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＊1 「Meet On Creative Academy」

教
育
に
対
す
る
提
案
を
ま
と
め
て
、
教

学
I
R
・
F
D
合
同
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
プ

レ
ゼ
ン
。
教
職
員
や
執
行
部
か
ら
高
く

評
価
さ
れ
ま
し
た
。
教
職
科
目
受
講
者

が
組
ん
だ
ユ
ニ
ッ
ト
「
Ｍ
Ｏ
Ｃ
Ａ
」は
、

授
業
観
察
や
学
生
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行

い
、「
学
生
が
考
え
る
学
生
に
と
っ
て

『
よ
り
よ
い
授
業
』
に
必
要
な
5
つ
の

要
素
」
と
い
う
レ
ポ
ー
ト
を
ま
と
め
ま

し
た
【
左
図
】。
こ
れ
は
学
内
の
会
議

や
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
で
も
取
り
上
げ
ら

れ
、反
響
を
呼
び
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、

地
域
の
サ
ー
ビ
ス
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
取
り

組
む
ユ
ニ
ッ
ト
も
活
動
中
で
す
。

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
活
動
は
、
学
生

の
自
主
性
も
生
か
し
つ
つ
、
緩
や
か
な

公
式
化
に
向
け
て
科
目
化
を
し
、
次
の

ス
テ
ー
ジ
へ
と
動
き
始
め
た
と
こ
ろ
で

す
。
I
R
の
活
動
に
も
学
生
の
声
を
入

れ
、
卒
業
し
た
M
O
C
A
の
メ
ン
バ
ー

を
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
ス
タ
ッ
フ
に
迎
え

ま
し
た
。
ま
た
、
大
学
や
学
生
へ
の
思

い
が
強
い
職
員
と
も
、
学
生
参
画
に
向

け
て
連
携
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
学
生
は
質
保
証
プ
ロ
セ
ス

に
お
い
て
、〝
お
客
様
〞
的
な
扱
い
で

あ
り
、
せ
い
ぜ
い
ア
ン
ケ
ー
ト
の
対
象

と
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
一
部
の
大
学
に
お
い
て
は
、
学
生

と
、
学
生
好
き
な
教
職
員
が
自
律
的
に

学
生
F
D
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し

た
が
、
継
続
性
に
乏
し
く
、
大
学
全
体

の
施
策
に
は
な
り
に
く
い
た
め
、
今
や

下
火
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
国
際
的
な
質
保
証
の
潮
流

は
学
生
参
画
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。
日

本
の
認
証
評
価
に
お
い
て
も
、
第
４
サ

イ
ク
ル
で「
学
生
の
質
保
証
へ
の
参
画
」

が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。

す
る
と
、
ど
う
な
る
か
。
恐
ら
く
今

後
、
内
部
質
保
証
委
員
会
の
下
に
「
学

生
委
員
会
」
を
設
置
し
、「
形
」
と
し
て
、

学
生
を
「
参
加
さ
せ
る
」
大
学
が
増
え

私
が
本
学
に
着
任
し
た
2
0
2
0
年

10
月
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
キ
ャ
ン
パ
ス

へ
の
入
構
が
禁
止
さ
れ
、
授
業
は
も
っ

ぱ
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
。
部
活
も
、
課
外
活

動
も
、
ア
ル
バ
イ
ト
も
で
き
な
い
。
学

生
は
、
自
分
の
成
長
に
つ
な
が
る
活
動

に
飢
え
て
い
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
中
、

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
学
生
生
活
に
つ
い

て
学
生
自
身
が
デ
ザ
イ
ン
す
る
P
B
L

を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
学
生
か
ら
「
こ

の
授
業
で
ま
と
め
た
大
学
教
育
に
対
す

る
自
分
た
ち
の
考
え
を
大
学
に
伝
え
た

い
」
と
い
う
意
見
が
出
ま
し
た
。
同
時

期
に
教
職
科
目
の
受
講
者
か
ら
も
、
同

様
の
声
が
上
が
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

学
生
の
創
発
的
な
動
き
に
新
し
い
可
能

性
を
感
じ
た
私
は
、
活
動
を
後
押
し
す

べ
く
、
教
育
開
発
支
援
セ
ン
タ
ー
の

I
R
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
、

「
関
大
生
の
学
び
と
成
長
加
速
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
」
を
設
置
し
ま
し
た
。

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
は
３
つ
の
学

生
ユ
ニ
ッ
ト
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

P
B
L
授
業
か
ら
発
展
し
た
ユ
ニ
ッ
ト

「
関
大
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
」
は
、
大
学

コ
ロ
ナ
禍
で
立
ち
上
が
っ
た

学
生
の
教
育
参
画

大
学
の
た
め
の〝
参
加
〞と

学
生
の
た
め
の〝
参
画
〞の
狭
間

教
育
改
善
に
向
け
て
学
生
が
自
律
的
に
活
動
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
つ
く

