
と
、
授
業
を
は
じ
め
と
し
た
教
育
活
動
が

う
ま
く
回
ら
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

教
育
的
日
常
を
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
す
る
こ

と
で
、
自
分
の
思
考
の
偏
り
に
気
づ
く
こ
と

が
で
き
、
そ
し
て
、
一
人
ひ
と
り
の
生
徒
と

の
良
い
関
係
性
を
構
築
す
る
に
は
ど
う
行

動
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
教
室
の
状
況
は
生
徒
の
様
子
や

さ
ま
ざ
ま
な
環
境
に
よ
っ
て
、
刻
々
と
変
化

す
る
も
の
で
す
。
そ
の
と
き
の
状
況
に
お
い

て
そ
の
場
で
適
切
な
状
況
判
断
が
で
き
る
こ

と
を
「
教
育
的
タ
ク
ト
」
と
呼
び
、
教
員
に

と
っ
て
大
切
な
力
で
す
。
こ
の「
教
育
的
タ

ク
ト
」
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
も
リ
フ
レ
ク

シ
ョン
が
有
効
な
手
助
け
と
な
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

教
師
教
育
学
の
コ
ル
ト
ハ
ー
ヘ
ン
が「
氷
山

モ
デ
ル
」（
10
ペ
ー
ジ
・
図
２
）で
示
し
て
い
る

よ
う
に
、
目
に
見
え
て
い
る
行
為
の
下
に
は
、

思
考
や
感
情
、
さ
ら
に
望
み
が
隠
さ
れ
て
い

ま
す
。
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
感
情
や
望
み

ま
で
掘
り
下
げ
る
こ
と
で
、
本
質
的
な
気
づ

き
を
得
て
、
よ
り
良
い
次
の
行
為
を
選
択
で

き
る
よ
う
に
す
る
営
み
で
す
。
し
か
し
、
自

分
の
感
情
や
望
み
と
向
き
合
う
こ
と
は
決
し

て
簡
単
な
こ
と
で
は
な
く
、
特
に
教
員
は
自

分
の
感
情
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
苦
手
な

傾
向
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
教
員

は
教
育
現
場
で
感
情
を
も
つ
べ
き
で
は
な

い
」
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
、

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は「
学
び
に
向

か
う
力
」
や
「
学
び
続
け
る
」
姿
勢
の
大
切

さ
が
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。
教
員
に
は
教
科
の

専
門
性
だ
け
で
な
く
、
生
徒
の
学
び
へ
の
意

欲
を
引
き
出
し
、
主
体
的
で
継
続
的
な
学

び
を
促
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
社
会
が
急
激
に
変
化
す
る
な
か
、
教

員
が「
教
え
続
け
る
」
よ
り
も
生
徒
が「
学

び
続
け
る
」
姿
勢
を
身
に
つ
け
て
い
け
る
よ

う
に
、
教
員
の
役
割
も
変
わ
っ
て
き
て
い
ま

す
。
教
員
自
身
に
変
革
と
成
長
が
求
め
ら

れ
て
い
る
今
、
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
自
身
の
経

験
を
振
り
返
り
、
こ
れ
か
ら
の
行
動
を
考

え
る
う
え
で
不
可
欠
な
プ
ロ
セ
ス
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

教
員
で
あ
る
私
た
ち
に
は
、
本
人
も
無

意
識
の
思
考
の
癖
が
あ
り
ま
す
。
生
徒
た

ち
に
規
範
的
な
こ
と
を
指
導
す
る
立
場
で

あ
る
こ
と
も
あ
り
、「
〜
す
る
べ
き
」「
〜
で

あ
る
べ
き
」と
いっ
た
思
考
に
囚
わ
れ
が
ち
に

な
る
こ
と
で
す
。
現
象
学
的
に
は
「
前
理

解
」
と
言
い
ま
す
が
、
先
入
観
の
よ
う
な
も

の
で
す
。

　

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
自
身
が
先
入
観
を

も
っ
て
い
る
こ
と
に
ま
っ
た
く
気
づ
か
ず
に
授

業
を
し
た
り
、
生
徒
と
接
し
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
思
考
の
癖
が
、
生
徒
と
の
関
係

