
 

 

 

課題研究は、自ら疑問に思ったことについて、ただ調べるだけのものではありません。 

 課題研究は自らの疑問で『リサーチクエスチョン』をつくることから始まり、『研究テー

マ』・『仮説』を立てて、それを実験や観察・調査などで『検証』する研究活動のことです。 

 では、なぜ課題研究をするのでしょうか。それは、課題研究を行う中で君たちに次のよう

な力が育つと考えられるからです。これらの力は、君たちがこれから生きていく日本の社会

の中で必要とされている能力と同じです。充実した課題研究が、君たちの将来の充実した社

会生活につながっています。 

さあ、みんなで課題研究に取り組みましょう。 

 

 

  

 

👣STEP１ 課題研究を始める 

👣課題研究とは 

(1) 課題設定能力 

自分が疑問に思ったことを、仮説にまとめ、

それを検証するための実験・観察・調査の方法

や手順を正しく組み立てられる能力 

実験・観察・調査などによって検証可能な課題

研究のテーマを設定する能力です。教師から与

えられたテーマであっても、研究の中で疑問を

持ち、それを解決する方法を考える能力です。 

(2) 情報活用能力 

図書館・インターネット・学校・各種機関な

どを通じて、コンピュータ・英語などを駆使し、

場面に応じて必要な知識や情報を選択・収集

し、それを活用できる能力 

さまざまな方法を使って情報を集めることが

できる能力です。また、そのために必要なコン

ピュータや英語などを使いこなす能力も含ま

れます。 

(3) 調査実験能力 

問題解決のための実験・観察・調査の方法を

考案し、それを計画・日程に従って自己管理し

ながら実行する能力 

仮説を検証するための実験そのものを考え出す

能力です。具体的に言えば実験器具などを使い

こなす能力のほか、話し合う力や計画通りに活

動を進める能力のことです。 

(4) 評価総合能力 

実験・調査の結果を吟味・評価し、グラフや

数式を使いながら考察して、研究の成果をまと

める能力 

考察にあたる部分で、実験や調査結果の妥当性

や信頼性を吟味・評価できる能力です。グラフ

化や数値化などを行い、現象の裏にある原理を

考える能力と言えます。また、それを法則化で

きれば最高です。 

(5) 発表伝達能力 

日本語・英語・数式・発表ソフトなどの言語

や手段を用いて研究内容を発表し、相手にその

主旨を効果的に伝える能力 

相手に自分の考えを伝える能力です。そのため

に分かりやすい図や表を考えたり、様々なツー

ルを使いこなしたりする能力も含まれます。 

(6)社会貢献能力 

研究の成果をまとめるなかで、どのように社

会貢献ができるのか考え、実行できる能力 

課題研究を進めることで、いま何が社会で解

決すべき問題なのか、解決することで自らがど

のような分野で社会貢献していくことがきるか

知り、実行していく能力のことです。 



👣4 
 

 

 

SSH トレーニングで行う課題研究の大まかな手順を示します。もちろんこれは１つの例

ですので、この通りに行う必要はありません。しかし、研究を進めるなかでこの仮説検証サ

イクルは変わりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎南高の課題研究が掲載された書籍  研究のすすめかたの参考に！ 

 

基礎学習
先行研究
の調査

ﾃｰﾏ設定
仮説の

設定
検証実験

結果分析考察
仮説の

検証
研究発表

報告書

完成

課題研究に対する基礎学習と大まかな計画 

研究は日頃の生活の中で感じた疑問をもとに、自分が研究したいテーマを発見するこ

とから始まります。 

次は課題研究の方法や内容を理解する必要があります。そのために、基礎知識や原理・

法則についての「基礎学習」が必要になることもあります。また、大まかな研究の手順

を決め、いつまでに何をやるかの目標を立てましょう。 

👣研究のすすめかた 

仮説検証サイクル 
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自分の課題研究テーマのヒントとなる、日常生活で疑問に感じたこと（クエスチョン）

をいくつか記録しておこう。 

 クエスチョンは授業、家庭、行事、図書など、いろんなところでみつかるはずです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

① 月  日  にみつけたクエスチョン 
  『 
                                

』 
 

② 月  日  にみつけたクエスチョン 
  『 
                                

』 
 

 

③ 月  日  にみつけたクエスチョン 
  『 
                                

』 
 

④ 月  日  にみつけたクエスチョン 
  『 
                                

』 
 

⑤ 月  日  にみつけたクエスチョン 
  『 
                                

』 
 

⑥ 月  日  にみつけたクエスチョン 
  『 
                                

』 
 

👣疑問をみつける（クエスチョン） 
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課題研究のテーマを設定するときには、その後の研究をスムーズに進めるために次のこと

に注意しよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
「独立行政法人科学技術振興機構(JST) 

