
　
生
徒
に
向
け
て
絶
え
ず
「
問
い
」
を
投
げ
か
け
、
生

徒
の
自
由
な
発
言
を
つ
な
い
で
教
室
全
体
で
思
考
を
深

め
て
い
く
の
が
、
前
田
先
生
の
指
導
ス
タ
イ
ル
だ
。
積

極
的
な
発
言
を
促
す
た
め
、
生
徒
が
向
か
い
合
う
コ
の

字
型
に
机
を
配
置
し
た
教
室
で
、
前
田
先
生
は
真
ん
中

の
ス
ペ
ー
ス
に
入
り
、
生
徒
の
発
言
を
拾
い
な
が
ら
思

金沢大学人間社会学域学校教
育学類附属高校
◎科学者の育成を目的とした特別科学学級を
母体として設立。「自主自立」「独立自治」の
精神を重んじる。2014 年度より文部科学省
「スーパーグローバルハイスクール（SGH）」の
指定を受ける。
◎設立　1947（昭和22）年
◎形態　全日制／普通科／共学
◎生徒数　1学年約120人
◎２０１７年度入試合格実績（現役のみ）
国公立大は、東京大、東京外国語大、金沢大、
京都大などに 51人が合格。私立大は、慶應
義塾大、早稲田大などに延べ74人が合格。
◎URL
http://partner.ed.kanazawa-u.ac.jp/
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石川県・国立
金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高校
前田健志　まえだ・たけし　

教職歴 11年。
同校に赴任して８年目。地理歴史・公民科主任。
アクティブ・ラーニングの実践は 12 年目になる。

10:45 授業開始 授業
ハイライト

金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高校

生
徒
に
絶
え
ず
問
い
か
け
て

発
言
を
つ
な
ぐ
こ
と
で
議
論
を
活
性
化
し
、

教
室
全
体
で
思
考
を
深
め
て
い
く

議論しやすいように、机をコの字型に並べた教室で、まず、
生徒の１人が前日に気になったニュースを、「今日の時事一
言」として発表。毎回ランダムに指名されるため、全員が
準備している。続いて、前時の終了後に生徒が記述した「リ
アクションペーパー」から、ベストクエスチョンとして１人
の疑問を紹介し、皆で考えた。

●
３
年
生
「
公
民
（
政
治
・
経
済
）」
の
授
業
。
こ
の
日
は
、「
日

本
国
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
人
権
」
に
つ
い
て
考
え
た
。
自
由

権
や
社
会
権
の
意
義
を
考
え
る
具
体
的
な
事
例
を
通
し
て
、

「
公
正
と
は
何
か
」「
幸
福
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
考
察
を
深

め
た
。（
Ｐ
．23
に
授
業
デ
ザ
イ
ン
を
掲
載
）

公民

実践

問
い
か
け
を
繰
り
返
し
て

教
室
全
体
で
思
考
を
深
め
て
い
く

前
田
先
生
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

主体的・対話的で
深い学びへ
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考
や
対
話
を
促
し
て
い
く
。
黒
板
へ
の
板
書
は
、
生
徒

の
意
見
を
く
み
取
る
場
合
な
ど
必
要
最
小
限
に
と
ど

め
、
あ
ら
か
じ
め
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
で
用

意
し
た
も
の
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
す
。

　

特
別
な
目
的
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
ペ
ア
や
グ
ル
ー

プ
で
の
活
動
を
行
わ
ず
、
原
則
と
し
て
全
員
で
議
論
す

る
の
も
特
徴
の
１
つ
だ
。
そ
の
ね
ら
い
を
前
田
先
生
は

次
の
よ
う
に
話
す
。

　
「
生
徒
の
思
考
を
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
で
き
れ
ば
、
全
体

で
議
論
す
る
方
が
よ
り
多
様
な
考
え
に
触
れ
ら
れ
ま
す

し
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
は
、
教
師
が
生
徒
の
よ
い
意
見

を
拾
い
切
れ
な
い
と
い
う
側
面
も
あ
り
ま
す
。
一
人
ひ

と
り
が
役
割
を
持
っ
て
参
加
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト

が
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
『
総

合
的
な
学
習
の
時
間
』
な
ど
、
ほ
か
の
授
業
で
行
う
な

ど
工
夫
し
て
い
ま
す
」

　

