
柏
木

　
ま
ず
は
、
資
質
・
能
力
を
育
成
す

る
授
業
と
い
う
視
点
で
、
ど
の
よ
う
な
授

業
を
ご
実
践
さ
れ
て
い
る
の
か
、
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

美
那
川

　
私
は
、
深
い
学
び
は
主
体
的
で

対
話
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
実
現
す
る
も
の

だ
と
考
え
、授
業
づ
く
り
を
し
て
い
ま
す
。

担
当
科
目
は
世
界
史
で
す
が
、歴
史
は「
資

料
（
史
料
）
を
読
み
、考
え
て
、書
く
」
こ

と
で
研
究
を
深
め
て
き
た
分
野
で
す
。「
考

え
る
」
と
は
、
歴
史
的
事
象
を
時
系
列
で

分
析
し
た
り
、
因
果
関
係
を
読
み
取
っ
た

り
、
あ
る
時
代
の
文
脈
か
ら
事
象
を
捉
え

た
り
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
際
、
１
人
で

考
え
る
よ
り
も
、
グ
ル
ー
プ
で
対
話
を
し

た
方
が
多
様
な
視
点
が
出
て
、
学
び
が
深

ま
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
生
徒
が
問
い
に

対
す
る
解
答
を
つ
く
る
た
め
に
、
教
科
書

な
ど
で
調
べ
、
グ
ル
ー
プ
で
対
話
し
な
が

ら
考
え
を
深
め
、
最
後
に
自
分
な
り
の
答

え
と
な
る
文
章
を
書
く
と
い
う
授
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
学
び
の
プ
ロ

セ
ス
を
経
る
こ
と
で
、
お
の
ず
と
資
質
・

能
力
が
育
ま
れ
て
い
く
と
考
え
て
い
ま
す
。

柏
木

　
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
社
会
的
事
象

の
歴
史
的
な
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ

る
授
業
か
と
思
い
ま
す
が
、
前
任
校
の
進

学
校
と
現
任
校
と
授
業
に
違
い
は
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

美
那
川

　
根
本
的
に
は
同
じ
で
す
。
違
い

は
、
現
任
校
で
は
生
徒
の
半
数
が
卒
業
後

に
就
職
す
る
た
め
、
大
学
入
試
で
必
要
と

さ
れ
る
知
識
を
身
に
つ
け
る
よ
り
も
、
思

考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
や
学
び
に
向
か

う
力
、
市
民
性
な
ど
の
育
成
を
重
視
し
て

い
る
点
で
す
。
異
動
し
て
約
４
か
月
で
す

が
、生
徒
の
論
述
を
見
る
と
、「
資
料
を
読

み
、考
え
て
、書
く
」力
は
着
実
に
育
っ
て

き
て
い
る
と
手
応
え
を
感
じ
て
い
ま
す
。

柏
木

　
田
中
先
生
は
ど
の
よ
う
な
授
業
を

さ
れ
て
い
ま
す
か
。

田
中

　
私
は
、
授
業
こ
そ
生
徒
が
力
を
つ

関西大学
教育推進部教授

森　朋子
もり・ともこ

専門は、学習研究、学習理論、
教育方法学。島根大学教育開
発センター長等を経て、現職。

座
談
会

「
差
異
」に
出
合
わ
せ
る
発
問
で
、

生
徒
を
主
体
的
に
し
、
深
い
学
び
に
誘
う

資
質
・
能
力
を
育
成
す
る
授
業
、
す
な
わ
ち
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
教
師
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
何
か
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
授
業
に
お
け
る
評
価
は
、
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
授
業
で
追
究
し
て
い
る
２
人
の
教
師
と
、
子
ど
も
の
学
習
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
研
究
者
が
語
り
合
っ
た
。

生
徒
が
自
分
で
考
え
、

表
現
す
る
場
を
設
け
る
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け
る
場
と
な
る
よ
う
、
最
初
に
問
い
を
出