 論文・研究/研究者情報データベース」 
 

URL  https://www.jst.go.jp/data/  
 

ヒントがたくさんあるかも…。のぞいてみよう！  

①  実現可能性があるか 
 
テーマは実際に実験・検証が可能か、研究の時間や予算は足りるのかなどを考え、実

現可能なテーマでなくてはなりません。「長崎県を活性化する」は国や地域が必死に取り
組んでいますし、高校生で効果をはかれません。また「病気にならなくなる」は臨床実験が
できませんので効果を判断できません。これらは検証できないテーマの例です。 

② 調べ学習で終わらないか 
 
課題研究は、自分で調査や観察・実験を行い、問題を解決していくことが必要です。

単なる調べ学習で終わってしまってはダメです。もちろん様々な資料から分析を行い、
自分の考えをまとめることは単なる調べ学習とは異なります。 

③ 取り組みやすいテーマか 
 
取り組みやすいテーマを設定するポイントは、“検証可能な”“具体的な実験課題”

として研究テーマを設定することです。 
「長崎県を活性化する」や「病気にならなくなる」も検証できないテーマでした。では、どの

ように修正すればよいのでしょう。 

「携帯電話は健康に良くないか」というテーマは高校の実験では実現できそうにありま
せん。修正案として「電磁波が植物の生育に与える影響」とすると検証可能なテーマに
なり、研究が進みそうです。 
「～はなぜ～なのか」「～はどうして～するのか」「より～な～の開発」「～が～に

与える影響」など、検証しやすいパターンに当てはめてみるのも一つの方法です。 

 

④ 客観的なデータをもとに評価できるか 
 
様々な分析結果から自分の考えをまとめ、考察した結果は、客観的（特定の個人的主

観や考えから独立し、普遍性をもっている）に評価できるものでなければなりません。
私は「～であろう」と考える…だけでは、本当にそうであるかの判断ができず、評価も
できません。 

だくさんのデータ（数値）を集めることが必要です。 

👣研究テーマ設定のポイント 
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 学校でおこなわれる、様々な講演会や講座などの行事で感じたことや、学んだことをメモ

に残しましょう。当日気づかなかったことでも、今後の課題研究のヒントになることがある

かもしれません。 

  

👣研究テーマのヒントを記録する 

    年   月   日  曜日 時間 
行事名『                            』 
 
講師など 
 
一言メモ（参考になったこと、やってみたいと思ったことなど） 

 
 

    年   月   日  曜日 時間 
行事名『                            』 
 
講師など 
 
一言メモ（参考になったこと、やってみたいと思ったことなど） 

 
 

    年   月   日  曜日 時間 
行事名『                            』 
 
講師など 
 
一言メモ（参考になったこと、やってみたいと思ったことなど） 

 
 

    年   月   日  曜日 時間 
行事名『                            』 
 
講師など 
 
一言メモ（参考になったこと、やってみたいと思ったことなど） 
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    年   月   日  曜日 時間 
行事名『                            』 
 
講師など 
 
一言メモ（参考になったこと、やってみたいと思ったことなど） 

 
 

    年   月   日  曜日 時間 
行事名『                            』 
 
講師など 
 
一言メモ（参考になったこと、やってみたいと思ったことなど） 

 
 

    年   月   日  曜日 時間 
行事名『                            』 
 
講師など 
 
一言メモ（参考になったこと、やってみたいと思ったことなど） 

 
 

    年   月   日  曜日 時間 
行事名『                            』 
 
講師など 
 
一言メモ（参考になったこと、やってみたいと思ったことなど） 

 
 

    年   月   日  曜日 時間 
行事名『                            』 
 
講師など 
 
一言メモ（参考になったこと、やってみたいと思ったことなど） 
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研究テーマの設定が課題研究を行うにあたって最も難しいかもしれません。そこで課題研

究のテーマを考えるときには次のようなことを手がかりに、シンキングツールを使って、自

分の研究テーマを探してみよう。 

 

テーマ設定の段階では、必ずしも「未解明の現象」にとらわれず、不思議に思うことや、
興味のあることを第一に、自分たちで何とか解決できそうなテーマを設定しよう！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   M-STEP！ 

  

👣研究テーマを絞る（シンキングツール） 

①  興味が持てる分野から探す 
 

飛行機が好きなら「力学」や「流体」の分野、医療に興味があるなら「生物学」の分
野など、興味が持てる分野からテーマを設定する。 

② キーワードから探す 
 
宇宙から連想し、「無重力での植物の育ち方」、伝統から連想し「地震で倒れない法

隆寺の五重塔の建築法」など、キーワードから連想を広げていってテーマを設定する。 

③ ユニークなもの、独創的なものから探す 
 
例えば、満員電車から乗客が押し出されていくときの順番を考えたり、ビー玉の転が

る順番を調べたり、講演会などで避けられる座席を予測したりするなど、生活の中のち

ょっとした疑問からユニークな発想へ広げテーマを設定する。 
 

④ 社会性、話題性から探す 
 

PM2.5 や津波、観光客や新幹線などに関して、長崎の現状を調べるなど、今話題にな
っていることからテーマを設定する。 
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1. テーマにしたいキーワードを真ん中に書き、思いついた言葉を周りに書く。 