学
修
者
本
位
の
教
育
の
実
現
に
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
関
西
大
学
・
山
田
剛
史
教

教
員
自
身
の「
学
修
者
本
位
の
教
育
」へ
の
臨
み
方
に
つ
い
て
提
案
す
る
。

＊1

教
員
主
導
の
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学
修
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本
位
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学
生
目
線
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生
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＊MOCAメンバー：奥村百香、井上優、岡本碧梨、中谷汐里（いずれも2019年度入学者）。授業中の教員や学生の反応の観察、学生10名へのインタビューとメンバー間の議論を経てまとめ。

て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
大

学
管
理
の
「
公
式
的
」
な
委
員
会
を
設

置
す
る
だ
け
で
、
果
た
し
て
学
生
は
腹

に
思
っ
て
い
る
こ
と
を
話
す
で
し
ょ
う

か
？

た
と
え
本
音
の
意
見
を
述
べ
た

と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
教
員
が
自
分
た

ち
の
都
合
の
い
い
こ
と
し
か
受
け
入
れ

な
か
っ
た
ら
、
そ
れ
は
、
教
員
主
導
の

「
学
修
者
本
位
」
で
、
従
来
の
「
教
員

本
位
の
大
学
」
の
ま
ま
で
す
。
そ
の
う

ち
、
学
生
は
失
望
し
、
意
見
す
る
こ
と

を
や
め
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

む
ろ
ん
、
学
生
の
意
見
が
全
て
正
し

い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

対
話
を
重
ね
る
中
で
、
学
生
も
学
内
の

さ
ま
ざ
ま
な
規
約
や
制
約
を
理
解
し
、

教
職
員
の
努
力
を
理
解
し
て
い
き
ま

す
。
加
え
て
、
自
分
の
発
言
の
重
み
を

感
じ
、
責
任
感
を
持
つ
よ
う
に
な
る
で

し
ょ
う
。

学
生
参
画
型
の
大
学
づ
く
り
や
質
保

証
で
は
、
学
生
の
自
律
性
と
学
生
目
線

で
の
、
緩
や
か
な
大
学
の
公
式
活
動
化

の
バ
ラ
ン
ス
が
課
題
で
す
。
そ
の
前
提

と
な
る
の
は
、
学
生
に
「
自
分
た
ち
も

声
を
上
げ
て
い
い
ん
だ
」「
自
分
た
ち

の
声
が
大
学
を
変
え
る
可
能
性
が
あ
る

ん
だ
」
と
実
感
し
て
も
ら
う
こ
と
。
大

学
側
と
学
生
が
信
頼
関
係
を
築
き
、

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
認
め
合
う
こ
と
が

大
切
で
す
。
学
生
に
迎
合
す
る
の
で
は

な
く
、
学
生
目
線
で
大
学
の
あ
り
方
を

考
え
て
み
る
。
こ
れ
が
、本
質
的
な〝
学

修
者
本
位
〞
の
根
幹
だ
と
考
え
ま
す
。

今
、
社
会
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が

山
積
し
て
お
り
、
大
学
に
は
そ
の
課
題

解
決
に
資
す
る
人
材
育
成
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
教
員
に
求
め
ら

れ
る
の
は
、
学
生
に
い
か
に
「
自
分
が

社
会
の
課
題
解
決
に
関
与
で
き
る
と
い

う
実
感
」、
つ
ま
り
、
当
事
者
意
識
を

醸
成
さ
せ
る
か
。
大
学
も
一
つ
の
社
会

で
す
。
実
社
会
に
出
る
前
に
、
ま
ず
、

自
分
が
大
学
の
教
育
改
善
に
関
わ
る
経

験
と
実
感
が
あ
れ
ば
、
卒
業
後
、
社
会

へ
の
参
画
意
識
が
よ
り
高
ま
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
与
え
ら
れ
る
一
方