し
、
生
徒
が
考
え
、
表
現
す
る
場
を
設
け

る
よ
う
授
業
改
善
を
進
め
て
い
ま
す
。
教

師
の
話
を
聞
い
て
、
板
書
を
書
き
写
す
だ

け
で
は
、
家
庭
学
習
を
余
程
自
分
で
う
ま

く
進
め
ら
れ
る
生
徒
で
な
い
限
り
、
力
は

つ
か
な
い
と
思
う
か
ら
で
す
。
授
業
づ

く
り
で
留
意
し
て
い
る
の
は
、
ま
ず
、
生

徒
に
育
み
た
い
力
を
明
確
に
す
る
こ
と
で

す
。
担
当
教
科
の
国
語
は
、「
授
業
で
何

を
学
ん
だ
か
」
と
聞
く
と
、
作
品
名
を
挙

げ
る
生
徒
が
大
半
で
あ
り
、
生
徒
が
授
業

で
身
に
つ
け
た
力
を
自
覚
し
に
く
い
教
科

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
、「
他

者
意
識
を
持
っ
て
論
理
的
に
発
表
す
る

力
」
な
ど
、
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
を
授

業
の
目
標
と
し
て
立
て
、
そ
れ
に
基
づ
い

た
授
業
づ
く
り
を
す
る
。
そ
し
て
、
授
業

に
お
け
る
生
徒
の
様
子
か
ら
活
動
の
成
果

を
検
証
し
、
次
の
授
業
に
生
か
す
と
い
う

こ
と
を
繰
り
返
し
て
、
資
質
・
能
力
を
育

む
授
業
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い
ま
す
。

森
　
お
二
人
と
も
、
何
を
教
え
る
か
だ
け

で
は
な
く
、
生
徒
に
身
に
つ
け
さ
せ
た
い

資
質
・
能
力
を
明
確
に
し
た
上
で
授
業
づ

く
り
を
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
目
標
の
実
現

の
た
め
に
生
徒
が
主
体
と
な
る
活
動
を
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。生
徒
の
様
子
は
、

以
前
と
変
化
は
見
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

田
中

　
本
校
の
生
徒
は
、
講
義
型
の
授
業

で
も
自
分
で
考
え
を
深
め
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
が
、
グ
ル
ー
プ
学
習
を
取
り
入
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
の
考
え
を
聞
い
た

上
で
自
分
の
考
え
を
整
理
で
き
る
よ
う
に

な
り
、
さ
ら
に
考
え
を
深
め
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。
私
の
場
合
、
生
徒
が
自
分
で

表
現
し
て
初
め
て
力
が
つ
く
と
考
え
て
、

生
徒
に
解
答
を
板
書
さ
せ
て
全
体
の
中
で

添
削
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
教
師

の
模
範
解
答
は
ほ
と
ん
ど
示
し
ま
せ
ん
。

生
徒
か
ら
不
満
が
出
る
だ
ろ
う
と
予
想
し

て
い
ま
し
た
が
、
生
徒
が
考
え
る
時
間
を

十
分
に
設
け
た
た
め
か
、「
自
分
の
考
え

を
深
め
て
か
ら
解
答
で
き
た
の
が
よ
か
っ

た
」
と
い
っ
た
声
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。

教
師
の
模
範
解
答
よ
り
も
、
他
者
の
意
見

を
踏
ま
え
自
分
で
考
え
る
こ
と
が
学
び
に

な
る
と
、
生
徒
自
身
も
実
感
し
て
い
る
よ

う
で
す
。

美
那
川

　
１
学
期
の
終
わ
り
に
生
徒
に
ア

ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
た
と
こ
ろ
、「
授
業
が

よ
く
分
か
る
」「
楽
し
く
て
、
集
中
で
き

る
」
と
い
っ
た
声
が
多
く
上
が
っ
て
い
ま

す
。
本
校
の
生
徒
は
、
教
師
の
話
を
じ
っ

と
聞
く
よ
う
な
授
業
が
あ
ま
り
得
意
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
グ
ル
ー
プ
学
習
を
中

