だ
と
思
い
ま
す
」

『キャリアガイダンス』誌は全国の高校に贈呈しています（校長、教頭・副校長、進路指導主事先生宛に郵送）

バックナンバーの記事はすべてWEBサイトで閲覧いただけます

http://souken.shingakunet.com/career_g/ キャリアガイダンス 検索

高校生の主体的な進路選択を応援する先生のための

進路指導・キャリア教育の専門誌

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
の
話
し
合
い
が
苦
手
、自
分
の
考
え
を
伝
え
る
の
が
苦
手
。
そ
ん
な
生
徒
た
ち
の「
苦

手
」を
、論
理
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
克
服
し
て
い
く
ヒ
ン
ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

取
材
・
文
／
清
水
由
佳（
ラ
イ
タ
ー・
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）
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■ 特集

「授業」で社会を生きる力を育む
● 3人の教師が語る、私の授業観
 岩佐純巨先生（鈴鹿高校・三重・私立）
 跡部弘美先生（福岡高校・福岡・県立）
 高橋一也先生（工学院大学附属中学高校・東京・私立）
● 次期学習指導要領が目指す
  「社会に開かれた教育課程」の実現
 荒瀬克己（大谷大学教授／中央教育審議会 教育課程部会委員）
● 社会につながる11の授業
■ 連載
● 進路指導実践を磨く！
 百石高校（青森・県立）
● これからの推薦・AO入試指導 Season2
 第8回「高校生活でつける『マイテーマ』を設定する力」

　

論
理
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
、そ
ん
な
可
能
性

も
秘
め
て
い
る
。

 

「
第
一
歩
は
、自
分
が
言
っ
た
こ
と
を
わ
か
っ

て
も
ら
え
た
と
い
う
喜
び
を
感
じ
る
こ
と

で
す
。
そ
の
次
が
、自
分
の
意
見
に
反
対
し

て
い
た
相
手
が
賛
成
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
喜
び
。そ
し
て
、さ
ら
に
上
の
喜

び
は
、相
手
の
言
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
分

の
考
え
が
変
わ
る
喜
び
を
味
わ
う
こ
と
で

す
。
相
手
が
自
分
の
発
言
を
批
判
し
た
り

否
定
し
た
り
し
て
も
、人
格
を
否
定
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
と
本
当
に
身
に
染
み
て
く

れ
ば
、安
心
し
て
相
手
の
批
判
を
自
分
の

中
で
検
討
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、批
判
さ
れ

た
こ
と
を『
そ
う
か
』と
、喜
び
を
も
っ
て
受

け
入
れ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
一
番
上
の
レ
ベ
ル
。

そ
ん
な
最
終
段
階
を
目
標
に
示
す
こ
と
も

大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

文章を的確につなぐ接続詞を考えたり、文章の構成を分析
したりする101題の問題を解く中で、論理力を徐々に身に
付けていく。あとがきに、「御百度を踏むような」という表現が
あるが、まさにそのような地道なトレーニングの連続だ。

『論理トレーニング101題』
（産業図書）

東京大学教養学部
野矢茂樹教授
1980年、東京大学教養学部教養学
科卒業。1985年、東京大学大学院博
士課程を修了し、北海道大学文学部助
教授などを経て、2007年より現職。主
な著書に『はじめて考えるときのように』
（PHP研究所）、『新版論理トレーニング』
（産業図書）、『哲学な日々』『心という難
問』（講談社）など多数。NHK・Eテレ高
校講座『ロンリのちから』監修も。

図1 論理力（言葉の力）と人間関係

■ HRにおすすめ「質問トレーニング」

「聴く力を付けていくためにも、質問のトレーニングは非常に大事
だと思います。特に、HRなどで、生徒同士で互いに質問をしあうワ
ークは、批判や反論などよりもずっと取り組みやすい論理トレーニ
ングです」（野矢教授）

●STEP1
相手から話を聞き出す質問ワーク

「何かペットを飼っていますか？」など、相手から情報を引き出すよ
うに聞いていく。相手に興味をもち、相手の知らない部分を聞いて
いく。人間関係づくりや、クラスの雰囲気づくりにもつながる。

●STEP2
相手が話したことや、書いた文章の中で、
わからないことや納得できないことを
聞いていく質問ワーク

調べ学習の発表を聞いたり、作文・自己紹介文など本人が書い
た文章を読み、一つひとつ「これはどういうこと？」など丁寧に尋ね
ていく。わからないことを「わからない」と伝えるだけでもOK。「わか
らない」ことが恥ずかしいものではないという雰囲気づくりから、「質
問する力は大事なんだ」という理解につなげられることが大切。

■ 話し合いの場のルール

● 人の意見を聴く
● 根拠をもって意見を言う
● 相手の示した根拠に対してもきちんと応答する
● 相手の言ったことに対して、
 何で納得できないか説明する

「議論の場で、本人は反論しているつもりでも、かみあっていない
と感じることがよくあります。相手に反論しているようでいて、実は
自分の言いたいことだけを言い合い、水掛け論になっている。話し
合いに積極的に参加する学生でも、そうなりやすく、難しいんです。
そのために場のルールを徹底し、自分の意見の根拠を言う習慣を
身に付けることが大事です」（野矢教授）

言葉の力を身に付けると人間関係が変わり、
人間関係が変わると言葉の力も強くなる

他者を動かす
言葉を手に入れる論理力・

言葉の力

人とつながる
他者への関心

人間関係


