
「問い」の力で
時間と空間を切り裂き、過去と世界を旅する

ニューノーマル時代の修学旅行

Learning Program 1,
−オリンピック・スポーツ資料から考える探究学習−

The school trip in the age of the new normal, where the power of "questions" 
cuts through time and space to travel through the past and the world

Designed by; Oi Masao, Komatsu Shohei, Odote Shu, Takahashi Kaho, Shin Tenka, Katayama Misaki. 

https://researchmap.jp/m-oi


プレ調査と問題の所在



Our research background and issues

・修学旅行の事前事後学習は形骸化しやすい傾向にある。

・その多くは一方向的に与えられる受動的な学びである。

・スポーツやオリンピックの意義や多様性に対して

学校教育の中で向き合い、考える機会は少ない。

・COVID-19の感染拡大を受け、
修学旅行のあり方も再考の必要性に迫られている。



Results of our questionnaire Survey Results

ディズニーランドが磐石の１位。
日本オリンピックミュージアムにも17票。

*N=244 小学生68名,中学生113名,
高校生56名,教員5名,その他1名



Results of our questionnaire Survey Results

インターネットなどで
色々な資料を収集する、
主体的な探究学習 57

クラスメイトとの
協働的な学習 78

映画やアニメ、テレビな
どを視聴する学習 53

映画・アニメなどを視聴する学習よりも、クラスメイトとの協働的な学習や
ICTを活用した主体的な探究学習の方が人気。

*N=244 小学生68名,中学生113名,
高校生56名,教員5名,その他1名



Results of our questionnaire Survey Results *N=244 小学生68名,中学生113名,
高校生56名,教員5名,その他1名

「競技」以外にも色々な側面に興味を持っている。



Results of our questionnaire Survey Results

「観客として」関わっていきたい
と考える人が多い。

*N=244 小学生68名,中学生113名,
高校生56名,教員5名,その他1名



Our Concepts 
◯遠隔オンラインでもできる、協働的な学びであること

◯ INPUT (D.A.資料の活用)とOUTPUT (D.A.資料から考えたこと)を繋げること

◯【生徒の多様性】と【スポーツの多様性】、【資料の多様性】を繋げること

◯生徒自身の「問い」に紐づいた主体的・探究的な学習を通して、スポーツ
との多様な関わり方に「自分ごととして」向き合う視座を育むこと

◯「過去の資料」と、「現在を生きるジブン」の接続ーを越えて、
この学習での生徒たちの【多様な学び】という新たな「知」が

資料に新たな価値を与え、その資料が「未来」に継承されること



LEARNING FLOW : PLAN1
探究の展開

Stage.1:  オリンピックやスポーツに関する資料をもとに「問い」を立てる(「問い」の誘発 )。

Stage.2: 自分の関心のあるテーマを用意された4つの中から選択し、「問い」を構造化する。

Stage.3:  「問い」に基づいてデジタルアーカイブなどで資料を探索・収集し、「問い」を深める。

Stage.4: チームごとに各自の「問い」と収集したデジタルアーカイブ資料をもとに議論を行い、
オリンピックやスポーツに関することについて探究する。

Stage.5: IOCのオリンピズム学習テーマについて議論することで、見方・考え方を広げ・深める。

Stage.6: 2021年7月〜8月に開催される東京オリンピック2020と自分なりに向き合う。 or  ／
修学旅行や校外学習で、オリンピックやスポーツに関連する施設を訪れる。

Stage.7: チームごとに学んだことや考えたことを展示空間に発表作品として制作・アーカイブする。
この際、「どのようなロール(役割)の目線」で「何を伝えたい展示なのか」を意識する。

Stage.8: 制作したオリジナル・オリンピック(スポーツ)ミュージアムをもと、に発表・議論を行う。
＊ミュージアムは新たなアーカイブとなり、未来に継承される(短期的には翌年以降の教材となる) 。



LEARNING FLOW : PLAN2 (brief ver.)
探究の展開

Stage.1:  オリンピックやスポーツに関する資料をもとに「問い」を立てる(「問い」の誘発 )。

Stage.2: 自分の関心のあるテーマを用意された4つの中から選択し、「問い」を構造化する。

Stage.3:  「問い」に基づいてデジタルアーカイブなどで資料を探索・収集し、「問い」を深める。

Stage.4: チームごとに各自の「問い」と収集したデジタルアーカイブ資料をもとに議論を行い、
オリンピックやスポーツに関することについて探究する。

Stage.5: IOCのオリンピズム学習テーマについて議論することで、見方・考え方を広げ・深める。

Stage.6: 2021年7月〜8月に開催される東京オリンピック2020と自分なりに向き合う。 or  ／
修学旅行や校外学習で、オリンピックやスポーツに関連する施設を訪れる。

Stage.7: チームごとに学んだことや考えたことをポスターやスライドにまとめ、発表を行う。

Stage.8: 制作したまとめ資料をもとに、議論・振り返り学習を行う。
＊資料は新たなアーカイブとなり、未来に継承される(短期的には翌年以降の教材となる) 。



第一回授業

社会的な「問い」を共有する

オリンピックやスポーツに関する複数の資料をもとに「問い」を立てる



COVID-19の猛威が
未だ⽌まず、
私たちは新しい⽣活様式
を求められている。



そんな中、
開催されようとしている
東京オリンピックは、
私たちにこんな「問い」
を投げかけている。



オリンピックとは、何か。

スポーツとは、何か。



Results of our questionnaire Survey Results

COVID-19の状況を鑑み、オリンピックの開催時期や方法に対して、
従来通りではない「何か」が必要だと考えている人も多い。

*N=244 小学生68名,中学生113名,
高校生56名,教員5名,その他1名



今までの当たり前が
当たり前じゃなくなる現代では、

⾃ら「問い」を⽴て、
⾃ら情報や資料を収集し、
考え、表現する⼒が求められている。



LEARNING FLOW : PLAN2 (brief ver.)
探究の展開

Stage.1:  オリンピックやスポーツに関する資料をもとに「問い」を立てる(「問い」の誘発 )。

Stage.2: 自分の関心のあるテーマを用意された4つの中から選択し、「問い」を構造化する。

Stage.3:  「問い」に基づいてデジタルアーカイブなどで資料を探索・収集し、「問い」を深める。

Stage.4: チームごとに各自の「問い」と収集したデジタルアーカイブ資料をもとに議論を行い、
オリンピックやスポーツに関することについて探究する。

Stage.5: IOCのオリンピズム学習テーマについて議論することで、見方・考え方を広げ・深める。

Stage.6: 2021年7月〜8月に開催される東京オリンピック2020と自分なりに向き合う。 or  ／
修学旅行や校外学習で、オリンピックやスポーツに関連する施設を訪れる。

Stage.7: チームごとに学んだことや考えたことをポスターやスライドにまとめ、発表を行う。

Stage.8: 制作したまとめ資料をもとに、議論・振り返り学習を行う。
＊資料は新たなアーカイブとなり、未来に継承される(短期的には翌年以降の教材となる) 。



あなたなら、この資料で、どんな「問い」を立てますか？

What kind of "question" would you ask with this materials?