性
を
難
し
く
し
て
い
る
こ
と
が
往
々
に
し
て

あ
る
の
で
す
。
一
部
の
生
徒
と
は
う
ま
く
や

れ
る
け
れ
ど
、
他
の
生
徒
と
は
良
い
関
係

性
が
築
け
な
い
と
いっ
た
現
象
で
す
。
す
る
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期課程満期退学。修士（教育学）。専門は、教師教育学
（教師、保育者の養成と現職研修）、教育哲学。主な共著
書『リフレクション入門』、『ポジティブ＆リフレクティブな子
どもを育てる授業づくり』、寄稿『リフレクション大全』、論文
「教師教育における『省察』の意義の再検討̶教師の専
門性としての教育的タクトを身につけるために̶」ほか多
数。一般社団法人学び続ける教育者のための協会
（REFLECT）理事。

京都女子大学 
発達教育学部

村井尚子教授

教
科
の
専
門
性
以
外
に

教
員
が
身
に
つ
け
る
べ
き
力

教
員
の
自
己
肯
定
感
を
高
め

思
考
と
心
を
解
き
ほ
ぐ
す

「
学
び
に
向
か
う
力
」は
生
徒
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
社
会
人
に
と
っ
て
成
長
の
源
と
な
る
力
で
も
あ
り
、

そ
れ
は
教
員
に
も
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
教
員
の
成
長
に
と
っ
て
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
は

ど
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
実
施
す
れ
ば
よ
い
か
。
教
員
同
士
で
取
り
組
め
る
具
体
例
に
つ
い
て
、

大
学
で
教
師
教
育
学
を
研
究
し
、
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
普
及
に
努
め
る

「
学
び
続
け
る
教
育
者
の
た
め
の
協
会（
Ｒ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
）」の
理
事
で
あ
る
村
井
尚
子
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

本
質
的
な
気
づ
き
な
く
し
て

新
た
な
行
動
に
は
結
び
つ
か
な
い
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し
た
い
出
来
事
の
具
体
化
を
促
す
よ
う
、

自
分
の
行
動
の
背
景
に
あ
る
思
考
、
感
情
、

望
み
を
表
面
化
さ
せ
、
相
手（
生
徒
、
同
僚

な
ど
）の
行
動
の
背
景
に
あ
る
思
考
、
感
情
、

望
み
を
想
像
し
て
掘
り
下
げ
て
い
く
ツ
ー
ル

で
す
。
こ
の
８
つ
の
問
い
を
考
え
て
書
い
て
み

る
こ
と
で
、
自
分
と
相
手
の
違
い
に
気
づ
き
、

ど
う
す
れ
ば
よ
か
っ
た
か
、
次
に
ど
う
す
れ

ば
よ
い
か
を
考
え
る
手
助
け
に
な
り
ま
す
。

　

リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
す
る
際
は
他
者
か
ら

の
視
点
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
も
有
効
で
す
。
１

対
１
だ
と
気
詰
ま
り
な
状
態
に
な
る
こ
と

も
あ
る
の
で
、
私
の
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
な
ど
で

は
、
3
人
チ
ー
ム
で
や
っ
て
い
ま
す
。
リ
フ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
主
体
で
あ
る
相
談
者
、
コ
ー
チ
、

コ
ー
チ
の
コ
ー
チ
と
い
う
役
割
分
担
で
す
。

　

ま
た
、
行
為
を
振
り
返
る
際
は
感
情
ま

で
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
、
コ
ン

フ
ォ
ー
ト
・
ゾ
ー
ン
、
つ
ま
り
安
全
・
安
心
の

場
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
と
本
質
に
辿
り
つ

き
に
く
く
な
り
ま
す
。
コ
ー
チ
役
の
人
は
①

相
手
を
受
容
し
、
②
共
感
し
、
③
傾
聴
し
、

④
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
良
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
、
⑤