心
と
す
る
こ
と
で
、
前
向
き
に
学
び
に
取

静岡県立御殿場高校

美那川雄一
みながわ・ゆういち

教職歴 14 年。同校に
赴任して１年目。担当教
科は地理歴史（世界史）。
情報研修課。

岡
山
県
立
倉
敷
青
陵
高
校

◎
学
校
経
営
目
標
に
「
高
質
な
学
力
の
養
成
」
を

掲
げ
、「
知
・
徳
・
体
」
の
円
満
な
発
達
を
図
る
「
文

武
不
岐
」
を
重
ん
じ
る
教
育
を
推
進
。
２
０
１
７

年
度
、
岡
山
県
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
推

進
委
員
会
研
究
協
力
校
」。

◎
設
立

　
１
９
０
８
（
明
治
41
）
年

◎
形
態

　
全
日
制
／
普
通
科
／
共
学

◎
生
徒
数

　
1
学
年
約
３
２
０
人

◎
２
０
１
７
年
度
入
試
合
格
実
績
（
現
浪
計
）

国
公
立
大
は
、東
京
大
、京
都
大
、大
阪
大
、岡
山
大
、

九
州
大
な
ど
に
２
４
６
人
が
合
格
。
私
立
大
は
、

慶
應
義
塾
大
、
早
稲
田
大
、
同
志
社
大
、
立
命
館

大
な
ど
に
延
べ
４
４
０
人
が
合
格
。

◎U
RL

　http://w
w
w
.seiryo.okayam

a-c.
ed.jp

静
岡
県
立
御
殿
場
高
校

◎
３
つ
の
専
門
科
か
ら
成
る
実
業
高
校
。
２
年
次

か
ら
希
望
進
路
や
適
性
に
応
じ
た
コ
ー
ス
に
分
か

れ
る
。
緊
急
携
帯
食
の
開
発
と
そ
の
取
り
扱
い
Ｄ

Ｖ
Ｄ
の
製
作
な
ど
、
３
学
科
の
協
働
に
よ
る
産
学
・

地
域
連
携
を
行
っ
て
い
る
。
校
訓
は
「
質
実
剛
健

に
し
て
美
し
く
」。

◎
設
立

　
１
９
０
１
（
明
治
34
）
年

◎
形
態

　
全
日
制
／
情
報
シ
ス
テ
ム
科
・
情
報
ビ

ジ
ネ
ス
科
・
情
報
デ
ザ
イ
ン
科
／
共
学

◎
生
徒
数

　
1
学
年
約
２
０
０
人

◎
２
０
１
７
年
度
進
路
実
績
（
現
役
の
み
）

４
年
制
大
は
、
山
梨
大
、
日
本
大
な
ど
に
23
人
が
合

格
。
短
大
、専
門
学
校
進
学
62
人
。
就
職
１
０
４
人
。

◎U
RL

　http://w
w
w
.edu.pref.shizuoka.

jp/gotem
ba-h/hom

e.nsf

岡山県立倉敷青陵高校

田中誠一郎
たなか・せいいちろう

教職歴 23 年。同校に
赴任して３年目。担当教
科は国語。進路指導課
主任。

『VIEW21』高校版
編集長

柏木　崇
かしわぎ・たかし

特集

「学校教育デザイン」を描く❸　

資質・能力を育む授業と評価のあり方

授
業
中
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が

生
徒
の
学
び
の
質
を
高
め
る
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り
組
ん
で
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

森
　生

徒
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
機
会
を
授

業
中
に
多
く
設
け
る
こ
と
で
、授
業
の
進
め

方
も
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

田
中

　生
徒
が
学
習
内
容
を
ど
の
程
度
理

解
し
て
い
る
の
か
、
ど
こ
で
つ
ま
ず
い
て

い
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
把
握
し
や
す

く
な
り
、
授
業
を
進
め
な
が
ら
も
、
生
徒

の
状
態
に
応
じ
て
指
導
を
変
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

美
那
川

　私
も
、
生
徒
が
グ
ル
ー
プ
学
習

を
し
て
い
る
間
は
机
間
巡
視
を
し
て
、
生

徒
た
ち
の
対
話
を
聴
き
、
書
い
た
内
容
を

チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
そ
の
後
の
授
業
展
開
を

考
え
ま
す
。
私
は
講
義
型
の
授
業
が
あ
ま

り
得
意
で
は
な
く
、
初
任
当
時
は
準
備
し

て
き
た
内
容
を
話
す
だ
け
で
精
い
っ
ぱ
い

で
し
た
が
、
今
は
生
徒
を
丁
寧
に
見
取
っ

た
上
で
授
業
が
で
き
て
い
ま
す
。

森
　こ

れ
ま
で
定
期
考
査
や
小
テ
ス
ト
で

確
認
し
て
い
た
こ
と
を
授
業
中
に
把
握

で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
生
徒
の
学

び
の
質
を
高
め
る
上
で
重
要
で
す
。
生
徒

の
課
題
に
早
め
に
対
応
で
き
る
だ
け
で
な

く
、
理
解
が
十
分
で
あ
れ
ば
進
度
を
速
め

て
、
さ
ら
に
レ
ベ
ル
の
高
い
学
び
を
提
供

で
き
ま
す
。
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学

び
は
、
生
徒
・
教
師
双
方
に
利
点
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

柏
木

　お
二
人
と
も
「
問
い
」
が
生
徒
の

学
び
の
起
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。「
問
い
」

づ
く
り
の
工
夫
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

田
中

　ど
の
生
徒
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

と
、
問
い
を
小
刻
み
に
出
し
て
、
最
終
的

な
考
察
に
結
び
つ
け
る
方
法
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
で
は
教
師
が
生
徒
の
思
考
を
誘

