
瀬
理
事
長
に
話
し
た
と
こ
ろ
、「
な
る
ほ
ど
。
そ
う

い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
高
等
学
校
の
『
総
合
的
な
探

究
の
時
間
』
の
学
習
指
導
要
領
解
説
が
参
考
に
な
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
回
の
学
習
指
導
要
領
か
ら
、

従
来
の
『
総
合
的
な
学
習
の
時
間
』
を
、
小
中
学
生

は
『
総
合
的
な
学
習
の
時
間
』、
高
校
は
『
総
合
的

な
探
究
の
時
間
』と
名
称
を
分
け
て
い
る
の
で
す
が
、

そ
の
違
い
は
、
高
校
生
の
場
合
は
、『
自
己
の
在
り

方
生
き
方
を
考
え
る
』
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
」

と
い
う
示
唆
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
「
探
究
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
課
題
の
設
定
↓
情
報

の
収
集
↓
整
理
・
分
析
↓
ま
と
め
・
表
現
」
と
い
う
、

ロ
ジ
カ
ル
に
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
を
回
し
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
が

強
か
っ
た
の
で
、「
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え

る
」と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
お
話
に
、

少
し
驚
き
ま
し
た
２
。

　

そ
こ
で
、『
総
合
的
な
探
究
の
時
間
』
の
学
習
指

導
要
領
解
説
を
丁
寧
に
読
む
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

や
は
り
、
ま
ず
ス
パ
イ
ラ
ル
の
絵
が
示
さ
れ
、
探

究
の
時
間
に
お
け
る
学
習
で
は
、「
課
題
の
設
定
↓

情
報
の
収
集
↓
整
理
・
分
析
↓
ま
と
め
・
表
現
」
を

通
じ
て
、「
問
題
解
決
的
な
学
習
が
発
展
的
に
繰
り

返
さ
れ
て
い
く
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
よ
く
読
む
と
、
こ
の
説
明
の
後
ろ
に
、
探

究
し
て
い
る
生
徒
の
姿
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い

る
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
探
究

の
営
み
に
お
い
て
は
、生
徒
は
、物
事
の
本
質
を
探
っ

て
見
極
め
よ
う
と
す
る
中
、
事
象
を
自
己
の
在
り
方

生
き
方
を
考
え
な
が
ら
捉
え
る
こ
と
で
、
感
性
や
問

題
意
識
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
取
組
が
真
剣
に
な
る
と
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
課
題
発
見
、
情
報
収
集
、
問
題

解
決
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
中
で
、
知
識
・
技
能
の
有

用
性
を
実
感
し
、
見
方
が
広
が
っ
た
こ
と
を
喜
び
、

更
な
る
学
習
へ
の
意
欲
を
高
め
る
と
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、「
こ
の
よ
う
に
、
探
究
に
お
い
て
は
、
生

徒
の
豊
か
な
学
習
の
姿
が
現
れ
る
」
と
締
め
く
く
っ

て
い
ま
す
３
。

　

別
の
箇
所
で
は
、「
総
合
的
な
探
究
の
時
間
」
は
、

そ
の
基
底
に
、
自
然
や
社
会
と
の
つ
な
が
り
の
中
で

人
間
と
し
て
の
在
り
方
を
真
摯
に
希
求
す
る
こ
と
を

据
え
て
い
る
と
い
う
記
述
も
あ
り
ま
す
。

　
「
探
究
」
は
、
ロ
ジ
カ
ル
に
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
を
回
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
問
題
解
決
過
程
の

中
で
、
感
性
や
問
題
意
識
の
揺
れ
、
見
方
が
広
が
っ

た
こ
と
へ
の
喜
び
、
学
習
意
欲
の
高
ま
り
と
い
っ
た

情
動
面
の
動
き
を
伴
い
な
が
ら
、
自
己
の
在
り
方
生

き
方
を
意
識
し
、
課
題
の
本
質
に
向
き
合
う
営
み
だ

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。

「
探
究
的
な
学
び
」の
意
義

　