オリンピック東京大会 : 三億円の金が落ちる、何をして諸けるか.
国立国会図書館デジタルコレクション収録.PDM.
https://jpsearch.go.jp/item/dignl-1033428

XIIth Olympiad Tokyo 1940.
国立国会図書館デジタルコレクション収録.PDM.
https://jpsearch.go.jp/item/dignl-1681174

嘉納先生伝.国立国会図書館デジタルコレクション収録.PDM
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1043572/17

What kind of "question" would you ask with these materials?

https://jpsearch.go.jp/item/dignl-1033428
https://jpsearch.go.jp/item/dignl-1681174
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1043572/17


美と民族の祭典 : オリンピア写真集.
国立国会図書館デジタルコレクション収録.PDM.
https://jpsearch.go.jp/item/dignl-
1111869?info=https%3A%2F%2Fwww.dl.ndl.go.jp%2
Fapi%2Fiiif%2F1111869%2FR0000034%2Finfo.json

第十一回オリムピック大会写真帖 : Berlin 1936.
国立国会図書館デジタルコレクション収録.PDM.
https://jpsearch.go.jp/item/dignl-
1015756?info=https%3A%2F%2Fwww.dl.ndl.go.jp%2F
api%2Fiiif%2F1015756%2FR0000016%2Finfo.json

人見絹江_出典：『最新女子陸上競技法』大正15.
国立国会図書館デジタルコレクション収録.PDM.
https://jpsearch.go.jp/item/dignl-
939882?info=https%3A%2F%2Fwww.dl.ndl.go.jp%2
Fapi%2Fiiif%2F939882%2FR0000004%2Finfo.json

What kind of "question" would you ask with these materials?

https://jpsearch.go.jp/item/dignl-1111869?info=https%3A%2F%2Fwww.dl.ndl.go.jp%2Fapi%2Fiiif%2F1111869%2FR0000034%2Finfo.json
https://jpsearch.go.jp/item/dignl-1015756?info=https%3A%2F%2Fwww.dl.ndl.go.jp%2Fapi%2Fiiif%2F1015756%2FR0000016%2Finfo.json
https://jpsearch.go.jp/item/dignl-939882?info=https%3A%2F%2Fwww.dl.ndl.go.jp%2Fapi%2Fiiif%2F939882%2FR0000004%2Finfo.json


ラジオ体操・小学生. 毎日フォトバンク収録. 著作権あり-教育目的での利用可. 
https://jpsearch.go.jp/gallery/ndl-QAQkZMwZXjk

体操図解.国立国会図書館デジタルコレクション収録.PDM.
https://jpsearch.go.jp/item/dignl-
860361?info=https%3A%2F%2Fwww.dl.ndl.go.jp%2Fapi%2
Fiiif%2F860361%2FR0000004%2Finfo.json

踏水訣.国立公文書館デジタルアーカイブ収録. CC0. 
https://jpsearch.go.jp/gallery/ndl-qDjgkkGjVm6

「日々新聞」「第廿号」.立命館大学アート・
リサーチセンター収録. CC BY-NC-SA. 
https://jpsearch.go.jp/gallery/ndl-1rlvEON7v7J

運動会 : 絵入.国立国会図書館デジタルコレクション収録.PDM.
https://jpsearch.go.jp/item/dignl-859836

What kind of 
"question" 
would you

ask with these 
materials?

https://jpsearch.go.jp/gallery/ndl-QAQkZMwZXjk
https://jpsearch.go.jp/item/dignl-860361?info=https%3A%2F%2Fwww.dl.ndl.go.jp%2Fapi%2Fiiif%2F860361%2FR0000004%2Finfo.json
https://jpsearch.go.jp/gallery/ndl-qDjgkkGjVm6
https://jpsearch.go.jp/gallery/ndl-1rlvEON7v7J
https://jpsearch.go.jp/item/dignl-859836


踊獨稽古.
国立国会図書館デジタルコレクション収録.PDM.
https://jpsearch.go.jp/item/dignl-8929362

What kind of "question" 
would you ask 

with these materials?

https://jpsearch.go.jp/item/dignl-8929362


South Africa Games. Pikes Peak Library District, DPLA. IN COPYRIGHT - EDUCATIONAL USE PERMITTED.
https://dp.la/item/5eac0d8c8773e0e07d1b79996aa45b1d?q=Olympic%20peace

Winter Olympics 1976. Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή , europeana. CC BY-NC-ND.
https://www.europeana.eu/en/item/2064951/https___www_searchculture_gr_aggregator_edm_HOC_000062_11688_100940

Metal statuette of an athlete from the Olympic Games Athens 1896.
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, europeana. CC BY-NC-ND.
https://www.europeana.eu/en/item/2064951/https___www_searchculture_gr_aggregator_edm_HOC_000062_11688_53
https://www.europeana.eu/en/item/2064951/https___www_searchculture_gr_aggregator_edm_HOC_000062_11688_150312

Signalisatie schermen. Heritage plus.be, Sportimonium, europeana. CC BY-NC-SA.
https://www.europeana.eu/en/item/2023009/23096B51_priref_25318

What kind of 
"question" would 
you ask with these 

materials?

https://dp.la/item/5eac0d8c8773e0e07d1b79996aa45b1d?q=Olympic%20peace
https://www.europeana.eu/en/item/2064951/https___www_searchculture_gr_aggregator_edm_HOC_000062_11688_100940
https://www.europeana.eu/en/item/2064951/https___www_searchculture_gr_aggregator_edm_HOC_000062_11688_53
https://www.europeana.eu/en/item/2064951/https___www_searchculture_gr_aggregator_edm_HOC_000062_11688_150312
https://www.europeana.eu/en/item/2023009/23096B51_priref_25318


What kind of "question" would you ask with these materials?

John	Carlos,	Tommie Smith,	Peter	Norman	1968cr.	Wikimedia Commons. PDM.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Carlos,_Tommie_Smith,_Peter_Norman_1968cr.jpg

Opening of the Olympics in 1936 in Berlin. Netherlands Institute for Sound and Vision, europeana. In Copyright.
https://www.europeana.eu/en/item/2051943/data_euscreenXL_EUS_DB57D07A5E6A4EA9AEF5F634C0ACC181

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Carlos,_Tommie_Smith,_Peter_Norman_1968cr.jpg
https://www.europeana.eu/en/item/2051943/data_euscreenXL_EUS_DB57D07A5E6A4EA9AEF5F634C0ACC181


オリンピック大競技双六.三重県総合博物館所蔵.
https://jpsearch.go.jp/item/miemu02-164718

東京オリンピック.下松市郷土資料・文化遺産デジタルアーカイブ収録. 
https://jpsearch.go.jp/item/adeac-R100000094_I000103646_00

Olympic Games at Antwerp. TopFoto.co.uk, europeana. IN COPYRIGHT. 
https://www.europeana.eu/en/item/2024904/https___www_topfoto_co_uk_asset_3010236

Burlap Olympic competition. University of Wisconsin Digital Collections, DPLA. IN COPYRIGHT.
HTTPS://DP.LA/ITEM/3EF5AC85F93DCA9B0DF25A36B731E0AA?Q=OLYMPIC%20%E3%80%80COMPETITION

Ranelagh Ladies Sports. TopFoto.co.uk, europeana. IN COPYRIGHT. 
HTTPS://WWW.EUROPEANA.EU/EN/ITEM/2024904/HTTPS___WWW_TOPFOTO_CO_UK_ASSET_3016940

What kind of "question" would you ask with these materials?