導
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
私

は
、
単
元
の
目
標
に
つ
い
て
生
徒
が
自
ら

考
え
ら
れ
る
よ
う
な
大
き
な
問
い
を
立
て

て
い
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
は
、「
差
異
」
を

生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
問
い
と
す
る
こ
と
で

す
。
自
分
と
他
者
の
違
い
、
過
去
の
自
分

と
今
の
自
分
の
違
い
、
筆
者
と
自
分
の
違

い
な
ど
、
多
面
的
・
多
角
的
に
差
異
に
出

合
い
、
メ
タ
認
知（
＊
１
）で
き
れ
ば
、自

ら
考
え
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。

　例
え
ば
、
現
代
文
で
、
教
訓
め
い
た
話

で
は
な
い
、
さ
さ
や
か
な
日
常
の
一
場
面

を
描
い
た
短
編
小
説
を
読
み
、「
文
学
の

価
値
」
を
考
察
す
る
授
業
を
行
い
ま
し
た

（
図
１
）。
ま
ず
、
自
分
が
今
ま
で
に
読
ん

だ
文
学
の
中
で
最
も
印
象
深
い
作
品
を
振

り
返
っ
た
上
で
、自
分
に
と
っ
て
「
文
学
」

と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
を
考
え
さ

＊１　自らを俯瞰的・客観的に捉えること。

田中先生の授業プリント　２年次現代文　単元名「文学は何のためにあるのか？」図１

＊田中先生の提供資料をそのまま掲載。指導計画はP.12図３参照

「全く正解の見えないオープンエンドの問いで
は、答えが多様であっても差異を感じられず、

『いろいろな意見があるよね』で終わってしま
います。正解が１つではなく、かつ複合的な
差異が生じるような問いを考えることが、授
業準備の大半を占めます」と、田中先生は語る。

「
差
異
」に
出
合
わ
せ
る
た
め
の

大
き
な
問
い

最初に、自分の経験を踏まえた上で「文学の価値」を考え
させる。次に作品を読解し、グループで意見交換をした後
に、再び「文学の価値」を考えさせる。考えを書いて残し
ておくことで、自身の考えの変容が分かるようにしている。

10 Oc tober  2017

Q7-350-000 2017 年度VIEW21高校版 10月号 10頁 ＣＭ
ＹＫ

念
校
09/22
天野

再
念
校
09/27
川井 - -/-

- - -/-
- - -/-

-
P08-13_view21koukou-10g.indd   10 17/10/03   15:32



せ
ま
す
。
そ
し
て
、
作
品
を
読
み
、
そ
の

作
品
が
文
学
で
あ
る
理
由
を
グ
ル
ー
プ
で

話
し
合
い
、
最
後
に
「
文
学
の
価
値
」
を

考
察
さ
せ
ま
す
。
実
は
、
２
つ
め
の
問
い

と
最
後
の
問
い
の
答
え
を
対
比
で
き
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。
生
徒
に
自
分
が
書
い

た
２
つ
の
答
え
を
読
み
比
べ
さ
せ
る
と
、

自
分
の
考
え
の
変
容
に
驚
き
、
さ
ら
に
考

え
を
深
め
て
い
き
ま
す
。「
考
え
て
終
わ

り
」
で
は
な
く
、
書
い
て
視
覚
化
さ
せ
て

お
く
こ
と
で
、
自
己
内
の
差
異
を
メ
タ
認

知
さ
せ
、
深
い
学
び
を
促
し
て
い
ま
す
。

美
那
川

　
私
も
田
中
先
生
と
同
じ
よ
う

に
、大
き
な
問
い
を
最
初
に
提
示
し
ま
す
。

そ
の
問
い
と
は
、
グ
ル
ー
プ
学
習
を
し
て

も
答
え
が
１
つ
に
絞
れ
ず
、
生
徒
の
中
に

も
や
も
や
感
が
残
り
、
授
業
後
も
考
え
続

け
て
し
ま
う
よ
う
な
問
い
で
あ
り
、
そ
の

問
い
を
考
え
る
た
め
に
知
識
を
学
ぶ
と
い

う
の
が
授
業
の
流
れ
で
す
（
図
２
）。

　
例
え
ば
、「
大
航
海
時
代
は
よ
い
時
代

な
の
か
、
悪
い
時
代
な
の
か
、
歴
史
家
に

な
っ
て
判
断
し
な
さ
い
」
と
い
う
大
き
な

問
い
を
出
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
問
い

を
考
え
る
た
め
の
知
識
と
し
て
、
大
航
海

時
代
に
利
益
を
得
た
人
と
不
利
益
を
被
っ

た
人
を
調
べ
さ
せ
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
知

識
を
学
ん
だ
上
で
考
察
さ
せ
る
と
、「
ア

ジ
ア
か
ら
欧
州
や
ア
メ
リ
カ
に
商
品
が
出

回
り
、
国
際
経
済
が
生
ま
れ
た
か
ら
よ
い

時
代
」
と
い
う
生
徒
も
い
れ
ば
、「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
よ
る
植
民
地
化
が
進
み
、
搾
取