考
え
て
み
れ
ば
、
私
た
ち
は
大
人
に
な
れ
ば
誰
し

も
、
課
題
を
与
え
ら
れ
た
り
見
出
し
た
り
し
、
調
べ

物
を
し
て
情
報
を
ま
と
め
、
人
に
伝
え
、
課
題
を
解

「
探
究
型
研
修
」
の
整
理
①

（
石
井
英
真
氏
の
論
文
）

　

さ
て
、
研
修
で
の
学
び
を
、「
研
修
目
標
」、「
研

修
内
容
」、「
研
修
過
程
・
方
法
」
と
い
う
三
つ
の
観

点
か
ら
考
え
る
こ
と
は
、
教
職
員
研
修
を
組
み
立
て

た
り
評
価
し
た
り
す
る
際
の
有
効
な
ツ
ー
ル
に
な
り

得
る
と
い
う
確
信
を
深
め
て
い
く
中
、
次
に
考
え
た

の
は
、
次
年
度
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
、
探
究
型
の

「
コ
ア
研
修
」
を
、
ど
の
よ
う
な
性
格
の
研
修
と
し

て
整
理
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

夏
に
教
育
委
員
会
を
行
脚
し
て
い
た
と
き
、「
コ

ア
研
修
の
よ
う
な
こ
と
は
、
私
た
ち
の
と
こ
ろ
で
も

す
で
に
行
っ
て
い
ま
す
よ
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
も

ら
い
、「
な
る
ほ
ど
」
と
思
い
つ
つ
も
、「
も
し
か
し

た
ら
コ
ア
研
修
は
、
自
分
や
他
者
の
価
値
観
に
気
付

く
こ
と
を
大
事
に
す
る
点
で
、
教
育
委
員
会
の
研
修

と
『
質
的
』
に
違
う
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
思
っ
た
こ
と
は
、
紹
介
し
た
通
り
で
す
。

　

こ
の
と
き
の
直
感
を
大
事
に
し
つ
つ
、「
コ
ア
研

修
は
、
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｓ
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
中
央
研

修
と
も
、
教
育
委
員
会
が
行
っ
て
い
る
指
導
・
助
言

研
修
と
も
違
い
そ
う
だ
、
ど
う
整
理
す
れ
ば
い
い
の

だ
ろ
う
…
…
」
と
考
え
を
巡
ら
す
中
で
出
会
っ
た
の

が
、
石
井
英
真
京
都
大
学
准
教
授
の
論
文
で
す
１
。

何
度
読
み
返
し
て
も
新
し
い
発
見
が
あ
る
論
文
で
、

当
時
「
あ
ー
で
も
な
い
、
こ
ー
で
も
な
い
」
と
昼
夜

考
え
て
い
た
私
に
、
一
筋
の
光
明
を
与
え
て
く
れ
ま

し
た
。

　

詳
し
く
は
、
論
文
を
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
が
、
こ
の
文
脈
で
、
私
な
り
の
理
解
で
、
と