大坂なおみ選手がマスクでアピールする、米黒人犠牲者たち. BBC NEWS | JAPAN.
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-54097581

米ＮＦＬが国歌斉唱時に起立義務づけ. 朝日新聞デジタル.
https://www.asahi.com/articles/ASL5S1QRDL5SUHBI001.html?iref=pc_photo_gallery_bottom

ともっていたはずの聖火 7月24日、それぞれの1日. 朝日新聞デジタル.
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200724001897.html

リオオリンピックの開会式、スラム街からはこう見える. HUFFPOST.
https://www.huffingtonpost.jp/2016/08/14/rio-olympics-favela-photos_n_11519916.html

リオオリンピックの会場が半年で廃墟化. livedoor NEWS.
https://news.livedoor.com/article/detail/12677708/

（東京五輪物語）変わる交通網：３ バスが支える選手らの移動 台数足りない！？連携カギ . 朝日新聞デジタル .
https://www.asahi.com/articles/DA3S13224725.html?iref=pc_photo_gallery_bottom

箱根駅伝 ほとんどの選手が「ナイキの厚底シューズ」を履く驚くべき理由. 文春オンライン.
https://bunshun.jp/articles/-/21399

米サッカー連盟、片膝をつく抗議表明の禁止を撤回. BBC NEWS | JAPAN.
https://www.bbc.com/japanese/53020839

リオ五輪初の「難民選手団」が自らつくった、旗と歌. WIRED.
https://wired.jp/2016/08/15/refugee-olympic-team/

エチオピアのマラソン選手、抗議のポーズでゴール リオ五輪. CNN.co.jp.
https://www.cnn.co.jp/showbiz/35087804.html

「男に似た選手と競うのは難しい」キャスター・セメンヤを批判した女子選手に非難集中. HUFFPOST.
https://www.huffingtonpost.jp/2016/08/22/lynsey-sharp-defends-caster-semenya_n_11657364.html

https://jpsearch.go.jp/item/miemu02-164718
https://jpsearch.go.jp/item/adeac-R100000094_I000103646_00
https://www.europeana.eu/en/item/2024904/https___www_topfoto_co_uk_asset_3010236
https://dp.la/item/3ef5ac85f93dca9b0df25a36b731e0aa?q=Olympic%20%E3%80%80Competition
https://www.europeana.eu/en/item/2024904/https___www_topfoto_co_uk_asset_3016940
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-54097581
https://www.asahi.com/articles/ASL5S1QRDL5SUHBI001.html?iref=pc_photo_gallery_bottom
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20200724001897.html
https://www.huffingtonpost.jp/2016/08/14/rio-olympics-favela-photos_n_11519916.html
https://news.livedoor.com/article/detail/12677708/
https://www.asahi.com/articles/DA3S13224725.html?iref=pc_photo_gallery_bottom
https://bunshun.jp/articles/-/21399
https://www.bbc.com/japanese/53020839
https://wired.jp/2016/08/15/refugee-olympic-team/
https://www.cnn.co.jp/showbiz/35087804.html
https://www.huffingtonpost.jp/2016/08/22/lynsey-sharp-defends-caster-semenya_n_11657364.html


The question you set was it

a "closed question” ? 

or
an "open question” ?



第⼆回授業

4つの観点から新たに「問い」を⽴てることで「問い」を抽象化する

⾃分たちの情報源をmiroで協働的に可視化する



LEARNING FLOW : PLAN2 (brief ver.)
探究の展開

Stage.1:  オリンピックやスポーツに関する資料をもとに「問い」を立てる(「問い」の誘発 )。

Stage.2: 自分の関心のあるテーマを用意された4つの中から選択し、「問い」を構造化する。

Stage.3:  「問い」に基づいてデジタルアーカイブなどで資料を探索・収集し、「問い」を深める。

Stage.4: チームごとに各自の「問い」と収集したデジタルアーカイブ資料をもとに議論を行い、
オリンピックやスポーツに関することについて探究する。

Stage.5: IOCのオリンピズム学習テーマについて議論することで、見方・考え方を広げ・深める。

Stage.6: 2021年7月〜8月に開催される東京オリンピック2020と自分なりに向き合う。 or  ／
修学旅行や校外学習で、オリンピックやスポーツに関連する施設を訪れる。

Stage.7: チームごとに学んだことや考えたことをポスターやスライドにまとめ、発表を行う。

Stage.8: 制作したまとめ資料をもとに、議論・振り返り学習を行う。
＊資料は新たなアーカイブとなり、未来に継承される(短期的には翌年以降の教材となる) 。



The "question" was born.
Theses are the starting point of inquiry.
What should we do next?

