
■ 生徒の自発的な「問い」を促す授業

クラス担任のための
特別編集

か
ら
手
伝
っ
て
』と
言
わ
れ
る
の
と
、『
○

○
が
得
意
な
あ
な
た
の
力
を
貸
し
て
ほ
し

い
』と
言
わ
れ
る
の
で
は
、ま
っ
た
く
違
い

ま
す
よ
ね
。
前
者
は『
忙
し
い
』と
い
う
出

来
事
に
意
識
が
向
か
っ
て
い
ま
す
が
、後
者

は
相
手
に
関
心
を
向
け
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、両
者
の
違
い
は
、発
言
す
る
人
の
姿
勢

や
考
え
方
の
違
い
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

相
手
と
ど
う
い
う
関
係
を
つ
く
り
た
い
か
、

が
反
映
さ
れ
る
ん
で
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ

う
に
、 〝
ど
う
問
い
か
け
る
か
〞を
理
解
す

る
こ
と
が
大
事
で
す
」

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
で
生
徒

自
身
の
考
え
や
問
い
を
促
そ
う
と
思
っ
て

も
何
だ
か
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス

の
場
合
、教
師
の
側
の
姿
勢
に
原
因
が
あ

る
こ
と
も
少
な
く
な
い
と
い
う
。
 

「
生
徒
が
何
を
考
え
て
い
る
の
か
、ど
う
い

う
視
点
を
も
っ
て
い
る
の
か
、生
徒
自
身

に
興
味
を
も
つ
こ
と
が
大
事
で
す
。
教
師

の
問
い
か
け
は
、生
徒
が
自
ら
考
え
、自
分

の
視
点
や
考
え
に
気
づ
く
の
を
手
伝
う

役
割
。
と
こ
ろ
が
、つ
い『
良
い
質
問
だ
ね
』

な
ど
と
評
価
し
、誘
導
し
た
く
な
っ
て
し

ま
う
。そ
れ
で
は
、生
徒
は〝
答
え
合
わ
せ
〞

を
し
よ
う
と
し
て
し
ま
っ
て
、自
ら
の
問
い

を
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
と

　

社
会
の
中
で
、自
ら
考
え
、周
囲
と
協
働

し
て
、物
事
を
解
決
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、

「
問
い
か
け
力
」が
大
事
だ
と
、社
会
起
業
家

を
支
援
す
る
株
式
会
社
エ
ン
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

代
表
取
締
役・
広
石
拓
司
さ
ん
は
言
う
。

 

「
地
域
の
課
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た

と
き
、地
域
住
民
や
協
力
者
の
存
在
は
不

可
欠
で
す
。し
か
し
、『
こ
れ
が
解
決
策
で
、

こ
う
す
べ
き
だ
』と
説
得
し
よ
う
と
し
て

も
、人
は
な
か
な
か
動
い
て
く
れ
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
反
発
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、『
あ
な
た
は
何
を
大
切
に
思
っ

て
い
ま
す
か
？
』と
か『
子
ど
も
の
貧
困
は

問
題
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
？
』と
問
い
か
け

る
と
、周
り
の
人
は
関
わ
り
や
す
く
な
り

ま
す
。
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、従
来
の

よ
う
な
縦
型
の
命
令
指
揮
系
統
の
リ
ー
ダ

ー
で
は
な
く
、参
加
し
や
す
い
場
を
つ
く
る

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
型
リ
ー
ダ
ー
で
す
。
そ

の
た
め
に
は
、〝
問
い
か
け
力
〞を
身
に
付
け

る
こ
と
が
重
要
な
ん
で
す
」

　

そ
ん
な「
問
い
か
け
力
」は
、生
徒
だ
け
で

な
く
教
師
に
も
重
要
な
力
。ま
ず
は
、生
徒

に
答
え
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、生
徒
が
自

ら
考
え
ら
れ
る
よ
う
な「
問
い
か
け
」を
意

識
す
る
こ
と
も
大
切
に
な
り
そ
う
だ
。

 

「
例
え
ば
、『
忙
し
く
て
人
手
が
足
り
な
い

　