り
わ
け
「
な
る
ほ
ど
」
と
思
っ
た
の
は
、
以
下
の
点

で
す
。

〇
教
師
の
資
質
能
力
の
向
上
に
は
次
の
よ
う
な

二
つ
の
志
向
性
が
見
ら
れ
る
。

①
一
つ
は
、
既
存
の
手
法
や
考
え
方
を
前
提

と
し
て
、
繰
り
返
し
同
じ
教
育
技
術
を

使
っ
た
り
、
実
践
を
振
り
返
っ
た
り
す
る

こ
と
で
、
知
識
や
技
能
に
習
熟
し
て
い
く

と
い
う
志
向
性
で
あ
る
。

②
も
う
一
つ
は
、
既
存
の
手
法
や
考
え
方
の

枠
組
み
自
体
を
問
い
直
し
、
教
育
技
術
の

組
み
替
え
や
発
明
を
行
っ
た
り
、
自
分
た

ち
の
基
本
的
な
想
定
や
価
値
観
を
再
考
し

な
が
ら
実
践
を
振
り
返
っ
た
り
す
る
「
探

究
（inquiry

）
過
程
」
に
進
む
こ
と
で
、

知
識
や
技
能
を
自
ら
再
構
成
し
て
い
く
志

向
性
で
あ
る
。

　
「
探
究
」
と
い
う
言
葉
に
、
知
識
や
技
術
に
習
熟

し
課
題
を
よ
り
素
早
く
解
決
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ

と
に
止
ま
ら
な
い
、「
そ
も
そ
も
」
の
前
提
や
価
値

観
を
捉
え
直
す
意
味
合
い
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

も
し
か
す
る
と
、
教
育
委
員
会
が
行
っ
て
い
る
指

導
・
助
言
研
修
は
、
身
に
付
け
る
べ
き
既
存
の
手
法

や
考
え
方
が
ま
ず
あ
り
、
そ
れ
ら
に
習
熟
す
る
こ
と

を
促
す
も
の
が
多
く
、必
ず
し
も
、教
職
員
に
、い
っ

た
ん
立
ち
止
ま
っ
て
、
自
身
の
暗
黙
の
前
提
や
価
値

観
を
問
い
直
す
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
を
志
向
す
る

も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。探
究
型
の
研
修
は
、

後
者
の
よ
う
な
志
向
性
を
強
く
持
つ
研
修
だ
と
整
理

す
る
と
、
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｓ
と
し
て
や
り
た
い
こ
と
が
見
え

て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

「
探
究
型
研
修
」
の
整
理
②

（
高
校
の
学
習
指
導
要
領
）

　

こ
う
い
っ
た
考
え
方
を
し
始
め
て
い
る
こ
と
を
荒

（参考）高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説　総合的な探究の時間編（抜粋）

１　総合的な探究の時間の特質に応じた学習の在り方
⑴　探究の見方・考え方を働かせる
　探究の見方・考え方を働かせるということを目標の冒頭に置いたのは，探究
の重要性に鑑み，探究の過程を総合的な探究の時間の本質と捉え，中心に据え
ることを意味している。総合的な探究の時間における学習では，問題解決的な
学習が発展的に繰り返されていく。これを探究と呼ぶ。なお，小中学校におけ
る総合的な学習の時間では，「探究的な見方・考え方を働かせる」としている
のに対して，総合的な探究の時間では「探究の見方・考え方を働かせる」とし
ている。
　生徒は，①日常生活や社会に目を向けた時
に湧き上がってくる疑問や関心に基づいて，
自ら課題を見付け，②そこにある具体的な問
題について情報を収集し，③その情報を整
理・分析したり，知識や技能に結び付けたり，
考えを出し合ったりしながら問題の解決に取
り組み，④明らかになった考えや意見などを
まとめ・表現し，そこからまた新たな課題を見付け，更なる問題の解決を始め
るといった学習活動を発展的に繰り返していく。要するに探究とは，物事の本
質を自己との関わりで探り見極めようとする一連の知的営みのことである。
探究においては，次のような生徒の姿を見いだすことができる。事象を自己
の在り方生き方を考えながら捉えることで，感性や問題意識が揺さぶられて，
学習活動への取組が真剣になる。自己との関わりを意識して課題を発見する。
広範な情報源から多様な方法で情報を収集する。身に付けた知識及び技能を活
用し，その有用性を実感する。議論を通して問題の解決方法を生み出す。概念
が具体性を増して理解が深まる。見方が広がったことを喜び，更なる学習への
意欲を高める。このように，探究においては，生徒の豊かな学習の姿が現れる。
ただし，この①②③④の過程を固定的に捉える必要はない。物事の本質を探っ
て見極めようとするとき，活動の順序が入れ替わったり，ある活動が重点的に
行われたりすることは，当然起こり得ることだからである。

