
授業の成り立ちや具体的な取り組み内容、
理論的背景など、さまざまな視点から紹介さ
れている。同著には収録されきれなかった、

実践者向けのガイドブックは、2017年冬に発売される予定。高
校における体験学習の振り返り向けに、90分1回バージョンの
ガイドも付録される予定だ。

『体験の言語化』
早稲田大学平山郁夫記念
ボランティアセンター（編）

クラス担任のための
特別編集

の
あ
る
社
会
の
課
題
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。
結
局
、体
験
し
た
と
き
の
自

分
の〝
気
持
ち
〞に
焦
点
を
当
て
た
振
り
返

り
が
、と
て
も
重
要
な
ん
で
す
」

　

と
こ
ろ
が
、「
気
持
ち
」に
焦
点
を
当
て

よ
う
と
す
る
と
、学
生
の
多
く
は
戸
惑
う
。

T
A（
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
）の
河

村
佳
奈
さ
ん
も
そ
う
だ
っ
た
と
い
う
。

 

「
福
島
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験
を
思
い
出

す
と
、ボ
ロ
ボ
ロ
涙
が
こ
ぼ
れ
て
く
る
の
で

す
が
、そ
の
気
持
ち
を
言
葉
に
で
き
な
い
。

す
ご
く
も
ど
か
し
い
思
い
を
し
ま
し
た
。
で

も
、何
度
も
繰
り
返
し
問
わ
れ
る
こ
と
で
、

徐
々
に
そ
の
感
情
を
表
現
で
き
る
言
葉
が

見
つ
か
っ
て
い
く
ん
で
す
」（
河
村
さ
ん
）

　

ペ
ア
ワ
ー
ク
や
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
で「
相
手
の

気
持
ち
」も
想
像
し
て
み
た
り
、そ
の
気
持

ち
が
ど
こ
か
ら
派
生
し
て
い
る
の
か
キ
ー
ワ

ー
ド
を
数
珠
つ
な
ぎ
に
マ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
社
会
課
題
と
も
つ
な
げ
て
い
く

こ
と
が
で
き
た
り
。
多
面
的
多
層
的
に「
気

持
ち
」と
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、漠
然

と
し
て
い
た「
も
や
も
や
」が
、次
第
に
自
分

の
言
葉
と
し
て
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
る

の
だ
。
授
業
を
受
け
て
い
る
社
会
科
学
部

2
年
・
飯
泉
美
玲
さ
ん
は
、「
段
階
的
に
自

　

早
稲
田
大
学
で
は
、2
0
1
4
年
か
ら
3

年
間
か
け
て
、『
体
験
の
言
語
化
』と
い
う

授
業
を
確
立
し
て
き
た
。
そ
の
背
景
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
国
内
外
で
の
経
験
も「
や
ば
い
」

「
す
ご
い
」と
し
か
表
現
で
き
な
い
学
生
に

危
機
感
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
、こ
の
授
業
の

開
発
を
担
当
し
た
一
人
、早
稲
田
大
学
平

山
郁
夫
記
念
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
准
教

授
・
兵
藤
智
佳
先
生
は
語
る
。

 

「
体
験
の
振
り
返
り
を
す
る
な
か
で
あ
り

が
ち
な
の
が
、活
動
に
関
す
る
客
観
的
な
デ

ー
タ
や
概
念
な
ど
を
文
献
や
グ
ー
グ
ル
で

探
し
、日
本
で
も
関
連
す
る
問
題
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
、そ
の
対
策
に
つ
い
て
提
言

と
し
て
ま
と
め
る
と
い
う
よ
う
な
発
表
で

す
。
確
か
に
客
観
的
に
正
し
い
発
表
で
は
あ

る
の
で
す
が
、本
人
が
体
験
し
た
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
語
ら
れ
ず
、自
分
と
は
直
接
つ
な
が

ら
な
い
外
の
世
界
の
出
来
事
と
し
て
眺
め

て
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。一
方
、大
き
く
感

情
が
動
い
た
場
面
を
一つ
選
び
出
し
、自
分

が
感
じ
た
こ
と
、他
者
と
出
会
っ
た
と
き
の

自
分
の
気
持
ち
に
焦
点
を
当
て
て
振
り
返

っ
て
い
く
と
、自
分
が
な
ぜ
そ
の
気
持
ち
を

抱
い
た
か
と
い
う
自
分
と
の
つ
な
が
り
を
実

感
し
、そ
こ
か
ら
さ
ら
に
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

教
員
の
役
割
は
、

安
心
・
安
全
な
場
の
確
保

　