「問い」は⽣まれた。
これらは探究の起点だ。
じゃー次は、どうすればいいんだ？



Themes that students can choose

Theme.1:  "Peace"
「平和」
- 戦争・紛争、疫病、災害、道徳、国際関係

Theme.2:  "Diversity"
「多様性」
- 障害、ジェンダー、国と地域、⼈種・⺠族

Theme.3: "Society"
「社会」
- 経済、環境、地域、ボランティア

Theme.4: "Competition"
「競技」
- ルール、テクノロジー、種⽬、超越性、記録



オリンピックは街にどんな影響を与えるのだろうか？
〜オリンピックとお⾦との関係に注⽬して〜

e.g.Case1:「社会(経済)」を選択した場合

「問い」の例



変容する社会において、
スポーツ・オリンピックは何ができるだろうか？

〜アスリートのパフォーマンスを中⼼に〜

e.g.Case2:「多様性」「社会」で考えた場合

「問い」の例



e.g.Case3:「平和」で考えた場合

政治と平和とスポーツの関係は
どのように変わってきたのか？

「問い」の例



e.g.Case4:「競技」で考えた場合

古代オリンピックから近代オリンピックにかけて、
競技種⽬はどのように変化したのか？

また、その変化からどのようなことが分かるのか？

「問い」の例



The questions you created last time

⼤井鱚鲘、⼩松鱚鲘鱽�
鲢鳢鳫鳌鲻鲧鱳開催鱰反対鱞鲐鲍鱋鱯写真鱑資料鱰鱇鱨鱤鱭思鱋鱳鱬鱞鱑、2020年鱳
東京鲢鳢鳫鳌鲻鲧以外鱰鲇鲢鳢鳫鳌鲻鲧鱳開催鱰反対鱞鲐声鱑鱇鱨鱤鲢鳢鳫鳌鲻鲧鱴
鱇鱨鱤鱳鱬鱜鲌鱋鱐。鲃鱤、問題鱯鱔開催鱬鱒鲐状況鱬鲇鲢鳢鳫鳌鲻鲧開催鱰反対鱞鲐
声鱴常鱰鱇鲐鱳鱬鱜鲌鱋鱐。鱙意⾒鲗聞鱐鱠鱫鱔鱥鱚鱉。�
�
�
〜⼤井先⽣、⼩松先⽣鱰聞鱔予定鱥鱨鱤鱘鱭〜�
⼩学校鱳時鱰、調鱾学習鱬鳉鲵鲫鳫鲗使鱋鱘鱭鱑多鱔鱇鱨鱤鱳鱬鱞鱑、調鱾鲐鱭鱤鱔鱚
鲘鱳鲭鲜鳀鲉情報鱑出鱫鱒鱫鱮鱳情報鲗使鱍鱵鱉鱉鱳鱐鲔鱐鲎鱯鱉時鱑多鱔鱇鱨鱤鱳
鱬、鱮鱳鲍鱋鱰鱜鱫鱤鱔鱚鲘鱳鲭鲜鳀鱯鱮鱐鲎選鱾鱵鲍鱉鱳鱐教鱍鱫鲇鲎鱉鱤鱉鱬鱞。�
�
�
質問鱬鱞。2024 年鱳鲢鳢鳫鳌鲻鲧鱴、開催鱬鱒鲐鱭思鱉鲃鱞鱐？鲃鱤、2020 年鲢鳢
鳫鳌鲻鲧鲗延期鱞鲐鱯鲎、何年鱑鱉鱉鱭思鱉鲃鱞鱐？�
�
�
⼤井鱚鲘・⼩松鱚鲘�
貴重鱯鱙意⾒鲗聞鱐鱠鱫鱉鱤鱥鱒鱇鲏鱑鱭鱋鱙鱛鱉鲃鱜鱤。質問鱯鲘鱬鱞鱖鲑鱮、鲢鳢
鳫鳌鲻鲧鱬、男⼦鱭⼥⼦鱬鲔鱐鲑鲃鱞鲍鱲。鱢鱳際、性同⼀性障害鱯鱮鱳⽅鱴、鱮鱋鱯
鲐鱳鱬鱜鲌鱋？鲃鱤、鱢鱳鲍鱋鱯⽅鱴根本的鱰鲢鳢鳫鳌鲻鲧鱭鳉鳡鳢鳫鳌鲻鲧鱳鱮鱦鲎
鱰出場鱞鲐鱳鱬鱜鲌鱋鱐。�
�
�
⼤井鱚鲘、⼩松鱚鲘鱽鱳質問�
今、新型鲫鳥鳂鲞鲜鳣鲱鱑、蔓延鱜鱫鱉鲐中� 鲢鳢鳫鳌鲻鲧鲗中⽌鱰鱜鱯鱉鱬、安⼼・
安全鱭鱉鱨鱫⽇本政府鱴開催鱜鲍鱋鱭鱜鱫鱉鲃鱞。私鱴鱢鱳理由鱰鱩鱉鱫、経済的鱯損
失鱑鱇鲐鱐鲎鱥鱭思鱋鱳鱬鱞鱑、鱢鱳鲀鱐鱳理由鱰鱩鱉鱫具体的鱰教鱍鱫鱉鱤鱥鱒鱤鱉
鱬鱞。鱏願鱉鱜鲃鱞。�
今⽇鱳授業鱴、鱭鱫鲇楽鱜鱐鱨鱤鱜、鱤鲆鱰鱯鱨鱤鱭思鱉鲃鱞。�
⼤井鱚鲘、⼩松鱚鲘、⼤野先⽣、本当鱰鱇鲏鱑鱭鱋鱙鱛鱉鲃鱜鱤。�
�

The solution to this problem is an inquiry-based learning approach...



What do we use to find them?
What are reliable sources of information?

何を使って探すのか？
信頼できる情報源とは？



Digital 
archive



https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000672Chichibu https://jpsearch.go.jp/

https://www.europeana.eu/en https://dp.la/primary-source-sets

https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000672Chichibu
https://jpsearch.go.jp/
https://www.europeana.eu/en
https://dp.la/primary-source-sets


https://ci.nii.ac.jp

Other sources considered reliable to help you in your enquiry

https://sportsmuseum.chukyo-u.ac.jp/collection/
https://trc-adeac.trc.co.jp/

https://www.joc.or.jp/olympism/

https://ci.nii.ac.jp/
https://sportsmuseum.chukyo-u.ac.jp/collection/
https://trc-adeac.trc.co.jp/
https://www.joc.or.jp/olympism/


Digital 
archive

+α



・「現在の情報」と「過去の資料」を引⽤して考える
ことには、どのような違いがあるのか？

・「ググる」ことの、メリットとデメリットとは何か？

・ 信頼できる情報とは、何か？

・「ワタシの意⾒」とは、何か？

・ 探究で、何を⽬指しているのか？



真正性

セレンディピティ

ユニークさ、オリジナリティ

巨⼈の肩の上に⽴って議論しているか



LEARNING FLOW : PLAN2 (brief ver.)
探究の展開

Stage.1:  オリンピックやスポーツに関する資料をもとに「問い」を立てる(「問い」の誘発 )。

Stage.2: 自分の関心のあるテーマを用意された4つの中から選択し、「問い」を構造化する。

Stage.3:  「問い」に基づいてデジタルアーカイブなどで資料を探索・収集し、「問い」を深める。

Stage.4: チームごとに各自の「問い」と収集したデジタルアーカイブ資料をもとに議論を行い、
オリンピックやスポーツに関することについて探究する。

Stage.5: IOCのオリンピズム学習テーマについて議論することで、見方・考え方を広げ・深める。

Stage.6: 2021年7月〜8月に開催される東京オリンピック2020と自分なりに向き合う。 or  ／
修学旅行や校外学習で、オリンピックやスポーツに関連する施設を訪れる。