が
起
き
た
か
ら
悪
い
時
代
」
と
答
え
る
生

徒
も
い
ま
す
。
同
じ
資
料
を
調
べ
て
も
、

多
様
な
意
見
が
出
る
こ
と
で
、
生
徒
は
自

ら
深
く
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

森
　
多
様
な
意
見
を
出
さ
せ
て
共
有
す
る

点
で
、
美
那
川
先
生
の
問
い
も
「
差
異
」

に
出
合
わ
せ
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ

て
い
ま
す
。
た
だ
、
大
き
な
問
い
に
す
る

と
、
教
師
の
想
定
外
の
答
え
が
出
て
く
る

こ
と
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

田
中

　
あ
ま
り
に
も
趣
旨
か
ら
外
れ
る
答

え
は
こ
ち
ら
で
軌
道
修
正
し
ま
す
が
、
多

少
ず
れ
て
も
、
結
果
的
に
考
え
さ
せ
た

か
っ
た
こ
と
を
生
徒
が
考
え
て
い
れ
ば
問

題
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
理
想
は
、

思
わ
ぬ
答
え
が
出
て
き
て
も
、
自
然
に
軌

道
修
正
さ
れ
る
よ
う
な
力
を
持
つ
問
い
を

立
て
る
こ
と
で
す
。

美
那
川

　
本
校
の
場
合
、想
定
外
の
こ
と

が
起
き
る
要
因
は
２
つ
あ
り
ま
す
。１
つ

は
教
科
書
や
資
料
の
読
み
込
み
不
足
で
、

こ
の
場
合
は
生
徒
が
該
当
箇
所
に
気
づ
く

よ
う
に
声
を
か
け
ま
す
。２
つ
め
は
問
い

美那川先生の論述課題、発問、ルーブリックと生徒の解答例図２

論述課題
大航海時代は、人類にとって、「よかった」のか「悪かった」のか？

知識を学ぶための発問
15世紀以降、大航海時代が始まった。大航海時代により「利益を得た」人々や地域と、「不
利益を被った」人々や地域について調べよ。

A

Ａ　文字資料（教科書、用語集など）からそのまま抜き出す　Ｂ　文字資料を書き換える（歴史用語の意味
を簡潔にまとめる）　Ｃ　文字資料を再構成する（複数の資料から文章を取り出し、合わせていく）　Ｄ　知
識を基に考察して論述する　Ｅ　非文字資料（地図・絵画・統計など）を読み取り、論述する

ルーブリック

関心・意欲・態度 思考・判断・表現

3
発展的・
深い学び

•大航海時代が、現代の世界の様
子とどのように関連しているのかに
ついて考察する。

•大航海時代について、「〜だったの
ではないか？」のような新たな疑
問を生み出し、論述する。

•大航海時代について、広い視野から考え論
述する。

•大航海時代が人類の歴史にとってどのよう
な意味を持つのか、具体的に歴史的事象
を根拠として挙げて自分の考えを論述する。

1
表面的
な学び

•大航海時代で「利益を得た人」「不
利益を被った人」についてまとめ
ているだけである。

•大航海時代を現代の世界や自分自
身と結びつけて考察することが表
現されていない。

•大航海時代について、一面的な部分からし
か考えることができていない。

•大航海時代が人類の歴史にとってどのよう
な意味を持つのか、自分の考えを論述して
いるが、歴史的事象が不正確であったり、
不十分であったりするため説得力に欠ける。

0 •論述しない。 •文章の意味が不明瞭である。

＊美那川先生の提供資料を基に編集部で作成

生徒の解答例
■利益
• 17 世紀末にイギリスがアジア貿易の主導
権を握るようになった。
• ヨーロッパがアジアで植民地を始めた。
•フランスがヨーロッパで高値で売れる毛
皮交易を行った。
• イギリスの奴隷商人は、アフリカの支配
者たちから、武器や雑貨と引き換えに黒
人奴隷を買い、北アメリカ南部の経営者
に売っていた。