「
探
究
型
研
修
」の
整
理

「
探
究
型
研
修
」の
整
理

連
載　
「
研
修
観
の
転
換
」に
向
け
た
教
職
員
支
援
機
構
の
挑
戦　
　
〝
研
修
を
、面
白
く
〞　

第
７
回

独
立
行
政
法
人
教
職
員
支
援
機
構　

審
議
役　

佐
野　

壽
則
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決
し
て
い
く
行
為
を
行
っ
て
い
ま
す
。
社
会
人
の
仕

事
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス

の
連
続
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

仮
に
こ
れ
を
課
題
解
決
プ
ロ
セ
ス
と
呼
ぶ
な
ら

ば
、
よ
り
上
手
に
課
題
解
決
プ
ロ
セ
ス
を
回
せ
る
よ

う
に
な
る
こ
と
は
大
事
な
こ
と
で
は
あ
る
も
の
の
、

そ
の
た
め
の
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
る
過
程
を
、
わ
ざ

わ
ざ
「
探
究
」
と
呼
び
、「
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
必
要
」

だ
と
強
調
す
る
必
要
は
、
そ
こ
ま
で
な
い
と
も
思
い

ま
す
。

　

た
だ
、「
探
究
」
が
、
課
題
の
本
質
に
向
き
合
う

中
で
、
自
身
の
見
方
が
広
が
っ
た
り
、
自
己
の
在
り

方
が
変
わ
っ
た
り
し
て
い
く
営
み
だ
と
捉
え
る
な
ら

ば
、「
探
究
」
す
る
学
び
を
大
事
に
す
る
こ
と
に
は
、

大
き
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

Ａ
Ｉ
が
、
情
報
の
収
集
、
整
理
・
分
析
、
ま
と
め
・

表
現
ま
で
行
っ
て
く
れ
る
状
況
が
出
現
す
る
中
、
こ

れ
か
ら
の
子
供
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
自
分
が
ど
こ

か
ら
、
ど
う
い
う
思
い
で
物
事
を
捉
え
て
い
る
か
、

自
身
の
視
座
を
意
識
し
な
が
ら
課
題
の
本
質
に
向
き

合
う
こ
と
で
、
課
題
の
設
定
の
さ
れ
方
自
体
を
問
い

直
せ
る
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

自
分
の
在
り
方
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
、
怖
が

ら
ず
、
面
白
が
り
、
大
事
に
し
よ
う
と
す
る
感
覚
が

あ
れ
ば
、他
者
の
在
り
方
や
社
会
の
変
化
に
開
か
れ
、

人
生
を
長
く
楽
し
め
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
多
様
な
自
身
や
他
者
の
在

り
方
に
開
こ
う
と
す
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
、
こ
の

社
会
を
よ
り
豊
か
な
と
こ
ろ
に
し
て
い
け
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

教
師
に
と
っ
て
の「
探
究
」

　

探
究
を
、
自
己
の
在
り
方
と
の
関
わ
り
を
意
識
し

て
課
題
の
本
質
に
向
き
合
う
こ
と
だ
と
捉
え
た
と

き
、
教
師
に
と
っ
て
の
の
「
探
究
」
は
、
自
身
が
も

つ
子
供
観
や
学
習
観
、
学
校
観
な
ど
と
の
関
わ
り
を

意
識
し
て
、
課
題
の
本
質
に
向
き
合
う
こ
と
だ
と
言

え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

社
会
が
急
速
に
変
化
し
、
価
値
観
が
多
様
化
す
る

中
で
、
教
師
が
自
ら
の
「
観
」
を
問
い
直
さ
ざ
る
を

得
な
い
局
面
は
増
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　
「
子
供
を
主
語
と
し
た
学
び
」
の
実
現
に
は
、「
子