ダ
メ
出
し
は
せ
ず
、
⑥
ア
ド
バ
イ
ス
は
後
回

し
に
し
ま
す
。
こ
れ
を
「
安
全
・
安
心
の
６

か
条
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
ま
ず
は
本
人
か

ら
引
き
出
す
こ
と
が
大
事
な
の
で
、
本
人
が

振
り
返
り
を
し
た
内
容
を
最
後
ま
で
聴
き

終
わ
っ
た
時
点
で
、
８
つ
の
窓
の
う
ち
、
ま

だ
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
点
な
ど
に
つ
い
て
質

問
を
し
て
い
く
こ
と
で
、
本
人
か
ら
引
き
出

し
て
い
き
ま
す
。

　

こ
う
し
た
方
法
を
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち

に
、
自
身
で
も
自
然
と
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

教
員
同
士
で
リ
フ
レ
ク
シ
ョン
す
る
た
め
に

は
、
ま
ず
は「
場
づ
く
り
」
が
欠
か
せ
ま
せ

ん
。
で
き
れ
ば
学
年
会
や
担
任
会
な
ど
で

仕
組
み
を
つ
く
っ
て
、
組
織
で
取
り
組
む
こ

と
が
望
ま
れ
ま
す
。そ
し
て
、実
施
に
あ
た
っ

て
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
は
、
校
内
で
の
上
下
関
係
を
一
旦
取

り
払
う
こ
と
で
す
。
な
か
な
か
難
し
い
こ
と

浅
い
振
り
返
り
で
次
の
行
為
を
選
択
し
て
し

ま
い（
図
１
：
②
↓
④
）、
結
果
的
に
解
決

に
な
ら
な
い
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
授
業
中
に
姿
勢
の
悪
い
生
徒

が
気
に
な
っ
て
叱
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
果
た

し
て
「
姿
勢
が
悪
い
の
は
良
い
こ
と
で
は
な

い
」と
い
う
倫
理
的
な
思
考
だ
け
で
叱
っ
た
の

か
。
そ
う
い
う
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
の
奥
に「
姿
勢
の
良
く
な
い
生

徒
を
見
る
の
は
好
き
で
は
な
い
」
と
い
う
自

分
の
感
情
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
と
、「（
姿

勢
は
良
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、）ど
う

し
て
そ
の
生
徒
が
そ
う
い
う
姿
勢
で
い
る
の

か
を
考
え
て
み
よ
う
」
と
思
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。
叱
る
と
い
う
行
為
を
す
る
前
に
、

そ
の
意
味
を
一
旦
考
え
る
こ
と
で
、
違
っ
た

対
応
が
で
き
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

自
分
の
思
考
や
感
情
、
望
み
と
向
き
合

う
に
は
自
己
開
示
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
自

然
に
そ
れ
が
で
き
る
リ
フ
レ
ク
テ
ィ
ブ
な
人

も
い
ま
す
。
そ
う
で
な
い
人
も
繰
り
返
し
て

い
く
こ
と
で
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

リ
フ
レ
ク
テ
ィ
ブ
な
思
考
の
習
得
に
役
立

つ
の
が
コ
ル
ト
ハ
ー
ヘ
ン
が
開
発
し
た「
8
つ
の

窓
」の
問
い
で
す（
図
２
）。
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン

図2：具体化を促す「8つの窓」

図1：理想的なリフレクションのプロセスを示した
 コルトハーヘンの省察モデル（ALACTモデル）

私は何をしたか？ 相手は何をしたか？

私はどう感じたか？ 相手はどう感じたか？

私は何を考えたか？ 相手は何を考えたか？

私は何を望んでいたか？ 相手は何を望んでいたか？

リフレクションする経験（出来事）について、そのときの自分と相手（生徒、同僚など）そ
れぞれの行動の背景にある、思考、感情、望みを掘り下げていく。

ある出来事についてリフレクションする際、目に見えた行為を振り返って②次の行為④を起こ
すのではなく、行為の奥に隠された思考や感情を掘り起こすことで本質的な気づきを得て③、
それに基づくことで次の取るべき行為を選び④、また次の行為⑤についての振り返りを繰り
返していく（村井先生の講演資料を基に編集部で作成）。

A: Action
L : Looking back on the action
A: Awareness of essential aspects
C: Create alternative method of action
T: Trial