現
在
、早
稲
田
大
学
の『
体
験
の
言
語

化
』授
業
は
、7
人
の
教
員
に
よ
っ
て
25
ク

ラ
ス
実
施
さ
れ
て
い
る
。そ
の
た
め
、誰
が
行

っ
て
も
同
じ
よ
う
に
授
業
が
進
め
ら
れ
る
よ

う
、詳
細
な
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
作
成
し
て
い
る

（
年
末
に
書
籍
化
予
定
）と
い
う
。

 

「
教
員
は
、あ
く
ま
で
も
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ

ー
と
し
て
そ
の
場
に
い
る
こ
と
が
大
事
で

す
。
教
え
た
り
、導
い
た
り
す
る
の
で
は
な

く
、学
生
の
思
考
を
助
け
て
い
く
存
在
。
学

生
が
自
分
の
気
持
ち
を
口
に
し
、思
考
を

深
め
て
い
け
る
安
心
・
安
全
な
場
を
い
か
に

作
っ
て
い
く
か
が
大
切
で
す
」（
兵
藤
先
生
）

　

そ
の
た
め
に
特
に
授
業
開
始
時
に
し
っ
か

り
押
さ
え
て
お
く
べ
き
グ
ラ
ン
ド
ル
ー
ル
と
、

自
己
開
示
を
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
配
慮
す

べ
き
内
容
を
コ
ラ
ム
２
で
紹
介
す
る
。

 

「
生
徒
の
気
持
ち
を
振
り
返
っ
て
い
く
過

程
で
は
、時
に
は
本
人
が
触
れ
ら
れ
た
く
な

い
過
去
や
経
験
を
思
い
出
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
り
、ク
ラ
ス
の
中
の
思
わ
ぬ
人
間
関
係

を
刺
激
す
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。そ
こ
で
、ま
ず
は
、職
業
体
験
や
オ
ー

プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
な
ど
、学
校
外
で
の
体
験

学
習
の
振
り
返
り
で
行
っ
て
い
く
と
、や
り

や
す
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

分
の
気
持
ち
に
気
付
い
て
い
く
こ
と
が
で

き
、感
情
に
名
前
が
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
」と
、感
想
を
語
っ
て
く
れ
た
。

資
料
の
な
い「
語
り
」に
よ
っ
て

自
分
の
言
葉
で
表
現
し
て
い
く

　

さ
ら
に
、「
自
分
な
り
の
言
葉
で
表
現
す

る
」た
め
の
工
夫
が
、早
稲
田
大
学
な
ら
で

は
の「
語
り
」で
の
発
表
に
あ
る
。

 

「
最
近
の
学
生
は
、パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
な
ど

を
使
っ
た
発
表
が
と
て
も
上
手
で
す
。
し
か

し
そ
れ
は
、自
分
の
言
葉
で
は
な
く
、ツ
ー

ル
に
頼
っ
た
発
表
に
陥
り
が
ち
で
も
あ
り
ま

す
。そ
こ
で
、ま
っ
た
く
資
料
を
使
わ
ず〝
語

り
〞で
伝
え
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
ま
し
た
」

（
兵
藤
先
生
）

　

何
を
説
明
す
れ
ば
他
人
が
理
解
で
き
る

の
か
、ど
こ
に
焦
点
を
当
て
る
と
話
が
わ
か

り
や
す
く
な
る
の
か
、自
分
な
り
の
表
現
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
学
生
た
ち

は
、何
度
も
試
行
錯
誤
し
て「
語
り
」を
深

め
て
い
く
。

 

「
学
生
に
は
、安
易
な
発
表
テ
ク
ニ
ッ
ク
や

ス
タ
イ
ル
を
真
似
る
の
で
は
な
く
、自
分
の

思
考
の
流
れ
が
無
理
な
く
論
理
的
に
伝
わ

る
よ
う
に
意
識
し
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
の
た

め
に
は
、先
輩
た
ち
の
発
表
映
像
か
ら
ゴ
ー

ル
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
、自
分
の
体
験

を
語
れ
る
よ
う
に
促
し
て
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・キャリア教育専門誌

夏
休
み
の
職
場
体
験
や
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
を
、自
分
事
と
し
て
捉
え
、

自
分
の
言
葉
で
表
現
で
き
る
よ
う
に
促
す
ヒ
ン
ト
を
取
材
し
ま
し
た
。
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
変わる大学入学者選抜
何を問うか、どう育むか
［Introduction］ 動き始めた大学入学者選抜
小林 浩（リクルート進学総研 所長）
［Case study］ 個別大学の入学者選抜の今
京都大学／鎌倉女子大学／北陸大学／藤田保健衛生大学／早稲田大学
［Report］ ここまで進む！中学入試
聖学院中学校（東京・私立）・香里ヌヴェール学院中学校（大阪・私立）
［Case study］ 生徒の個性を伸ばす学び
香椎高校（福岡・県立）／園部高校（京都・府立）／南陽高校（愛知・県立）
■ 連載
● 進路指導実践を磨く！
 川和高校（神奈川・県立）
● 教科でキャリア教育［英語］
 堤 孝先生 田名部高校（青森・県立）