■論述
私は悪かったと考える。理由は、大航海時代に得た利益と、不利益の重さがあまりにも違いすぎ
ると思ったからだ。利益としては、イギリスがアジア貿易の主導権を握ったり、高値で売れる毛皮
を得たり、黒人奴隷をアフリカからアメリカに売ったりと、お金に関係する利益（一時的なもの）
が多いと思った。一方、不利益は、アステカ王国やインカ帝国が滅ぼされたり、先住民が酷使さ
れたり、アフリカでは奴隷により多くの人口を失った。そして、この不利益は、現代のアフリカの
発展途上国の多さや、アメリカの黒人差別にも大きく影響していると思う。すべてが悪いことでは
ないが、同等な関係ではなく、支配という形で進出したことは誤りだったのではないかと思った。

■不利益
• 北アメリカにあるアステカ王国と南アメリカにある
インカ帝国が滅ぼされた。
• 征服者は国王から許可を得て、先住民に納税や労
働を強制し、農場作業で酷使した。
• ヨーロッパ人が持ち込んだ天然痘、はしか、チフス、
ペストなどの疫病で先住民が減少。
• 上記により、イスパニョーラ島は16世紀末に滅亡。
• アフリカから黒人奴隷として多くの人が運ばれた
ため、大量の人口を失い、発展に影響。

特集

「学校教育デザイン」を描く❸　

資質・能力を育む授業と評価のあり方

単
元
目
標
を
起
点
と
し
た

授
業
デ
ザ
イ
ン
が
重
要
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の
理
解
不
足
に
起
因
す
る
も
の
で
す
が
、

そ
れ
は
教
師
の
発
問
力
の
結
果
で
す
。あ

る
ク
ラ
ス
で
う
ま
く
い
っ
て
も
、別
の
ク

ラ
ス
で
は
反
応
が
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
か
ら
、生
徒
の
様
子
を
見
取
っ
て
授
業

ご
と
に
発
問
の
仕
方
を
調
整
し
て
い
ま
す
。

森
　
先
生
方
の
お
話
を
伺
っ
て
、
授
業
デ

ザ
イ
ン
の
原
則
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
と

思
い
ま
す
。
単
元
や
題
材
の
ま
と
ま
り
に

お
け
る
目
標
が
明
確
に
伝
わ
る
大
き
な
問

い
を
授
業
の
最
初
に
提
示
し
、
そ
の
問
い

を
考
え
る
中
で
自
分
と
の
「
差
異
」
を
メ

タ
認
知
さ
せ
、
問
い
の
答
え
に
到
達
す
る

た
め
に
必
要
な
学
び
を
通
じ
て
、
資
質
・

能
力
が
身
に
つ
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
で

す
。
私
は
、
そ
の
差
異
を
認
知
さ
せ
る
方

法
と
し
て
「
予
習
」
に
注
目
し
て
い
ま

す
。
単
元
や
題
材
全
体
を
予
習
し
て
お
く

方
が
、
翌
日
の
授
業
に
合
わ
せ
て
一
部
だ

け
予
習
す
る
よ
り
も
、
生
徒
の
学
び
が
活

性
化
す
る
こ
と
が
、
研
究
で
分
か
っ
て
い

ま
す
。
予
習
で
全
体
を
お
お
ま
か
に
つ
か

み
、授
業
で
そ
れ
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
、

知
識
の
内
化（
＊
２
）
を
促
し
、
理
解
度

を
高
め
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。そ
の
た
め
、

予
習
を
有
効
に
用
い
れ
ば
、
生
徒
の
学
び

は
さ
ら
に
深
ま
る
と
考
え
ま
す
。

柏
木

　
今
後
は
、
授
業
等
で
育
む
資
質
・

能
力
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
く
の
か

に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
評
価
に
関
す
る
ご
実
践
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

美
那
川

　
私
の
場
合
、「
資
料
を
読
み
、

考
え
て
、
書
く
」
授
業
で
す
か
ら
、
評
価

規
準
は
、「
歴
史
用
語
を
ど
れ
だ
け
覚
え

て
い
る
か
」
で
は
な
く
、「
資
料
を
正
確

に
読
め
た
か
」「
ど
の
よ
う
に
読
み
取
っ

て
、
考
え
た
か
」
と
い
っ
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。
ど
の
単
元
で
も
生
徒
個
々
に
論
述

を
さ
せ
、
そ
れ
を
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
を
用
い

て
評
価
し
て
い
ま
す
（
Ｐ
．11
図
２
）。
生

徒
に
は
事
前
に
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
を
見
せ

て
、
盛
り
込
む
べ
き
観
点
を
認
識
さ
せ
た

上
で
、
課
題
に
取
り
組
ま
せ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
を
基
に
生
徒
同

士
の
相
互
評
価
も
さ
せ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
そ
れ
は
成
績
評
価
に
は
反
映
さ
せ
て