重要な点は
どこに

あったのか？

これはどういう
結果を

生むだろうか？

何が
起きたのか？

「
８
つ
の
窓
」で
考
え
る
こ
と
で

リ
フ
レ
ク
テ
ィ
ブ
な
思
考
を
習
得

心
が
ほ
ぐ
れ
て
い
な
い
と

気
づ
き
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い

「学びに向かう力」を育むリフレクション
Reflection × 教員
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ン
か
ら
始
め
る
と
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

教
員
間
で
実
施
し
や
す
い
リ
フ
レ
ク
シ
ョ

ン
・
ワ
ー
ク
の
具
体
例
を
お
伝
え
し
ま
す
。

　

一
つ
目
は「
紙
皿
の
ワ
ー
ク
」で
す
。
自
身

の
コ
ア
・
ク
オ
リ
テ
ィ
を
知
る
た
め
に
有
効
な

ワ
ー
ク
で
す
。
コ
ア
・
ク
オ
リ
テ
ィ
と
は
、
コ

ン
ピ
テ
ン
シ
ー
と
は
異
な
り
、
評
価
や
数
値

化
で
き
な
い
強
み
の
こ
と
で
す
。
チ
ー
ム
ワ
ー

ク
で
、
紙
皿
に
お
互
い
の
コ
ア
・
ク
オ
リ
テ
ィ

を
寄
せ
書
き
の
よ
う
に
書
い
て
指
摘
し
合
う

こ
と
で
、
自
分
で
気
づ
か
な
か
っ
た
自
分
の

強
み
に
気
づ
き
、
自
己
肯
定
感
が
高
ま
り
、

心
を
ほ
ぐ
す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

二
つ
目
は
、「
イ
メ
ー
ジ
カ
ー
ド
を
活
用
し

た
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
」で
す
。
例
え
ば「
理
想

の
教
育
・
授
業
と
は
？
」
等
の
お
題
に
つ
い
て
、

用
意
さ
れ
た
自
然
物
や
人
な
ど
の
写
真
の

カ
ー
ド
か
ら
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
カ
ー

ド
を
選
び
、
そ
れ
を
基
に
お
題
に
つ
い
て
言

語
化
し
て
い
き
ま
す
。
な
か
な
か
言
葉
に
し

づ
ら
い
潜
在
的
な
思
い
も
、
カ
ー
ド
を
介
す

る
こ
と
で
言
葉
に
出
し
や
す
く
な
り
、
自
身

の
思
考
や
感
情
を
言
語
化
し
た
り
意
識
化

し
た
り
す
る
こ
と
に
役
立
ち
ま
す
。

　

三
つ
目
は「
ヒ
ー
ロ
ー
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」で
す
。

４
〜
５
人
の
チ
ー
ム
で
聞
き
手
役
と
語
り
手

役
を
順
番
に
担
い
ま
す
。
野
球
の
ヒ
ー
ロ
ー

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
同
様
の
形
式
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
過
去
の
成
功
体
験
を
語
っ
て
い
き
ま
す
。

「
讃
え
る
↓
そ
の
と
き
の
感
情
を
聞
く
↓
今

後
の
抱
負
」の
流
れ
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
合
い
、

成
功
体
験
か
ら
の
学
び
を
実
感
す
る
こ
と
で
、

次
の
行
動
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
チ
ー
ム
で
実
施
す
る
こ
と
で
、

自
己
と
他
者
の
強
み
を
共
有
・
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
場
づ
く
り
」が
で
き
れ
ば
、
簡
単
に
始
め