前
田
先
生
は
、
赴
任
当
初
か
ら
上
書
き
を
重
ね
て
い

る
授
業
の
台
本
を
基
に
問
い
の
内
容
を
精
選
し
、
授
業

に
臨
む
。
指
導
案
も
問
い
を
柱
に
構
成
し
て
い
る
。

　
「
問
い
が
な
け
れ
ば
、
学
び
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず

私
自
身
が
疑
問
や
不
思
議
に
感
じ
た
こ
と
を
基
に
、
生

徒
の
思
考
を
想
定
し
て
問
い
を
設
定
し
て
い
き
ま
す
。

そ
れ
が
授
業
の
幹
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
よ
う

に
生
ま
れ
る
生
徒
自
身
の
問
い
で
枝
葉
が
形
作
ら
れ
ま

す
」

　

も
っ
と
も
、
事
前
に
設
定
し
た
問
い
は
、
す
べ
て
用

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
生
徒
の
発
言
を
つ

な
い
で
構
成
し
て
い
く
た
め
、
ク
ラ
ス
に
よ
り
議
論
の

内
容
も
異
な
る
。

　

問
い
は
、
前
田
先
生
が
一
方
的
に
出
す
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
生
徒
の
内
面
か
ら
湧
き
出
る
よ
う
に
し
て

い
く
こ
と
が
指
導
の
肝
だ
。
そ
の
た
め
、
授
業
展
開
は
、

具
体
的
事
例
を
通
し
て
「
公
正
と
は
何
か
」「
幸
福
と

は
何
か
」
の
考
察
を
深
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
知
的
財
産
権
の
議
論
で
、「
新
薬
開
発
に

は
巨
額
の
費
用
が
か
か
る
が
、
特
許
権
は
守
ら
れ
る
べ

き
か
？
」
と
問
い
か
け
る
と
、
生
徒
の
多
く
は
「
守
ら

れ
る
べ
き
」
と
答
え
た
。
続
い
て
、「
先
進
国
と
発
展

途
上
国
は
新
薬
の
開
発
力
に
大
き
な
差
が
あ
る
。
そ
れ

で
も
守
ら
れ
る
べ
き
か
」
と
い
う
ケ
ー
ス
を
提
示
。
そ

れ
に
対
し
て
あ
る
生
徒
は
「
ル
ー
ル
だ
か
ら
仕
方
な
い
」

と
答
え
た
た
め
、
前
田
先
生
が
「『
貧
し
い
の
は
仕
方
な

い
』
と
言
っ
て
い
る
の
と
同
じ
。
納
得
で
き
る
？
」
と

返
す
。
別
の
生
徒
た
ち
か
ら
、「
特
許
の
期
間
を
決
め
た

ら
ど
う
な
る
？
」「
発
展
途
上
国
は
割
引
価
格
に
し
た

ら
ど
う
だ
ろ
う
？
」
な
ど
と
声
が
上
が
っ
た
。
前
田
先

生
は
、「
そ
う
い
う
案
も
あ
る
ね
。
公
平
で
は
な
い
場
面

で
ど
う
フ
ォ
ロ
ー
す
る
と
よ
い
か
を
よ
く
考
え
て
」
と
、

思
考
を
一
般
化
さ
せ
る
発
問
を
行
っ
た
。

　

生
徒
が
深
く
考
え
る
た
め
に
は
、
問
い
を
持
た
せ
る

だ
け
で
は
な
く
、
思
考
の
土
台
と
な
る
知
識
が
欠
か
せ

11:00 10:50社会権の学習 知的財産権の学習

「経済の自由を手に入れた人々が次に求めたものは？」という
問いかけから、社会権の学習に移った。当時としては先進的
な社会権が日本国憲法には盛り込まれていることを、日本国
憲法の条文を通して学んでいく。ノートは、スクリーンの丸写
しではなく、要点や理解したことを自分なりに整理してまとめ
るように指示されている。