Stage.7: チームごとに学んだことや考えたことをポスターやスライドにまとめ、発表を行う。

Stage.8: 制作したまとめ資料をもとに、議論・振り返り学習を行う。
＊資料は新たなアーカイブとなり、未来に継承される(短期的には翌年以降の教材となる) 。



第三回授業

「問い」を協働的に構造化する

構造化した「問い」をmiroで可視化する



「問い」の構造化とは？



Aの下位の「問い」①

埋葬品に表れる人と動物の関係は,どのように変わった？

A,Bペアの中位の「問い」

人と動物の関係はどのように変わったのか？

Bの下位の「問い」②
歌に表れる人と動物の関係は,どのように変わった？

構造化の例



「問い」を構造化しよう☆
openとclose、 具体と抽象、 個人と協働を架橋して、 大きな「問い」のコタエを探究しよう！

第１回授業
資料から問いを立てる

それぞれの興味関心に基づいて
問いをたくさん立てた（小Q）

↓
立てた問いの中から

1〜3位を選んだ（中Q）
↓

自分の中で探究したい大きな
テーマを立てた（大Q）

↓
クラスメイトと問いを共有した

第２回授業
四つの観点から問いを立てる

それぞれの興味関心に基づいて
問いをたくさん立てた（小Q）

↓
立てた問いの中から

1〜3位を選んだ（中Q）
↓

自分の中で探究したい大きな
テーマを立てた（大Q）

↓
クラスメイトと問いを共有した

第３回授業
問いを協働的に構造化する

Aさん
第1回授業での１位の問い
第2回授業での１位の問い

Bくん
第1回授業での１位の問い
第2回授業での１位の問い

Cさん
第1回授業での１位の問い
第2回授業での１位の問い

議論の上、決定

班で今後探究するテーマ（大Q）
e.g.食と幸福の関係性における社会的な言説の変遷とは？

【大Qを明らかにするためのトピック（中Q）を個人で考える】

議論の上、決定

班で今後探究するトピック（中Q）
中Q①
e.g.
食の広告における
キャッチフレーズ
の時代ごとの特徴
とは？

中Q②
e.g. 
歌の中に登場する
る食の表現の時代
ごとの特徴とは？

中Q③
e.g. 
食と幸福の関係性
の国や地域ごとの
特徴とは？

議論の上、各自が担当する中Qを決める



問いを協働的に構造化する

Aさん
第1回授業での１位の問い
第2回授業での１位の問い

Bくん
第1回授業での１位の問い
第2回授業での１位の問い

Cさん
第1回授業での１位の問い
第2回授業での１位の問い

議論の上、決定

班で今後探究するテーマ（大Q）
e.g.食と幸福の関係性における社会的な言説の変遷とは？

【大Qを明らかにするためのトピック（中Q）を個人で考える】

議論の上、決定

班で今後探究するトピック（中Q）

中Q①
e.g.食の広告におけるキャッチ
フレーズの時代ごとの特徴とは？

中Q②
e.g.歌の中に登場するる食の表現
の時代ごとの特徴とは？

中Q③
e.g.食と幸福の関係性の国や
地域ごとの特徴とは？

議論の上、各自が担当する中Qを決める

小Q(1)
e.g.飲み物の広告資料の特徴の変遷は？

小Q(2)
e.g.お菓子の広告資料の特徴の変遷は？

小Q(3)
e.g.主食系の広告資料の特徴の変遷は？

小Q(4)
e.g.古代〜中世の歌の中の食とは？

小Q(5)
e.g.近世〜近代の歌の中の食とは？

小Q(6)
e.g.現代における歌の中の食とは？

小Q(7)
e.g.ヨーロッパでの食と幸福とは？

小Q(8)
e.g.中東での食と幸福とは？

小Q(9)
e.g.アジアでの食と幸福とは？

Aさん
担当

Bくん
担当

A,Bで
担当

Cくん
担当

Dさん
担当

C,Dで
担当

Eさん
担当

Fくん
担当

E,Fで
担当

各中Qを明らかにするための、個人で追求したい「問い」（小Q）を設定する

問いは、
途中で変更しても
OKです☆



自分の経験
自分の知識
自分の関心

から出た「問い」

ある観点を通して
考えた「問い」

協働的な議論から
紡ぎ出し、構造化した
大きな「問い」

自分で探究したい
具体的な「問い」



Let’s ☆ 構造化



https://miro.com/ja/

https://miro.com/ja/






第四回授業

収集する資料の情報源の選択肢について知る、考える

構造化した「問い」に基づいて資料をmiro上に収集する（キュレーション）；１



web資料の収集に関するルール

必ず出典（情報源）メタデータを記録し、
引用する際には記載すること。

【注意】 これを守らないと、著作権法違反・無断転用・剽窃・二次利用条件違反など、
法に抵触する恐れや、トラブルにつながることも生じ得る。

【web資料における出典（メタデータ）とは、何か？】
■ URL（参照日をmemoしておきましょう；消滅・変更の可能性があるため）
■ アーカイブ、HP名、タイトル
■ アーカイブ、HPの構築者・管理者・運営者
■ 画像URL
■ 資料の場合；著者、資料名・作品名、発行年、No.やvol.、できればページ数、発行元
■ DOI（本質的にはURLよりこちらの方が重要）
■ 二次利用条件；CCライセンス、パブリックドメイン、非営利利用可否など

e.g.・五雲亭貞秀. 神名川横浜新開港図. 万延１年. ト⼭⼝・⼭⼝屋藤兵衛.国⽴国会図書館デジタルコレクション.
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1305641, (参照2020-02-15).

・Michael S. Mills. Facilitating multimodal literacy instruction through digital curation. In J. Whittingham, S. Huffman, W. Rickman, & C Wiedmaier Hershey (Eds.), 
Technological tools for the literacy classroom, Hershery, PA: Idea Group Inc (IGI), 2013, pp. 46-63.



LEARNING FLOW : PLAN2 (brief ver.)
探究の展開

Stage.1:  オリンピックやスポーツに関する資料をもとに「問い」を立てる(「問い」の誘発 )。

Stage.2: 自分の関心のあるテーマを用意された4つの中から選択し、「問い」を構造化する。

Stage.3:  「問い」に基づいてデジタルアーカイブなどで資料を探索・収集し、「問い」を深める。

Stage.4: チームごとに各自の「問い」と収集したデジタルアーカイブ資料をもとに議論を行い、
オリンピックやスポーツに関することについて探究する。

Stage.5: IOCのオリンピズム学習テーマについて議論することで、見方・考え方を広げ・深める。

Stage.6: 2021年7月〜8月に開催される東京オリンピック2020と自分なりに向き合う。 or  ／
修学旅行や校外学習で、オリンピックやスポーツに関連する施設を訪れる。

Stage.7: チームごとに学んだことや考えたことをポスターやスライドにまとめ、発表を行う。

Stage.8: 制作したまとめ資料をもとに、議論・振り返り学習を行う。
＊資料は新たなアーカイブとなり、未来に継承される(短期的には翌年以降の教材となる) 。



第五回授業

・構造化した「問い」に基づいて資料を収集する（キュレーション）；２
・ジャパンサーチのワークスペース機能で本格的に収集した資料を
紐付けながら「問い」の構造化を行う；１
・収集した資料を発表する；１



本時のFLOW

・第四回までの振り返り☆
↓

・班内で現時点でのキュレーション資料の紹介＆議論
↓

・プチ発表
↓

・キュレーション♪＆随時班内で議論
↓

・ルーブリックでリフレクション



The opinions
you created last time
that we have not answered

問いを⽴てて他⼈の問いとぶつけ、あらたな問いにするのが⾯⽩かったし、⼤切さを学べました。

問いを構造化するのがすごい難しかったですが構造化することで、新たな問いも⽣まれて話し合いが加速していったと思います。

みんなの意⾒から新たに問いが⽣まれるというのが⾯⽩いと思いました！

班で考えるのは楽しかった⼀⼈で考えるよりも幅が広がってもっと興味がわいた

友達と協⼒してやれば、意⾒が深まるので、これからも協⼒して、物事を進めていきたい

調べたことの信ぴょう性についても調べてみたい

資料を探すだけでなく、それが正しいか、今本当に求めている資料なのかを判断しなければいけなかった

オリンピックという⼤きなテーマから⼩さく具体的な問いを⽴てることで、遠くに感じていて問いを⽴てるのが難しいのでは
ないかと感じていた私も、⼩さな問いの答えを考えることで少し⾝近に感じることができた。