ら
れ
る
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
ワ
ー
ク
は
多
様
に

あ
り
ま
す
。
教
員
間
で
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
す

る
こ
と
で
、
学
年
団
や
学
校
が
チ
ー
ム
と
し

て
成
長
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
感
情
的
な
部
分
を

引
き
出
す
に
は
全
員
が
フ
ラ
ッ
ト
で
な
い
と

出
て
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
ベ
テ

ラ
ン
が
若
手
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ク
に
な
る
こ
と

が
必
須
で
す
。
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
す
る
主
体

が
ベ
テ
ラ
ン
で
、
コ
ー
チ
役
が
若
手
と
い
う

ケ
ー
ス
を
あ
え
て
つ
く
る
こ
と
も
効
果
的
で

す
。
相
談
役
の
ベ
テ
ラ
ン
が
悩
ん
で
い
る
こ

と
を
題
材
に
す
る
と
、
若
手
が「
こ
の
先
生

で
も
こ
ん
な
悩
み
を
も
っ
て
い
る
な
ら
、
自

分
が
悩
ん
で
も
当
た
り
前
な
ん
だ
な
」
と
大

き
な
安
心
材
料
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、「
や
っ
て
よ
か
っ

た
」
と
思
え
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
で
す
。
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
図
１
の
サ
イ
ク

ル
の
よ
う
に
繰
り
返
し
行
う
こ
と
に
意
味
が

あ
り
ま
す
の
で
、「
や
っ
て
よ
か
っ
た
」
と
思
え

る
も
の
で
な
い
と
、
次
は
や
り
た
く
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
いっ
て
も

単
に
褒
め
合
う
楽
し
い
場
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
お
互
い
に
気
づ
き
や
学
び
が
得
ら
れ

る
振
り
返
り
が
理
想
で
す
。
自
分
で
は
気

づ
け
な
か
っ
た
発
見
が
あ
る
と
、
ま
た
や
っ
て

み
た
く
な
る
の
で
す
。

　

気
づ
き
を
得
る
に
は「
心
を
ほ
ぐ
す
」
こ

と
が
非
常
に
重
要
で
す
。
心
が
ほ
ぐ
れ
て
い

な
い
と
振
り
返
り
で
表
面
化
さ
れ
て
き
た
自

分
の
感
情
や
望
み
と
いっ
た
本
質
を
受
け
入

れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
形

骸
化
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。「
心
を
ほ
ぐ

す
」
と
は
、
た
だ
オ
ー
プ
ン
に
な
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、自
己
肯
定
感
を
も
つ
こ
と
で
す
。

教
員
の
自
己
肯
定
感
は
、
授
業
で
生
徒
と

向
き
合
っ
た
り
、
授
業
改
善
の
た
め
に
教
員

同
士
で
参
観
し
合
え
る
か
ど
う
か
な
ど
、

日
常
の
教
育
活
動
を
左
右
し
ま
す
。
ま
ず

は
自
身
の
強
み
を
自
覚
す
る
リ
フ
レ
ク
シ
ョ

「紙皿のワーク」の詳細について書かれた『リフレ
クション大全』（上左）。リフレクションの基本理論
とワーク例の詳細が記された『リフレクション入門』
（上右）。チームでコア・クオリティを書いてもらっ
た紙皿は、吊していつも見えるところに飾っておく
と効果的（中）。イメージカード（下）はREFLECT
のホームページで購入できる。

教
員
間
の
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
で

強
い
教
員
集
団
が
で
き
て
い
く
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立教大学の中原 淳教授
が作成している「経験学
習カルテ」を基に、酒井先
生が独自で作成したワー
クシート。「経験したこと」
「学んだこと」「学んだこと
を活かす」のシンプルな内
容だが、焦点が絞られて
いる。

3学年担任・稲垣桃子先生（左）、個人でも
10年以上リフレクションを続けている3学
年主任・研究主任の酒井淳平先生（右）。

教員は現場で学ぶことが多いからこそ、
教科、世代を超えて意識化を

～立命館宇治中学・高校（京都・私立）～

村井教授のリフレクション研修を受け、実践的な研究にも参加している立命館宇治中学・
高校。教員同士のリフレクションを学年団で実践している、3学年担当の酒井先生と稲垣
先生に取組の内容、教員の変化について伺いました。

時期 やったこと 内容

1回目 5月初め 4月を振り返る ●グループで語り合う。お互いによく聴くことがテーマ。

2回目 7月初め 1学期の振り返りを
カルテに記入

● 回収し、まとめて平均値も出した。次回の会議で共有し、みんな
で今後の方向性を確認。

3回目 9月終わり 文化祭の取組について
振り返る

● 4人グループをつくり、グループ内で発表。聞いたメンバーはそ
の1カ月間の発表者の成長や、がんばり、発表を聞いての感想
を書いて発表者に渡す。
● 学年で、お互いのがんばりを語り合い、まとめ合う雰囲気。さら
にベテランの方のがんばり方や技を若手が聞く機会になる。