「君たちが持っている財産とは？」と、生徒に身近なことを思
考の出発点として知的財産権の学習をスタート。先進国と発
展途上国の立場の違いを示す中で、先生が問いを投げかける
だけでなく、生徒からも問いを引き出しながら、知的財産権
を軸とした南北問題についても議論を深めた。

教
科
と
し
て
の
知
識
も

議
論
を
通
し
て
身
に
つ
け
る

問
い
を
与
え
る
の
で
は
な
く

生
徒
の
内
面
か
ら
湧
き
出
さ
せ
る

思
考
の
活
性
化
・
深
化
へ
の
配
慮
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な
い
。
前
田
先
生
は
知
識
も
一
方
的
に
教
え
る
の
で
は

な
く
、
生
徒
自
身
が
考
え
て
獲
得
す
る
よ
う
に
促
す
。

　

例
え
ば
、「
社
会
権
」
に
は
、
生
存
権
や
教
育
を
受

け
る
権
利
、
労
働
基
本
権
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
理
解
さ

せ
る
た
め
に
、
前
田
先
生
は
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低

限
度
の
生
活
を
送
れ
て
い
る
人
は
？
」
と
問
い
か
け
た
。

あ
る
生
徒
が
「
文
化
的
な
生
活
っ
て
何
だ
ろ
う
」
と
つ

ぶ
や
く
と
、
別
の
生
徒
が
「
本
を
読
め
る
こ
と
」「
ス
マ

ホ
を
使
え
る
こ
と
」
な
ど
と
発
言
。
前
田
先
生
が
「
そ

れ
を
す
る
た
め
に
は
何
が
必
要
？
」
と
問
い
か
け
る
と
、

「
お
金
」「
知
識
」「
教
育
を
受
け
る
こ
と
」
と
い
っ
た
意

見
が
出
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
発
言
を
取
り
上
げ
、「
そ

の
た
め
に
社
会
権
と
し
て
、
労
働
基
本
権
や
教
育
を
受

け
る
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
ん
だ
ね
」
と
述
べ
た
。

　
「
私
が
教
え
る
の
で
は
な
く
、
生
徒
自
身
が
考
え
た

概
念
に
言
葉
を
あ
て
は
め
て
い
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
に

し
て
、
自
分
の
頭
で
考
え
な
が
ら
学
ん
だ
こ
と
は
、
単

に
暗
記
し
た
こ
と
と
比
べ
て
し
っ
か
り
と
定
着
し
ま
す
」

　

生
徒
は
、
思
考
を
深
め
る
の
と
同
時
に
教
科
と
し
て

学
ぶ
べ
き
知
識
も
身
に
つ
け
て
い
く
の
だ
。

　

前
田
先
生
は
議
論
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
、
入
学

時
か
ら「
間
違
っ
て
も
い
い
か
ら
、何
で
も
発
言
し
よ
う
」

と
繰
り
返
し
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に

何
よ
り
大
事
な
の
は
、
生
徒
の
発
言
に
耳
を
傾
け
、
教

師
が
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
だ
。

　
「
ど
ん
な
意
見
で
も
発
し
て
く
れ
る
だ
け
で
あ
り
が

た
い
と
考
え
、最
大
限
に
受
け
止
め
て
、『
し
っ
か
り
聞

い
て
い
る
』と
い
う
態
度
を
示
し
ま
す
。す
る
と
生
徒
は
、

『
ま
た
発
言
し
よ
う
』
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
す
」

　

ま
た
、
出
席
番
号
な
ど
で
ラ
ン
ダ
ム
に
指
名
す
る
よ

う
に
見
せ
か
け
て
、
意
図
的
に
普
段
あ
ま
り
話
さ
な
い

生
徒
を
あ
て
る
こ
と
も
あ
る
。
ど
の
生
徒
に
も
発
言
の

機
会
を
与
え
、
最
初
の
一
歩
を
踏
み
出
す
手
助
け
を
す

る
と
、
多
く
の
生
徒
が
自
ら
話
す
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

　