探求の授業をやり始めてから、スプーンを⾒たときになぜスプーンはスプーン何だろうとふと思いました

















第六回授業

・構造化した「問い」に基づいて資料を収集する（キュレーション）；３
・ジャパンサーチのワークスペース機能で本格的に収集した資料を
紐付けながら「問い」の構造化を行う；２
・収集した資料を発表する；２



LEARNING FLOW : PLAN2 (brief ver.)
探究の展開

Stage.1:  オリンピックやスポーツに関する資料をもとに「問い」を立てる(「問い」の誘発 )。

Stage.2: 自分の関心のあるテーマを用意された4つの中から選択し、「問い」を構造化する。

Stage.3:  「問い」に基づいてデジタルアーカイブなどで資料を探索・収集し、「問い」を深める。

Stage.4: チームごとに各自の「問い」と収集したデジタルアーカイブ資料をもとに議論を行い、
オリンピックやスポーツに関することについて探究する。

Stage.5: IOCのオリンピズム学習テーマについて議論することで、見方・考え方を広げ・深める。

Stage.6: 2021年7月〜8月に開催される東京オリンピック2020と自分なりに向き合う。 or  ／
修学旅行や校外学習で、オリンピックやスポーツに関連する施設を訪れる。

Stage.7: チームごとに学んだことや考えたことをポスターやスライドにまとめ、発表を行う。

Stage.8: 制作したまとめ資料をもとに、議論・振り返り学習を行う。
＊資料は新たなアーカイブとなり、未来に継承される(短期的には翌年以降の教材となる) 。



本時（第⑥回）のFLOW

・JSのWSでキュレーション！＆議論♪
↓

・全体での各班代表者による中間報告
↓

・ルーブリックでリフレクション



e.g.
古代はどこに向かおうとしてたのか
戦中はどこに向かおうとしていたのか
1964はどこへ向かおうとしているのか
2021はどこへ向かおうとしているのか
これからのオリンピックはどこへ向かおうとしているのか

オリンピックとは、何か。
オリンピックは、何処へ。

それぞれの素晴らしい「問い」に、直線的に向かうだけでなく、
歴史的な⾒⽅・考え⽅や、地理的な⾒⽅・考え⽅、政治・経済・⽂化的な⾒⽅・考え⽅
などを媒介として眼差しながら、さまざまな資料をキュレーションしてみよう。



第七回授業

・構造化した「問い」に基づいて資料を収集する（キュレーション）；４
・ジャパンサーチのワークスペース機能で本格的に収集した資料を
紐付けながら「問い」の構造化を行う；３
・収集した資料を発表する；３



LEARNING FLOW : PLAN2 (brief ver.)
探究の展開

Stage.1:  オリンピックやスポーツに関する資料をもとに「問い」を立てる(「問い」の誘発 )。

Stage.2: 自分の関心のあるテーマを用意された4つの中から選択し、「問い」を構造化する。

Stage.3:  「問い」に基づいてデジタルアーカイブなどで資料を探索・収集し、「問い」を深める。

Stage.4: チームごとに各自の「問い」と収集したデジタルアーカイブ資料をもとに議論を行い、
オリンピックやスポーツに関することについて探究する。

Stage.5: IOCのオリンピズム学習テーマについて議論することで、見方・考え方を広げ・深める。

Stage.6: 2021年7月〜8月に開催される東京オリンピック2020と自分なりに向き合う。 or  ／
修学旅行や校外学習で、オリンピックやスポーツに関連する施設を訪れる。

Stage.7: チームごとに学んだことや考えたことをポスターやスライドにまとめ、発表を行う。

Stage.8: 制作したまとめ資料をもとに、議論・振り返り学習を行う。
＊資料は新たなアーカイブとなり、未来に継承される(短期的には翌年以降の教材となる) 。



本時（第⑦回）のFLOW

・JSのWSでキュレーション！＆議論♪
↓

・プチ発表
↓

・ルーブリックでリフレクション



「オリンピックは国にどのような影響を与えているのか」という問いを立てているので、
過去にあったオリンピックについての情報を集めようと思っています

資料から問いを見つけられるようにしていきたい

The opinions
you created last time
that we have not answered



第八回授業

IOCのオリンピズム学習テーマについて議論することで、見方・考え方を広げ・深める；１



LEARNING FLOW : PLAN2 (brief ver.)
探究の展開

Stage.1:  オリンピックやスポーツに関する資料をもとに「問い」を立てる(「問い」の誘発 )。

Stage.2: 自分の関心のあるテーマを用意された4つの中から選択し、「問い」を構造化する。

Stage.3:  「問い」に基づいてデジタルアーカイブなどで資料を探索・収集し、「問い」を深める。

Stage.4: チームごとに各自の「問い」と収集したデジタルアーカイブ資料をもとに議論を行い、
オリンピックやスポーツに関することについて探究する。

Stage.5: IOCのオリンピズム学習テーマについて議論することで、見方・考え方を広げ・深める。

Stage.6: 2021年7月〜8月に開催される東京オリンピック2020と自分なりに向き合う。 or  ／
修学旅行や校外学習で、オリンピックやスポーツに関連する施設を訪れる。

Stage.7: チームごとに学んだことや考えたことをポスターやスライドにまとめ、発表を行う。

Stage.8: 制作したまとめ資料をもとに、議論・振り返り学習を行う。
＊資料は新たなアーカイブとなり、未来に継承される(短期的には翌年以降の教材となる) 。



本時（第⑧回）のFLOW

・Mission １から6より一つ選び、
議論アクティビティを行う

↓
・議論の成果を班ごとに発表する

↓
・自分たちの班のキュレーション

に活かせそうなことをまとめる



The Olympic Values Education Program（OVEP）.オリンピック価値教育の基礎, p.32.INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE制作, 
⽇本オリンピック委員会発⾏, 2018.https://www.joc.or.jp/olympism/ovep/pdf/ovep2017.pdf, (accessed 2021-07-13).

