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■特集■
共生・共生教育とは何か
――高大連携「命の授業」を学際的に検討する――
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「命の授業」で坪内先生に質問 〔写真提供・国際学園北斗校〕

　
「
今
ま
で
自
分
が
何
も
考
え
ず
に
お
菓
子
を
食
べ
て
い
た
け
ど
す
ご

く
考
え
ま
し
た
。
今
後
は
お
菓
子
は
や
め
よ
う
と
思
い
ま
す
。
今
日

の
動
画
を
見
て
と
て
も
心
動
か
さ
れ
ま
し
た
。
ゾ
ウ
、
オ
ラ
ン
ウ
ー

タ
ン
が
す
ご
く
か
わ
い
そ
う
で
し
た
。
今
日
の
先
生
の
話
や
動
画
を

見
た
り
思
っ
た
り
し
た
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
未
来
を
ど
れ
だ
け
壊

し
て
い
る
か
分
か
っ
た
し
、
他
に
も
い
ろ
い
ろ
わ
か
っ
た
の
で
と
て

も
よ
か
っ
た
で
す
。」

　
「
お
菓
子
を
食
べ
て
も
食
べ
な
く
て
も
変
わ
ら
な
い
な

ら
食
べ
る
。
お
菓
子
を
食
べ
な
い
で
変
わ
る
こ
と
は
お

菓
子
の
会
社
で
働
い
て
い
た
人
達
の
か
な
り
の
人
が
職

を
失
う
し
、
事
実
上
の
死
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
確
か

に
野
生
動
物
を
守
ろ
う
、
自
然
を
守
ろ
う
と
い
う
の
は

と
て
も
賛
成
で
き
て
、
そ
れ
に
向
け
て
活
動
し
て
い
る

こ
と
は
よ
い
こ
と
だ
と
思
う
が
、
も
う
少
し
方
法
を
変

え
た
ほ
う
が
い
い
と
思
っ
た
。」

生
徒
の
感
想
か
ら

「命の授業」でのグループワーク後の発表
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「
自
然
を
見
直
す
こ
と
で
、
見
え
な
い
と
こ
ろ
で

生
物
が
日
々
の
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
て

認
識
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
土
な
ど
は
生

物
に
と
っ
て
、
と
っ
て
も
必
要
な
も
の
の
一
つ
だ

と
思
い
ま
し
た
。
講
義
を
受
け
た
こ
と
で
前
よ
り

も
水
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
ら
れ
た
と
思
い
ま

す
。
今
回
、
森
の
土
は
ス
ポ
ン
ジ
の
よ
う
に
隙
間

が
多
い
こ
と
、
雨
に
よ
っ
て
水
が
森
の
土
へ
運
ば

れ
る
こ
と
、
生
き
物
に
は
食
べ
物
と
水
、
住
ま
い

が
必
要
な
こ
と
を
認
識
し
ま
し
た
。」

　
「
日
々
、
使
っ
て
い
る
水
が
、
以
前
は
森
の
土
が

ろ
過
装
置
に
な
っ
て
い
た
が
、
時
代
と
と
も
に
森
の

数
も
減
り
科
学
の
力
を
使
っ
て
水
を
き
れ
い
に
し
て

い
る
。
こ
の
講
義
を
受
け
、
時
代
と
と
も
に
減
っ
て

し
ま
っ
た
森
や
自
然
の
生
物
を
人
間
だ
け
が
利
益
を

得
る
の
で
は
な
く
、
自
然
の
環
境
に
も
還
元
す
る
こ

と
が
大
切
と
感
じ
た
。
そ
し
て
、
森
は
水
の
循
環
に

必
ず
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
食
物
連
鎖
（
命
の
循
環
）

を
起
こ
す
ス
タ
ー
ト
に
な
る
と
学
ん
だ
。」

「森・水・自然の循環」の授業に聴き入る

生
徒
の
感
想
か
ら

はじめに
　星槎大学共生科学部には教育（特別支援、初等教育ふくむ）、福祉、環境、国際関係、スポーツ身体表現な
どの学問分野があり、それぞれが共生を共通コンセプトに、共生教育を行っている。共生教育は大学の授業
だけでなく、高大連携授業においても展開されている。共生教育のこのような広がりと深まりの中で、共生
と共生教育をめぐって、学部の学問分野を横断するような議論は展開されているとは言えず、共生とは何か、
共生教育とは何かについて、共通理解は深められていない。
――今回の特集では、環境分野のテーマでの高大連携授業「命の授業」を事例とする。
1．「高大連携授業『命の授業』教育実践における成果と課題」では、授業やフィールドワークを担当した
大学教員等が、授業の目標と計画、成果と課題などを明らかにする。

2．「星槎学園高等部北斗校の高大連携授業実践報告」では、高校の先生方が教科・領域を横断する授業を
設定し、生徒たちの「共感理解」の成長をとらえ、学びの成果を生徒自身が「発信」するのを支援した
プロセスを明らかにする。大学教員からも高校教員からも、成果と同時に課題が提示されている。

3．「共生・共生教育の成果と課題――他分野からのコメント」では、共生科学部内の環境以外の分野（教育、
福祉、国際関係、スポーツ身体表現）を担当する教員のコメントを通して、高大連携授業という実践事
例に即して、また学問分野・領域を横断する形で、共生・共生教育の到達点と課題を探究し合う。

　高大連携授業については「教育研究活動」で取り扱うことも考えられる。今回は、大学教員と高校の先生
方双方の授業分析と検討を進め、それをめぐって、各分野からコメントを得て相互に検討する構成とするこ
とで、高大連携授業のいっそうの深まりと、共生および共生教育をめぐる学際的な研究の発展とを期待して、
特集に位置づけたい。 （編集委員会）

「里山自然フィールドワーク」（新治市民の森）にて