い
ま
せ
ん
。生
徒
が
他
者
の
論
述
を
読
み
、

自
分
の
論
述
を
よ
り
よ
く
書
く
た
め
の
評

価
と
い
う
位
置
づ
け
で
す
。
他
者
の
考
え

に
触
れ
、
自
分
を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
よ
り
よ
い
考
え
を
導
け
た
と
い
っ
た

経
験
を
積
め
ば
、
社
会
人
に
な
っ
て
多
様

な
人
と
仕
事
を
し
て
い
く
際
も
、
必
ず
そ

の
経
験
が
生
き
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

田
中

　
授
業
中
の
生
徒
の
様
子
を
評
価
す

る
こ
と
は
、教
師
に
と
っ
て
は
指
導
改
善

に
、生
徒
に
と
っ
て
は
次
の
学
習
に
生
か

せ
る
の
で
、積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
が
、

必
ず
し
も
そ
れ
を
記
録
し
て
評
定
に
反
映

す
る
こ
と
は
意
図
し
て
い
ま
せ
ん
。授
業

中
の
生
徒
全
員
の
様
子
を
教
師
１
人
で
記

録
す
る
こ
と
は
、現
実
的
に
不
可
能
だ
か

ら
で
す
。評
定
を
つ
け
る
た
め
の
評
価
は

で
き
る
だ
け
シ
ン
プ
ル
に
単
元
目
標
に
照

ら
し
た
達
成
度
を
測
る
よ
う
に
し
、
例
え

ば
生
徒
が
書
い
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
基
に

評
価
し
ま
す（
図
３
）。

森
　
評
価
は
、
成
績
を
つ
け
る
と
い
う
側

面
だ
け
で
な
く
、
生
徒
が
次
の
学
び
に

＊２　外にあるものを自分の認識下に取り入れること。

自
分
と
他
者
、
過
去
と
今
な
ど
、

差
異
に
出
合
い
、メ
タ
認
知
す
る
こ
と
で

自
ら
考
え
を
深
め
て
い
く

田
中
誠一郎

田中先生　２年次現代文の指導計画（抜粋）図３

＊田中先生の提供資料をそのまま掲載

生
徒
の
学
び
や
授
業
改
善
に

生
か
せ
る
よ
う
な
評
価
を
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進
む
た
め
の
学
習
支
援
の
側
面
も
あ
り
ま

す
。
生
徒
主
体
の
活
動
と
し
て
い
る
か

ら
こ
そ
、
生
徒
の
自
己
評
価
が
重
要
で

す
。
グ
ル
ー
プ
学
習
に
よ
っ
て
知
識
を
外

化
（
＊
３
）
し
て
い
る
た
め
、
振
り
返
り

に
よ
る
内
化
が
有
効
な
の
で
す
。
与
え
ら

れ
た
評
価
（
他
者
評
価
）
を
振
り
返
る
だ

け
で
は
、「
自
分
は
こ
れ
が
で
き
て
い
な

い
か
ら
、
次
は
こ
れ
を
頑
張
ろ
う
」
と
い

う
意
欲
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
ま
た
、自
己
評
価
を
重
ね
る
こ
と
で
、

評
価
眼
が
鍛
え
ら
れ
、
生
涯
学
び
続
け
る

姿
勢
に
つ
な
が
り
ま
す
。
先
生
が
つ
け
た

評
価
が
自
分
の
評
価
の
す
べ
て
で
は
な
い

こ
と
を
、
生
徒
自
身
が
理
解
す
る
こ
と
が

大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

柏
木

　
評
価
方
法
の
理
解
が
進
ん
で
い
な

い
た
め
に
、
観
点
別
評
価
が
浸
透
し
な
い

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

森
　
毎
授
業
、
学
習
評
価
の
３
つ
の
観
点

の
す
べ
て
を
測
ろ
う
と
せ
ず
、
単
元
や
題

材
の
ま
と
ま
り
の
中
で
、
学
習
・
指
導
内

容
と
評
価
の
場
面
を
適
切
に
組
み
立
て
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
知
識
・
技
能
は