オリンピック・リングは 1914 年に作成された。

私たちが⽣きている世の中は
現在急速に変化している。

そのことを踏まえて、
このシンボルはどのような関連性、

今⽇性があるだろうか？

このシンボルは今後 100 年のオリンピック
競技⼤会でも使えるか、それとも

新たなものにする必要性があるだろうか？

オリンピズムをよく表し、
次世代の若者をインスパイア
（元気づけ、明るくさせる）

する新しい IOC シンボルをデザインしなさい。

Mission １：オリンピック・シンボルを再考する
はじめに左の参考資料を読み、
次に下のミッションに挑戦しよう。

【Mission １】

The Olympic Values Education Program（OVEP）.オリンピック価値教育のための実践ワーク, アクティビティシート, p.8.
INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE制作, ⽇本オリンピック委員会発⾏, 2018. https://www.joc.or.jp/olympism/ovep/(accessed 2021-07-13).

https://www.joc.or.jp/olympism/ovep/pdf/ovep2017.pdf
https://www.joc.or.jp/olympism/ovep/


The Olympic Values Education Program（OVEP）.
オリンピック価値教育のための実践ワーク, 
アクティビティシート, p.18.（改）

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE制作, 
⽇本オリンピック委員会発⾏, 2018.
https://www.joc.or.jp/olympism/ovep/

(accessed 2021-07-13).

Mission ２：
平和とオリンピック
を再考する

平和な⽣活に関する⽰唆的で
洞察⼒に富んだ⾔葉を右に⽰す。
それぞれを読み、特に気になる
議題を3つ選び、班で話し合おう。

https://www.joc.or.jp/olympism/ovep/


Mission ３：オリンピックの競技種⽬を再考する

オリンピック競技大会の競技数は、1896 年の９競技から 2012 年には 26 競技に増えた。
1896 年の大会には 14 カ国の選手が参加したのに対し、2012 年の大会には 204 の国と地域に加え、
４名の選手が個人資格で参加した。今やオリンピック競技大会には多くの国から選手が参加している。
若者にとってオリンピック競技大会のプログラムが魅力あるものであり続けるために、
競技の歴史や伝統に敬意を払いながらも、現代性と時代の動向を取り入れた新たな競技を加えること
への関心が高まっている。1988 年のソウル大会ではテコンドーのほか、女子柔道と野球が行われ、
数年後にオリンピック競技大会の公式プログラムとなった。
世界で広く行われているものの、オリンピック競技大会で採用されていないスポーツを考えてみよう。
なぜ、オリンピック・プログラムに採用されていないのだろうか？

背景

The Olympic Values Education Program（OVEP）.オリンピック価値教育のための実践ワーク, アクティビティシート, p.26.（改）
INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE制作, ⽇本オリンピック委員会発⾏, 2018. https://www.joc.or.jp/olympism/ovep/(accessed 2021-07-13).

自分がピエール・ド・クーベルタンだと想像する。あなたは国際オリンピック委員会（IOC）を
立ち上げたところで、どの競技を採用するか検討を重ねているところだ。ある競技を採用するよ
うクーベルタンが IOCを説得するために行う短いスピーチを書こう。

＊その競技を採用することによる利益を考えること。その競技を採用することで、所属する社会の一面
に変化が生じるか？キャンペーンをどのように展開するか－視覚媒体、報道、またはソーシャルメデ
ィアを利用するか？どのようにして国民の支持を得るか？ーについても触れるようにしよう。

Mission

https://www.joc.or.jp/olympism/ovep/


Mission

ジェシー・オーエンスの物語はおそらく、オリンピック競技大会の歴史上、
もっとも有名な個人の勇気を示す例の一つだ。オーエンスは 1936 年のベルリンオリンピック
競技大会の代表に選ばれた、アメリカの短距離走と走り幅跳びの選手だ。
ドイツのアドルフ・ヒトラー総統がすでに巨大な軍隊を編制中であり、
アーリア人を優越とするイデオロギーを精力的に推進していたため、この大会は物議をかもした。
ヒトラーは、ドイツ人選手があらゆる他国の選手よりも優れた結果を出すはずだと信じていた。
オーエンスはそうは思っていなかったし、最終的に４つの金メダルを獲得した。
ヒトラーにとっては非常に腹立たしい結果だった。

上の文章はベルリンオリンピック競技大会でジェシー・オーエンスが体験したことの
ほんの一部に過ぎない。オーエンスの人生について調べ、ナチスの脅威が増す中で、彼は
どのように勇気を必要としていたか考察しましょう。

また、この他に同じくらい心を動かされた勇気を示した選手の事例があれば
クラスメイトに共有しましょう。

Mission ４：オリンピックやスポーツにおける「勇気」を再考する
事例

The Olympic Values Education Program（OVEP）.オリンピック価値教育のための実践ワーク, アクティビティシート, p.54.（改）
INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE制作, ⽇本オリンピック委員会発⾏, 2018. https://www.joc.or.jp/olympism/ovep/(accessed 2021-07-13).

https://www.joc.or.jp/olympism/ovep/


知的障がいがある生徒向けの運動を考案する依頼を受けたとしよう。
生徒の中には音に対して敏感な生徒や、体の動きがぎこちない生徒がいる。
こうした生徒が楽しめるゲームを考えよう。

運動を考案する過程で、障がいの特徴を調べ、生徒を支援するために器具や
運動の構成を改良する必要があることに留意しよう。

また、パラリンピックではどのような競技がどのような歴史的な背景の中で
採用されてきたのかを調べてみよう。

このゲーム考案の過程から、さまざまな能力を持つ人々のためのスポーツの
あり方について考えたことを発表しよう。

Mission ５：障がいのある選⼿のスポーツについて再考する

The Olympic Values Education Program（OVEP）.オリンピック価値教育のための実践ワーク, アクティビティシート, p.30.（改）
INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE制作, ⽇本オリンピック委員会発⾏, 2018. https://www.joc.or.jp/olympism/ovep/(accessed 2021-07-13).

https://www.joc.or.jp/olympism/ovep/


Mission 6：オリンピックの開催を再考する

あなたの都市 / 国は、複数の都市 / 国と次のオリンピック招致を競っている。
IOC メンバーで構成されるパネル向けに演説を行い、
あなたの都市 / 国の素晴らしさを伝えなければならない。
あなたの都市 / 国の素晴らしさを紹介するためには、

どうすれば良いか、考えよう。

また、感染症や災害についての対策についても考案し、
世界に向けて行うプレゼンテーション文を考えよう。

The Olympic Values Education Program（OVEP）.オリンピック価値教育のための実践ワーク, アクティビティシート, p.31.（改）
INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE制作, ⽇本オリンピック委員会発⾏, 2018. https://www.joc.or.jp/olympism/ovep/(accessed 2021-07-13).

https://www.joc.or.jp/olympism/ovep/


自分がミュージアムを作る場合、建物と敷地はどのような感じにするか？
主張のある大胆な建物にするか、
あるいはミュージアムの展示内容で訪問者を惹きつけるか？
近代的な資材を使った現代的な施設にするか、
古典様式を採用して古代オリンピックの影響を示すものにするか？
功績の称賛と示唆に富む内容のバランスをどのように図るか？
あるいは両方を取り入れても良いだろう。敷地はどのようなデザインにするか？
幅広い年齢層に訴える内容となっているか？
ローザンヌのオリンピック・ミュージアムの敷地には、ウサイン・ボルトと
フローレンス・グリフィス・ジョイナーと競争することができる100 メートルの
競技用トラックを含む、双方向型の展示品や彫刻作品が置かれている。
自分だったらどのようなものを置くか？
自分のオリンピック・ミュージアムのレイアウトを示す絵を描こう。

Mission α：オリンピックミュージアムを再考する

The Olympic Values Education Program（OVEP）.オリンピック価値教育のための実践ワーク, アクティビティシート, p.25（改）
INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE制作, ⽇本オリンピック委員会発⾏, 2018.https://www.joc.or.jp/olympism/ovep/, (accessed 2021-07-13).