供
観
」、「
学
習
観
」
の
変
容
が
求
め
ら
れ
、
不
登
校

児
童
生
徒
の
急
増
は
、
教
師
に
「
学
校
観
」
の
見
直

し
を
迫
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
教
師
の

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
実
現
の
鍵
は
、
教
師
（
教
職

員
集
団
）
の
「
幸
せ
観
」
の
問
い
直
し
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

た
だ
、
学
校
現
場
で
は
、
目
の
前
の
課
題
に
次
々

と
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
教
師
が
、
一
旦
立

ち
止
ま
っ
て
、
自
ら
の
子
供
観
や
学
習
観
、
学
校
観
、

幸
福
観
な
ど
に
じ
っ
く
り
向
き
合
う
機
会
が
確
保
さ

れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
教
職
員
自
身
が
探
究
す
る
こ
と

を
テ
ー
マ
と
し
た
研
修
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
教

職
員
が
、
自
ら
の
「
観
」
を
発
見
し
た
り
、
問
い
直

し
た
り
す
る
時
間
と
空
間
を
提
供
す
る
こ
と
な
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

研
修
は
確
か
に
、
知
識
や
技
能
を
習
得
す
る
学
び
と

は
、「
質
的
」
に
異
な
り
、「
探
究
型
研
修
」
と
呼
ぶ

に
相
応
し
い
と
思
い
ま
し
た
。

「
バ
カ
の
壁
」

　

こ
の
頃
、
た
ま
た
ま
図
書
館
で
著
名
な
新
書
『
バ

カ
の
壁
』（
新
潮
新
書
）
を
借
り
て
読
み
直
す
機
会

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
養
老
孟
司
氏
は
、
こ

の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。

　

ガ
ン
に
な
っ
て
、
治
療
法
が
な
く
て
、
あ
と

半
年
の
命
だ
と
言
わ
れ
る
と
、
咲
い
て
い
る
桜

が
違
っ
て
見
え
る
。「
変
わ
ら
な
い
人
間
と
、

変
わ
っ
て
い
く
情
報
」
と
い
う
捉
え
方
が
現
代

社
会
で
は
一
般
的
だ
が
、
実
際
は
反
対
だ
。
情

報
は
変
わ
ら
な
い
。変
わ
る
の
は
人
間
の
方
で
、

知
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ

る
こ
と
だ
。
昔
の
人
は
、
学
ぶ
、
学
問
す
る
と

は
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
た
。

　

自
身
は
変
わ
ら
な
い
ま
ま
に
、
そ
の
時
々
で
、
必

要
な
知
識
や
ス
キ
ル
を
獲
得
す
る
。
学
ぶ
と
は
、
そ

の
よ
う
な
も
の
だ
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う

に
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
養
老
孟
司
氏
が
言
う
よ
う
に
、
情
報
は
同

じ
で
も
、
情
報
を
受
け
取
る
自
己
の
在
り
方
の
方
が

変
わ
る
、
そ
の
よ
う
な
学
び
は
あ
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
学
び
の
捉
え
方
の
こ
と
を「
探
究
」

と
呼
ぶ
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
思
い
ま
し

た
。

∧
注
∨

１　
「
教
員
養
成
の
高
度
化
と
教
師
の
専
門
職
像
の
再
検

討
」（「
∧
特
集
∨
教
師
教
育
の
〝
高
度
化
〞
を
考
え

る
」
よ
り
）

２　

な
お
、小
中
学
校
の
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
も
、

「
よ
り
よ
く
課
題
を
解
決
し
，
自
己
の
生
き
方
を
考
え

て
い
く
た
め
の
資
質
・
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
指

す
」
と
さ
れ
、「
自
己
の
生
き
方
」
へ
の
言
及
が
あ
る
。

３　

こ
の
箇
所
の
記
述
は
、小
中
学
生
の
「
総
合
的
な
学

習
の
時
間
」
も
、
概
ね
重
な
る
。 

26文部科学教育通信 No.585　2024･8･12