そ
こ
で
広
石
さ
ん
は
、生
徒
の
問
い
を

つ
く
る
力
を
伸
ば
す
に
は
、ま
ず
は
日
頃
の

「
決
め
つ
け
て
い
る
こ
と
」「
思
い
込
ん
で
い

る
こ
と
」を
疑
問
に
変
え
て
い
く
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
を
勧
め
る
。

 

「『
本
当
に
○
○
な
の
か
？
』『
ど
う
し
て
○

○
な
の
か
？
』に
置
き
換
え
る
こ
と
か
ら
始

め
る
の
で
も
い
い
と
思
い
ま
す
。例
え
ば
、『
学

校
は
本
当
に
必
要
な
の
か
？
』と
か
。
答
え

が
出
な
い
よ
う
な
問
い
と
じ
っ
く
り
向
き
合
っ

て
み
る
。
社
会
の
中
で
、正
解
が
な
い
問
い
が

増
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
、答
え
を
求
め
る
の
で

は
な
く
、問
い
と
共
に
生
き
る
。
し
か
も
、そ

れ
を
一
人
で
は
な
く
仲
間
と
共
有
す
る
。
そ

し
て
、素
朴
な
疑
問
が
面
白
い
と
、そ
ん
な

気
持
ち
に
な
っ
て
も
ら
え
る
と
い
い
で
す
ね
」

　

そ
の
た
め
の
ワ
ー
ク
と
し
て
、1
時
間
、

ず
っ
と
問
い
を
つ
く
り
続
け
る
授
業
を
、

広
石
さ
ん
は
提
案
す
る
。

 
「
企
業
研
修
な
ど
で
も
よ
く
行
う
の
で

す
が
、〝
理
想
の
上
司
〞な
ど
の
テ
ー
マ
を

設
定
し
、ま
ず
は
、一
人
で
い
く
つ
も
の
問
い

を
つ
く
っ
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
の
後
、他
の

人
の
問
い
に
、さ
ら
に
問
い
を
重
ね
て
い

く
。答
え
が
思
い
浮
か
ん
で
も
、無
理
矢
理

に
で
も
問
い
に
し
ま
す
。そ
う
や
っ
て
1
時

間
、ひ
た
す
ら『
問
い
』を
つ
く
り
続
け
ま

す
。と
こ
ろ
が
終
わ
っ
た
と
き
に
、『
こ
ん
な

に
深
く
理
想
の
上
司
像
に
つ
い
て
考
え
た

こ
と
は
な
か
っ
た
』と
い
っ
た
感
想
が
出
て

き
ま
す
。
問
い
を
つ
く
る
と
は
、そ
れ
ほ
ど

深
い
考
え
を
促
す
作
用
が
あ
り
ま
す
」

　

問
い
を
つ
く
る
た
め
に
は
、論
点
を
定

め
、考
え
、整
理
す
る
こ
と
が
不
可
欠
。
し

か
も
他
者
の
問
い
に
刺
激
を
受
け
、よ
り

テ
ー
マ
に
興
味
を
も
つ
。
そ
の
循
環
が
、思

考
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。

 

「
あ
る
科
学
者
が
、人
が
一
番
変
化
す
る

の
は
、答
え
を
見
つ
け
た
と
き
で
は
な
く
、

問
い
が
生
ま
れ
た
瞬
間
だ
と
言
っ
て
い
ま

す
が
、ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、先
生
が
問
い
を
出
す
の
で

は
な
く
、生
徒
が
問
い
を
つ
く
る
機
会
を

た
く
さ
ん
与
え
て
い
っ
て
も
ら
え
る
と
い
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

い
。
そ
う
い
う
難
し
さ
を
自
覚
す
る
だ
け

で
も
、ま
ず
は
大
切
だ
と
思
い
ま
す
」

は
い
え
、頭
で
は
わ
か
っ
て
い
て
も
、実
行

す
る
と
な
る
と
、こ
れ
が
な
か
な
か
難
し
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生
徒
自
身
が
問
い
を
も
ち
、問
い
か
け
て
い
く
力
を
つ
け
る
こ
と
は
大
切
だ
け
ど
難
し
い
。