そ
う
し
た
工
夫
に
よ
り
、
積
極
的
に
発
言
す
る
生
徒

は
増
え
て
い
く
が
、
あ
ま
り
発
言
し
な
い
生
徒
も
や
は

り
存
在
す
る
。
そ
う
し
た
生
徒
の
思
考
が
活
性
化
し
て

い
る
の
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
生
徒
が
授
業
の
最
後

に
記
入
す
る
「
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
」
を
活
用
し

て
い
る
。
授
業
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
問
い
の
一
覧
を
示

前田先生が７年前から使用している授業の台本。生徒
のリアクションを踏まえて問いを再検討したり、時事ト
ピックを追加したり、常時見直している。

1 1:25

貧困ビジネスが横行する現状などを整理し、「これから自分に
できることを考えて実践してほしい」と先生。最後に、授業の
ポイントとなる問いの一覧を示す。生徒はそれらの問いへの考
えなどをリアクションペーパーに記入し、先生に提出する。

1 1:15

社会権の１つ、生存権が焦点となった「朝日訴訟」「堀木訴訟」
を提示。「人間として最低限度の生活とは？」「クーラーはぜ
いたく品か？」などと次々に問いが示され、「公正とは何か」「幸
福とは何か」の考察を深めた。

社会保障の課題について学習 生存権の学習

議論が深まるにつれ、現実社会の問題は、必ずしも皆が
納得するような基準を設定できないことが分かりました。

生徒の
声

ペーパーが小さく、それに合わせて書くうちに、考えや
疑問を簡潔にまとめられるようになりました。

生徒の
声

教
師
が
生
徒
の
発
言
を
受
け
止
め
て

リ
ア
ク
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
の
大
切
さ

場
づ
く
り
へ
の
配
慮
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し
、
生
徒
は
そ
れ
ら
の
問
い
へ
の
考
え
や
質
問
、
感
想

を
記
入
し
て
提
出
。
前
田
先
生
は
す
べ
て
を
確
認
後
、

添
削
し
て
返
却
す
る
。

　
「
添
削
を
通
し
て
、
私
が
本
気
で
読
ん
で
い
る
こ
と
が

伝
わ
る
と
、
生
徒
も
一
生
懸
命
書
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

リ
ア
ク
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
は
、
授
業
研
究
の
格
好
の
材

料
に
も
な
っ
て
い
ま
す
」

　

１
年
生
の
最
初
は
視
野
が
狭
く
、
思
考
が
凝
り
固

ま
っ
て
い
る
生
徒
が
目
立
つ
が
、
授
業
を
重
ね
る
う
ち

に
多
面
的
に
思
考
し
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　
「
一
番
の
変
化
は
、
誰
か
の
発
言
を
無
批
判
に
受
け
流

さ
ず
、『
ち
ょ
っ
と
待
て
よ
』
と
自
分
で
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
こ
と
で
す
。
私
が
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
発

言
も
次
々
に
飛
び
出
し
て
、
議
論
が
面
白
く
な
り
ま
す
」

　

３
年
生
に
な
る
頃
に
は
、
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー

の
記
述
の
質
も
格
段
に
向
上
し
て
い
く
。

　