4回目 12月初め 10月～11月のことを
振り返る

● クラブの日本一への挑戦、授業や面談など生徒対応のこと、課
外での取組、家庭で学んだことなどいろいろなテーマが出る。
● 3人一組。聞いたらコメントを書いて発表者に渡す。→どのグル
ープも話が弾み、「いい話だった」との感想。

5回目 3月終わり 学年総括リフレクション

図3：1年間に学年団の教員同士で実施したリフレクション

教員のリフレクション実践事例

　2017年に酒井淳平先生が学年主任

を任されてから、学年でのリフレクションに

意識して取り組み始めた。

 「教員は授業や行事などの現場で多くの

学びや気づきを得ているのですが、その一

方で現場では時間が刻々と流れていくの

で意識していないと忘れてしまいます。それ

を思い起こして、意識化し、自身に定着で

きるのがリフレクションの良さだと思います。

また、自分の学年は教員の世代がバラバ

ラで意図的に場づくりをしないとベテラン

の技が若手に伝わらない怖れがありました。

リフレクションを学年で一緒に行うことで、

個人の学びをシェアできるよう、リフレクショ

ンをやってみようと思いました」（酒井先生）

　2017年度は2カ月に1回のペースで、

担任会議の時間に振り返りを実施（図3）。

「経験学習カルテ」というワークシートに、そ

の回で振り返る期間に自身が経験した仕

事内容をテーマに、「経験したこと」→「学

んだこと」→「学んだことを活かす」の3項

目を記入。それを基に３～４人のチームで

語り合っている。

 「テーマとする仕事内容は自由に設定で

きるので、ベテランはベテランなりに、若手

は若手なりに抱えている課題が出ていまし

た」（酒井先生）

 「経験したこと」と「学んだこと」をセットで

考えることで、そこに必ず自分の学びや強

みが見えてくるという。ワークシートを記入

することで、自然と自己肯定感が高まる手

助けにもなっているのだ。

　教員歴4年目の稲垣桃子先生は、リフレ

クションを体験する前は、何の役に立つの

か懐疑的だったという。

 「でも、ベテランの先生の考え方や、同年

代でも自分より広い視野をもっている先生

たちと語り合うなかで、自分が課題と思って

いた『生徒に寄りすぎてしまうこと』を認め

てもらったり、自分とは違う見方でアドバイ

スいただけたことで目から鱗が落ちる思い

でした。20代の私が50代の先生方と対

等に意見交換できる場であるのもありがた

かったです。この3年間で自分の授業が一

番変わったと思います。部活動や探究でも

生徒を否定することがなくなり、一旦『何で

そう思った？』と尋ねられるようになりました。

結果として生徒にもリフレクションを促せる

ようになったのかな、と」（稲垣先生）

 「リフレクションを実施することで、お互い

の取組や思いを共有することができ、それは

すごく大事なことだと思っています。個人で

されていた素晴らしい取組と手法を、学年

団全体で共有できたことがよかったです。ま

た、同じ教科の先生同士だと教科のコンテ

ンツ論になりがちですが、異教科でチームに

なることで、生徒の話がしやすくなると思いま

した」（酒井先生）

　リフレクションを始めてから、自然と職員

室での会話が増えたことを両先生は実感

している。

 「リフレクションの場と時間は意識しない

とつくれません。毎回20～30分程度なの

で学年主任などミドルリーダーが仕組みを

つくっていけばどの学校でも取り組めるの

ではないでしょうか」（酒井先生）

書くこと、語ることで、忘れていた
自らの学びが意識化し定着する

ベテランの個のスキルを共有でき、
対話が増えることで若手が成長

※ダウンロードサイト：リクルート進学総研＞＞ 発行メディアのご紹介＞＞ キャリアガイダンス（Vol.435）

「学びに向かう力」を育むリフレクション
Reflection × 教員
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