ど
の
よ
う
に
伸
ば
せ
ば
い
い
か
、ヒ
ン
ト
を
取
材
し
ま
し
た
。
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「多様性」で拓く 生徒の未来
［Interview］
これからの社会でなぜ「多様性」が求められるのか
［Company Case］
変わる企業の働き方 その狙いを探る
［Educational Case］
学びが深まる 取り組み実践レポート
● 多様な学校間連携で協働する場／石川県教育委員会 他6事例
［Special Message］
誰もが楽しく生きるために 教育がいま変わるとき
鈴木 寛（文部科学大臣補佐官）
■ 連載
● 先進校に学ぶキャリア教育の実践
 大阪府教育センター附属高校（大阪・府立）
● 教科でキャリア教育［物理］
 高原 隆先生 瀬谷高校（神奈川・県立）

授業の主体は“生徒”
「どうしたい？」で授業が進む
　かえつ有明中・高等学校（東京・私立）では、2015年から、探
究型のクラスを1クラス設けている。金井先生は、その社会科を
担当。ユニークな授業を展開している。
　例えば1年次、近現代史の政治哲学における正義や功利主
義などを理解するため、漫画『沈黙の艦隊』の一場面を取り上
げ、自分ならどんな台詞を言うかを生徒それぞれが考える。その
後、誌面に登場するいろいろなタイプの政治家のどの発言に近
いかを選び、同じタイプでグループになる。さらに、満州事変や太
平洋戦争を、それぞれのタイプで考えるとどう捉え、決断するかを
シミュレーションし発表した。
 「授業では、まず自分の意見をもち、次に他者の異なるさまざま
な意見を聞き、そこから一緒になってどうしたらいいか第3の道を
探る。その3段階を意識しています。その繰り返しの中で、生徒は
驚くほど成長し、自分なりの考えや問いをもつようになります」
　2年次には、生徒たちから「自分たちで面白いテーマを選び、
教科書を作りたい」と提案され実施した。自然と授業は生徒主体
となり、2学期後半には「次、何をやろうか？」と金井先生から逆
に生徒に問いかけるほど。そんな金井先生の「どうする？」「どうし
たい？」という問いかけが、さらに次の好奇心を刺激する。
 「自分の中から出てくる好奇心を大事にしたいと思っています。
自分から動いて考え、理解したことはずっと覚えていますし、深く
考え試行錯誤することで物の見方が身に付く。それがとても重
要だと思います」

2001年より西武学園文理中学・高等学
校で社会科教諭として勤務し、2013年
に現校へ。授業では「自分が面白そうと思
うことをやってみよう」と工夫を凝らす。

かえつ有明中・高等学校
金井達亮先生 

金井先生は、授業をほとんど図書館で行うという。そう
することで、疑問に思ったことを生徒はすぐに調べ、知
識を深める。おかげで、このクラスの生徒の図書貸し
出し数は、他クラスの100倍以上にも上るとか。

発表も多く、物怖じしなくなる。授業見学に来る社会
人とも、会話を楽しむ姿に金井先生も驚くとか。

日本史を妖怪で読み解いたり、歴史ゲームを作った
り、先祖のルーツをたどったり。楽しそうに学ぶ。

株式会社エンパブリック
代表取締役
広石拓司氏

東京大学大学院薬学系修士課程修了後、シンクタンク勤
務。2001年からNPO法人ETIC.で社会起業家の育成に
携わる。2008年、エンパブリック創業。行政や企業、個人
に対して、正解のない時代に、新しい価値を生み出すため
のアプローチを推進。さまざまなワークショップなどを実践す
る。慶應義塾大学総合政策学部・立教大学大学院21世
紀社会デザイン研究科などの非常勤講師も務める。
エンパブリックでは「問いかけ力を磨こう」などのゼミやワー
クショップを開催している。http://empublic.jp/

アメリカでの「質問づくり」の手法
と実践例が書かれた本著。広石氏
も行っている「質問だけ」授業の
ルール（評価したり答えたりしない
とか、意見や主張は疑問文に直す

とか）や、具体的な手法などが詳しく書かれている。「質問
づくり」だけの授業の効果なども、実際のケースなどととも
に理解できる。

『たった一つを変えるだけ～
クラスも教師も自立する
「質問づくり」』

「問いをつくる力」を養うお薦めの本