の
経
験
ば
か
り
で
は
、
当
事
者
意
識
は

芽
生
え
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
、
学
生

「
参
加
」で
は
な
く
、「
参
画
」な
の
で
す
。

残
念
な
が
ら
日
本
で
は
、
大
学
に
対

す
る
社
会
か
ら
の
期
待
値
が
高
く
あ
り

ま
せ
ん
。
税
金
の
投
入
も
寄
付
金
も
少

な
く
、
卒
業
生
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
率

も
低
い
。
つ
ま
り
、
信
頼
さ
れ
て
い
な

い
の
で
す
。
私
は
、
大
学
教
育
へ
の
学

生
参
画
こ
そ
、
そ
の
信
頼
回
復
に
つ
な

が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
目
の
前
の
在

学
生
が
大
学
で
成
長
実
感
を
得
た
り
、

教
育
改
善
に
参
画
し
、
自
己
効
力
感
を

高
め
ら
れ
る
日
常
、
環
境
を
つ
く
る
こ

と
。
そ
れ
が
、
彼
ら
に
卒
業
後
、
母
校

の
価
値
を
社
会
に
広
め
、
寄
付
や
教
育

費
の
投
資
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
も

つ
な
が
る
は
ず
で
す
。

学
修
者
本
位
の
教
育
に
取
り
組
む
う

え
で
、
も
う
一
つ
重
要
な
の
が
、
わ
れ

わ
れ
大
学
教
員
は
、
勉
強
が
好
き
で
、

〝
学
校
と
い
う
環
境
に
過
剰
に
適
応
し

て
教
員
に
な
っ
た
〞と
い
う
自
覚
で
す
。

そ
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、

手
法
の
み
ア
ク
テ
ィ
ブ
で
、
相
変
わ
ら

ず
教
授
者
中
心
の
授
業
に
な
っ
て
い
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
自
分
が
」

お
も
し
ろ
い
こ
と
だ
け
を
教
え
よ
う
と

し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
？

自
分
の
興

味
と
学
生
の
興
味
は
違
う
。「
学
生
は
」

何
だ
っ
た
ら
関
心
を
持
つ
の
か
。

学
生
中
心
の
大
学
を
提
案
し
た
「
廣

中
レ
ポ
ー
ト
」
か
ら
20
余
年
。
私
は
、

時
折
、
大
講
義
室
の
後
ろ
か
ら
講
義
の

風
景
を
眺
め
、
学
生
か
ら
見
た
大
学
教

育
を
想
像
し
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
の
教

員
が
教
壇
か
ら
下
り
て
、
自
分
の
授
業

を
学
修
者
の
思
い
に
く
ぐ
ら
せ
た
と
き

に
感
じ
る
「
違
和
感
」
を
引
き
取
る
覚

悟
こ
そ
が
、
学
修
者
本
位
の
教
育
実
現

へ
の
第
一
歩
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
講
義
室
の
後
ろ
か
ら

学
修
者
の
思
い
を
想
像
す
る

「学生が考える学生にとって『よりよい授業』に必要な5つの要素」
～「関大生の学びと成長加速プラットフォーム」ユニットMOCA（Meet On Creative Academy）からの提案

インプットの時間だけでなく、学
生が頭や心、身体を使いながら
アウトプットをする時間を授業の
どこかでつくってほしいです。講
義内容の詰め込みや先生の
しゃべりだけでは、学生の思考
は止まります。学生が自分一人
で思考をする時間や、他の人と
交流しながら思考を深める時間
が必要です。

他の学生との学び合いによっ
て、学生は新たな視点や気付き
を得ることができ、自分の中で学
びを深めることにつながります。
他人のことを知り、受け入れよう
とすることは人間関係を築く上で
の素地となります。この素地の
育成のためにも、授業は、いろい
ろな人と交流し、視野を広げるこ
とができる絶好の機会です。

一方向的に授業を進めるので
はなく、学生の意見や考え、思
いなどを聴き、リアクションを見な
がら授業を進めてほしいです。
先生が学生に問いかけたり、学
生に考える余地を与えたりする
ことによって、学生は授業への
参加感が増し、思考が刺激され
ます。授業に、学生をどんどん巻
き込んでください。

先生と学生、学生同士の良い
関係性・良い雰囲気づくりは、
より良い授業の土台です。誰も
が気兼ねなく、安心して自分の
考えを言うことができ、異なる意
見や想いを受け入れる雰囲気
をクラス内につくること、つまり
心理的安全性を保証すること
が必要です。

安心して学びに向かうための
良い関係性・雰囲気づくり

双方向性を
取り入れる 学生同士の

コミュニケーション 学生が自ら考えを
深める時間

授業展開を
工夫する

「より良い授業」のためには、授
業で取り扱う内容と展開が吟
味されていることが重要です。
授業の流れが順序立ててあり、
論理的・具体的・実践的な授業
内容であれば、学生の理解が
進み、知的好奇心が刺激されま
す。思考の質も高まります。授
業内容と展開の吟味の際に
も、学生の反応や理解度を考
慮していただきたいです。

心理的安全性を
保証する

先生と学生の
コミュニケーション

多様性を
取り入れる 思考をする場面

を組み込む 学生の反応を考慮した上で
の授業内容と展開の吟味

1
2 4

3 5

▲MOCAが作成したレポート
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