世界が物理的に分断されたコロナ以後のニューノーマル時代におけるオリンピックミュージアムのあり方を
模索するために、上記をオンラインでの展示空間をどうデザインするべきか？について考えよう。

https://www.joc.or.jp/olympism/ovep/


Let’s ☆discussion



LEARNING FLOW : PLAN2 (brief ver.)
探究の展開

Stage.1:  オリンピックやスポーツに関する資料をもとに「問い」を立てる(「問い」の誘発 )。

Stage.2: 自分の関心のあるテーマを用意された4つの中から選択し、「問い」を構造化する。

Stage.3:  「問い」に基づいてデジタルアーカイブなどで資料を探索・収集し、「問い」を深める。

Stage.4: チームごとに各自の「問い」と収集したデジタルアーカイブ資料をもとに議論を行い、
オリンピックやスポーツに関することについて探究する。

Stage.5: IOCのオリンピズム学習テーマについて議論することで、見方・考え方を広げ・深める。

Stage.6: 2021年7月〜8月に開催される東京オリンピック2020と自分なりに向き合う。 or  ／
修学旅行や校外学習で、オリンピックやスポーツに関連する施設を訪れる。

Stage.7: チームごとに学んだことや考えたことをポスターやスライドにまとめ、発表を行う。

Stage.8: 制作したまとめ資料をもとに、議論・振り返り学習を行う。
＊資料は新たなアーカイブとなり、未来に継承される(短期的には翌年以降の教材となる) 。



夏休みの過ごし方

①気が向いたらキュレーション

②オリンピックと向き合う

③旅(探究)のゴールを考える



夏休み、
ミュージアムにも
行ってみよう☆

(左) 東京国立博物館
東京2020オリンピック・
パラリンピック開催記念
特別企画「スポーツ NIPPON」
https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2111

上野駅
東京2020オリンピック・パラリンピックの開
催を記念して、本展では日本におけるスポー

ツの歴史と文化を紹介します。
東京国立博物館と秩父宮記念スポーツ博物館
が所蔵する美術工芸品や近現代スポーツ資料
を通して、江戸時代以前と明治時代以降の日

本スポーツの源流と発展をご覧ください。

(右)日本オリンピックミュージアム
Tokyo 2020 Olympic and Paralympic ART展-みんな
が描くオリンピック・パラリンピック-
https://japan-olympicmuseum.jp/jp/

外苑前駅、国立競技場駅
本展では、”オリンピックと芸術”という視点から東京2020
大会にスポットを当て、国内外で活躍するアーティストによ
る作品、大会開催に向けて子どもたちが描いた作品、アスリー
トによる作品の展示を通して、“みんなが描くオリンピック、
パラリンピック”をご紹介します。

https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2111
https://japan-olympicmuseum.jp/jp/


夏休み、
関連する本も
読んでみよう☆

１２歳の約束.
著／矢内由美子,寺野典子.

小学館文庫
https://www.shogakukan.co.jp/search/site/12%E6%AD%B3%E3%81%AE%E7%B4%84%E6%9D%9F

ＴＯＫＹＯオリンピック物語.
著／野地秩嘉. 小学館文庫
https://www.shogakukan.co.jp/books/09408876

ざんねんなオリンピック物語.
著／ウラケン・ボルボックス.

JTBパブリッシング
https://books.jtbpublishing.co.jp/book/60001-202002806240-000/

地球家族-

世界30か国のふつうの暮らし.
著／マテリアルワールド・プロジェクト.

（代表ピーター・メンツェル）
翻訳／近藤真里、杉山良男.

TOTO出版.
https://jp.toto.com/publishing/detail/A0105.htm

https://www.shogakukan.co.jp/search/site/12%E6%AD%B3%E3%81%AE%E7%B4%84%E6%9D%9F
https://www.shogakukan.co.jp/books/09408876
https://books.jtbpublishing.co.jp/book/60001-202002806240-000/
https://jp.toto.com/publishing/detail/A0105.htm


東京オリンピック2020
の当事者である

「⾃分」にしかできない、
「今」しかできない
学びを⼤切に。



第九回、第十回授業

・全体のまとめ、発表資料を制作する；１,２



LEARNING FLOW : PLAN2 (brief ver.)
探究の展開

Stage.1:  オリンピックやスポーツに関する資料をもとに「問い」を立てる(「問い」の誘発 )。

Stage.2: 自分の関心のあるテーマを用意された4つの中から選択し、「問い」を構造化する。

Stage.3:  「問い」に基づいてデジタルアーカイブなどで資料を探索・収集し、「問い」を深める。

Stage.4: チームごとに各自の「問い」と収集したデジタルアーカイブ資料をもとに議論を行い、
オリンピックやスポーツに関することについて探究する。

Stage.5: IOCのオリンピズム学習テーマについて議論することで、見方・考え方を広げ・深める。

Stage.6: 2021年7月〜8月に開催される東京オリンピック2020と自分なりに向き合う。 or  ／
修学旅行や校外学習で、オリンピックやスポーツに関連する施設を訪れる。

Stage.7: チームごとに学んだことや考えたことをポスターやスライドにまとめ、発表を行う。

Stage.8: 制作したまとめ資料をもとに、議論・振り返り学習を行う。
＊資料は新たなアーカイブとなり、未来に継承される(短期的には翌年以降の教材となる) 。



第十一回授業

探究成果最終発表会



LEARNING FLOW : PLAN2 (brief ver.)
探究の展開

Stage.1:  オリンピックやスポーツに関する資料をもとに「問い」を立てる(「問い」の誘発 )。

Stage.2: 自分の関心のあるテーマを用意された4つの中から選択し、「問い」を構造化する。

Stage.3:  「問い」に基づいてデジタルアーカイブなどで資料を探索・収集し、「問い」を深める。

Stage.4: チームごとに各自の「問い」と収集したデジタルアーカイブ資料をもとに議論を行い、
オリンピックやスポーツに関することについて探究する。

Stage.5: IOCのオリンピズム学習テーマについて議論することで、見方・考え方を広げ・深める。

Stage.6: 2021年7月〜8月に開催される東京オリンピック2020と自分なりに向き合う。 or  ／
修学旅行や校外学習で、オリンピックやスポーツに関連する施設を訪れる。

Stage.7: チームごとに学んだことや考えたことをポスターやスライドにまとめ、発表を行う。

Stage.8: 制作したまとめ資料をもとに、議論・振り返り学習を行う。
＊資料は新たなアーカイブとなり、未来に継承される(短期的には翌年以降の教材となる) 。