今
後
も
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
生
徒
の
思
考
を
促
す
授

業
を
追
究
し
て
い
き
た
い
と
い
う
。

　
「
例
え
ば
、
あ
る
大
き
な
問
題
を
考
え
て
い
く
た
め

に
、
生
徒
自
身
が
そ
の
時
々
に
必
要
な
単
元
を
選
ん
で

学
び
、
１
年
が
終
わ
る
と
全
単
元
を
終
え
て
い
る
と
い

う
試
み
も
検
討
し
て
い
ま
す
。
も
っ
と
生
徒
の
好
奇
心

や
関
心
に
沿
う
こ
と
で
、
生
徒
の
思
考
を
主
体
と
し
た

授
業
を
構
成
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

学習内容

自校の生徒の特性を
踏まえた各学習内容に
おける主な目標

（身につけさせたい力・姿勢）

左記の力・
姿勢の「学
力の3要素」
への分類

左記の力・姿勢を
育むための
指導内容

教師による
発問・働きかけの

内容

教師が特に
観察・配慮すべき点

知的財産権

• 主体的に授業に参
加し、知的財産権に
ついて多面的・多角
的に考察し、公正に
判断する力。

• 議論を通して、他
者の意見を受け入れ
る力。

• 知的財産権に関す
る基礎的教養。

• 知識
•思考力
• 判断力
• 表現力
•主体性
• 多様性
• 協働性

• 積極的な発言がしやすいよう
に、普段からコの字型に席を
配置している。また、どのよう
な学習内容でも多くの「問い」
を生徒たちに浴びせている。ま
た、授業後のリアクションペー
パーで、生徒の理解度や思考
の過程を確認できるようにして
いる (1 年間を通して )。

• 知的財産権については、先
進国の観点のみで語りがちなの
で、発展途上国の視点からも
知的財産権を考え、南北問題
の解決方法の糸口を探らせる。

•「本当に知的財産権は保障すべ
きか？」など、“当たり前”に対
して疑問を投げかけ、深く考える
きっかけをつくる。

• 先進国の観点
のみでの発言が
予測されるので、
左記の発問を通
じて、発展途上
国の視点からも
考えることに自
ら気づくようにす
る。

日本国憲法
における
社会権の
規定

•日本国憲法におけ
る社会権についての
基礎的教養を身につ
ける。

• 知識 
• 技能
•思考力

• いかに当時先進的な内容で
あったかを条文などを通して読
み取らせる。また、日本国憲法
制定という背景を通じて、当時
の日本における社会権への思
いを感じさせる。

•「なぜ、日本国憲法に当時先進
的な社会権の規定を盛り込んだ
のか？」

生存権

• 主体的に授業に参
加し、生存権につい
て多面的・多角的に
考察し、具体的事例
について公正に判断
する力。

• 議論を通じて、生
存権に関する多様な
価値観を受け入れ、

「公正とは何か」「幸
福とは何か」を考え
る力。

• 生存権に関する基
礎的教養。

• 知識
•思考力
• 判断力
• 表現力
•主体性
• 多様性
• 協働性

• 生存権に関して、実際にあっ
た具体的な事例を通して、多
面的・多角的に考察させ、様々
な価値観に触れる。常に「どう
すれば人間としての最低限度
の生活を保障することができる
のか」を頭に置き、現実社会
の問題解決の糸口を探らせる。
また、社会保障の財源や貧困
ビジネスなども交えて、課題の
難しさを痛感させた上で、「法」
や「制度」を整える以外にどの
ような対策があるかも考察させ
る。

•「人間として最低限度の生活と
はどのような生活？」

•「朝日訴訟における朝日さんの
生活は人間として最低限度の生
活？」

•「国は具体的な線引きをすべき？」

•「敗訴したら、意味がないのか？」

•「堀木訴訟における堀木さんの
主張は妥当か？」

•「クーラーはぜいたく品か？」

•「生活保護費は貯金できるか？」

•「貧困ビジネスに対してどのよう
な対策を取ればよいか？」

• 様々な意見が
出るように配慮
する。1 つ の 意
見しか出ない場
合は、必ず違う
意 見を 紹 介し、
その意見につい
て反論を考えさ
せる。

＊前田先生作成の授業デザインシートを編集部が一部改編

授業デザインシート

【教科・科目】公民（政治・経済）	
【分野・単元】日本国憲法で保障された人権　
【テーマ・作品】　「自由権」の経済活動の自由のうちの「知的財産権」
と「社会権」のうちの「生存権」まで

【設定時数】７時間中の４時間目	
【本時全体の目標】 主体的に授業に参加し、自由権や社会権に関する具
体的事例を通して、「公正とは何か」「幸福とは何か」を考察し、思考力・
判断力や基礎的教養などを身につける
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