コラム1 「体験の言語化」授業の構成

●授業ルポ

早稲田大学平山郁夫記念ボ
ランティアセンター 准教授 兵
藤智佳先生（写真左：北海道
立倶知安高校卒）2002年の
同センター設立以来、学生ボラ
ンティア活動支援のなかで、気
持ちを起点とした振り返りの重
要性を痛感。現在の授業の基

礎を2009年までに作り上げ、全学での取り組みへと広げてきた。
TA・教育学部5年 河村佳奈さん（写真右：神奈川県立湘南高
校卒）ボランティアセンターを通じて行った福島での復興支援ボラ
ンティアで、大きな衝撃を受ける。「体験の言語化」授業で自分の
気持ち・感情を言葉にする難しさと面白さを体験し、TAを志願した。

1回目 参加授業の心構えと目標設定
＜授業解説・グループワーク＞
　↓
2回目 振り返り（個人の体験）①
体験を思い出し、自分の気持ちを振り返る
＜ペアワーク＞
　↓
3回目 振り返り（個人の体験）②
相手の事情と気持ちを想像する
＜ペアワーク・ロールプレイ＞
　↓
4回目・5回目 振り返り（社会課題）
体験からつながる社会の課題を発見する
＜個人ワーク（マッピング）と全体共有＞
　↓
6回目 発表の構成をつくる

（個人の体験と社会の課題をつなげる）
＜グループワーク＞
　↓
7回目・8回目 「語り」発表とディスカッション
＜語りと相互評価＞

この日は、6回目の「個人の体験と社会の課題をつなげる」授業。
冒頭で昨年の先輩の「語り」発表DVDを観て、体験と社会の課
題のつながりを具体的にイメージ。その後、個人ワークでそれぞれ
の体験で感じた自分の気持ちをマッピングし、そこから社会のどの
ような課題につながるかを連想していく。個人ワークで黙 と々進
める人もいれば、TAの協力を仰いで自分の気持ちを掘り下げて
いく人も。「一つの体験を、これほど深く考えるのは初めてで新鮮
です。しかも、人に話したり聞いたりすることで、感情がどんどん膨
らんでくるのが面白い」とは、教育学部1年の生井朋樹くん。人
間科学部2年のT・Rさんも「大学に入学してからたくさんレポート
を書くなかで、自分の考えや気持ちをうまく言葉にできずもどかし
かったので、この授業を受けました。ペアワークやグループワーク
などを通じて他者の目線で自分を振り返ることができて、とても参
考になります」と言う。授業の最後には、希望者が率先して皆の
前で自分のマッピングを披露。行き詰まっている箇所に、クラスの
メンバーから「そこで何を感じていたの？」などの突っ込みを受けな
がら、自分の気持ちの揺れ動きを言語化していった。

※授業シラバスやルーブリック、
授業に関する問い合わせは以下HPへ
https://www.waseda.jp/inst/wavoc/open/contextualize/

コラム2 授業で特に押さえておくべきポイント

「授業のグランドルール」と「自己開示ガイドライン」は、プログ
ラムをスタートする前にプリントを配るなどして、クラス全員が
理解しておくことが大切。

【授業のグランドルール】
●  相手には共感的な態度で聞く
●  聞く側も相手に対する想像力を使いながら質問する
●  その場面が映像として想像でき、共感できるような情報を聞
き出す

●  表現された言葉を受け、そのときの本人の気持ちを思い出
させる質問を繰り返す

●  その場面での自分の気持ちは多層的であることを前提に、
それらを引き出す質問をする

●  相手の話を否定したり、価値判断や道徳的な判断をしない
●  相手の気持ちを確認しながら質問を重ねる

【自己開示ガイドライン】
●  授業で聞いた他人の話は、本人の了解なく勝手に他言し
ない（他言されるリスクもあることをわかったうえで、自分が話
すことの内容を意識する）

●  自分のことを話すのは、予期せず感情が揺れることもあるこ
とを知っておく

●  自分が話したくないことは、話さないように意識する
●  話したくないと感じたときは「それは話したくないです」と相手
に伝える

●  話しているうちにそのときの気持ちを思い出して辛くなってき
たら話すのも聴くのもいったんやめる

●  辛くなってきたら、授業のあとでも教員に伝える