可
視
化
し
や
す
く
、
判
断
力
や
表
現
力
は

ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
な
ど
に
よ
っ
て
測
れ
ま
す

が
、
思
考
力
や
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組

む
態
度
は
、
内
面
的
な
も
の
で
あ
り
、
測

る
の
が
難
し
い
。
さ
ら
に
、
知
識
・
技
能

は
各
教
科
・
科
目
で
身
に
つ
く
も
の
で
す

が
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
や
学
び

に
向
か
う
力
は
、
特
定
の
教
科
・
科
目
だ

け
で
育
ま
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

学
校
行
事
や
部
活
動
な
ど
も
含
め
た
様
々

な
教
育
活
動
で
分
担
を
し
て
、
資
質
・
能

力
を
育
み
、
評
価
す
る
の
が
よ
い
と
考
え

ま
す
。

柏
木

　
先
生
方
の
お
話
か
ら
、
授
業
づ
く

り
や
評
価
に
お
い
て
も
、
教
科
全
体
、
学

校
全
体
で
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ

と
が
、
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。

田
中

　
様
々
な
考
え
を
持
つ
教
師
が
集
ま

る
学
校
で
、
指
導
の
足
並
み
を
そ
ろ
え
て

い
く
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
る
の
は
、
大
学
入

試
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
生
徒
に
身

に
つ
け
て
ほ
し
い
力
で
し
ょ
う
。
国
語
で

あ
れ
ば
、
生
徒
が
「
高
校
時
代
に
勉
強
し

た
の
は
『
羅
生
門
』
で
す
」
と
答
え
る
よ

う
な
授
業
に
は
し
た
く
な
い
は
ず
で
す
。

そ
れ
な
ら
ば
、
国
語
の
授
業
で
身
に
つ
け

さ
せ
た
い
力
を
明
確
に
し
、
そ
の
力
が
身

に
つ
い
た
の
か
を
測
り
な
が
ら
授
業
改
善

を
図
っ
て
い
く
。
そ
の
力
を
育
む
た
め
に

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
（
以
下
、
Ａ

Ｌ
）
が
有
効
だ
と
思
う
な
ら
ば
取
り
入
れ

て
い
く
と
い
う
考
え
で
、
授
業
づ
く
り
を

進
め
て
い
け
ば
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

美
那
川

　
私
は
、
前
任
校
で
研
修
主
任
を

務
め
、
１
年
間
を
か
け
て
Ａ
Ｌ
の
浸
透
を

図
り
ま
し
た
。
１
日
の
う
ち
１
教
科
の
１

時
間
だ
け
Ａ
Ｌ
で
、
残
り
５
時
間
が
講
義

型
の
授
業
で
は
、
生
徒
の
力
は
伸
ば
し
き

れ
ず
、
一
方
で
各
教
科
で
で
き
る
こ
と
も

異
な
り
ま
す
。
高
校
３
年
間
で
育
て
る
生

徒
像
を
明
確
に
し
、各
教
科
や
学
校
行
事
、

部
活
動
な
ど
が
相
互
補
完
的
な
役
割
を
果

た
し
、
学
校
の
教
育
活
動
全
体
で
生
徒
を

育
て
て
い
く
。
大
学
入
試
が
資
質
・
能
力

を
測
る
も
の
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
今
こ

そ
、
指
導
を
見
直
し
、
自
校
の
特
色
を
打

ち
出
す
チ
ャ
ン
ス
だ
と
思
い
ま
す
。

森
　
今
後
、
大
学
入
試
改
革
が
進
む
こ
と

で
、
各
大
学
は
自
学
の
求
め
る
学
生
像
に

応
じ
た
入
試
を
行
う
よ
う
に
な
る
で
し
ょ

う
。
そ
う
な
れ
ば
、
生
徒
が
自
分
の
よ
さ

を
生
か
せ
る
入
試
形
態
を
選
べ
る
よ
う
に

な
り
、
高
校
で
も
生
徒
に
身
に
つ
け
さ
せ

た
い
資
質
・
能
力
に
独
自
性
を
打
ち
出
し

や
す
く
な
り
ま
す
。
今
、
大
学
が
学
生
に

求
め
て
い
る
の
は
、
多
様
な
学
力
で
す
。

自
校
の
学
校
教
育
デ
ザ
イ
ン
を
基
に
、
生

徒
に
多
様
な
資
質
・
能
力
を
育
ん
で
い
く

授
業
づ
く
り
を
進
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

＊３　習得した知識・技能を活用して問題解決を試みること。

他
者
の
考
え
に
触
れ
、
自
分
を
振
り
返
る

こ
と
で
、
よ
り
よ
い
考
え
を
導
け
た

と
い
っ
た
経
験
は
社
会
で
生
き
る

　美
那
川
雄一

資
質
・
能
力
は
特
定
の
教
科
だ
け
で

育
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、

学
校
全
体
で
指
導
や
評
価
を
分
担
す
る

森
　朋
子
　

特集

「学校教育デザイン」を描く❸　

資質・能力を育む授業と評価のあり方

大
学
入
試
が
変
わ
る
今
こ
そ

授
業
を
見
直
す
チ
ャ
ン
ス
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