2. 書いた言葉で、互いに関係すると思うものを線で結ぶ。 

 

 書き方例 

記入日  年  月  日  曜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．マップをよく眺めて、自分が研究したいテーマを疑問文にしてみる。 

 

 

 

 

シンキングツール ❶ マッピング 

キーワード 

スマホ 

ケイタイ 

① SNSによる社会問題は、どう変化してきたか。 

② SNS投稿によるモラルの低下は何が原因か 

③ SNS社会で、トラブルを防ぐために、高校生ができる取り組みはないか。 

人間関係 
友人 

ツイッター 

アクセサリー 

メール 
LINE 

モラル 

SNS 

YouTube 

インターネット 
Wi-Fi 

公衆 LAN 

売買 

年齢制限 

トラブル 犯罪 

セキュリティ

ー 

個人情報 

モバイル 

GPS 

位置特定 ナビゲーション 地図 

動画 

配信 

コミュニケーション 

職業 

収入 

個人 

運営会社 

社会問題 

通話 

機能 

料金 

オンラインゲーム 

カバー

4 

アプリ 

写真 

学習 

インスタグラム 

既読スルー 
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記入日  年  月  日  曜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．マップをよく眺めて、自分が研究したいテーマを疑問文にしてみる。 

 

 

 

 

 

キーワード 
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記入日  年  月  日  曜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．マップをよく眺めて、自分が研究したいテーマを疑問文にしてみる。 

 

 

 

 

  

キーワード 
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1. 下の図の真ん中に、テーマの中心となるキーワードを書く。 

2. まわりにある８つのマスの中に、そのテーマに関することで思いついたことを書く。 

書き方例 

１ 

酸性雨 

２ 

温暖化 

３ 

大気汚染 

８ 

水質汚染 

テーマのキーワード 

環境問題 

４ 

ごみ問題 

７ 

京都議定書 

６ 

バイオ燃料 

５ 

リサイクル 

 

３．上表で、１～８までのマスが埋まったら、8 つのマスの中から最も興

味があるものを、下表の中心にあるキーワードに書く。 

４．中心に書いたキーワードから、さらにどんなことを知っているのか、

まわりにある８つのマスの中に書いていこう。 

５．たくさんの関連ワードから、研究テーマにしたい内容を絞り込む。 

１ 

ペットボトル 

２ 

古紙回収 

３ 

ガラス・びん 

８ 

リサイクル法 

上表の１～８から選んだ
キーワード 

リサイクル 

４ 

リサイクルマーク 

７ 

「もったいない」運動 

６ 

分別 

５ 

ドイツ 

シンキングツール ❷ マンダラート 

上表の１から

８のワードか

ら、１つ選んで

中心に書く 
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記入日  年  月  日  曜 

 

1. 下の図の真ん中に、テーマの中心となるキーワードを書く。 

2. まわりにある８つのマスの中に、そのテーマに関することで思いついたことを書く。 

 

 

１ ２ ３ 

８ テーマのキーワード ４ 

７ ６ ５ 

 

３．上表で、１～８までのマスが埋まったら、8 つのマスの中から最も興

味があるものを、下表の中心にあるキーワードに書く。 

４．中心に書いたキーワードから、さらにどんなことを知っているのか、

まわりにある８つのマスの中に書いていこう。 

５．たくさんの関連ワードから、研究テーマにしたい内容を絞り込む。 

１ ２ ３ 

８ 上表の１～８から選んだ
キーワード 

４ 

７ ６ ５ 

上表の１から

８のワードか

ら、１つ選んで

中心に書く 
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記入日  年  月  日  曜 

 

1. 下の図の真ん中に、テーマの中心となるキーワードを書く。 

2. まわりにある８つのマスの中に、そのテーマに関することで思いついたことを書く。 

 

１ ２ ３ 

８ テーマのキーワード ４ 

７ ６ ５ 

 

３．上表で、１～８までのマスが埋まったら、8 つのマスの中から最も興

味があるものを、下表の中心にあるキーワードに書く。 

４．中心に書いたキーワードから、さらにどんなことを知っているのか、

まわりにある８つのマスの中に書いていこう。 

５．たくさんの関連ワードから、研究テーマにしたい内容を絞り込む。 

１ ２ ３ 

８ 上表の１～８から選んだ
キーワード 

４ 

７ ６ ５ 

 

上表の１から

８のワードか

ら、１つ選んで

中心に書く 
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１．原因と結果を考察する場合で、一つの事柄から起こるさまざまな影響を整理分析した

い時に使う。 

２．研究テーマの中にある「原因」を記入し、それから考えられる「結果」を記入する。 

３．「結果」は大きなテーマで３つ記入する。 

 

書き方例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

シンキングツール ❸ 原因と結果シート１ 

自分の体質にあったオーダー

メイド医療の実現 

遺伝子診断の発達 出生前診断による命の選別

の危険 

遺伝子的特徴による差別の

可能性 

原 因 結 果 
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記入日  年  月  日  曜 

 

１．原因と結果を考察する場合で、一つの事柄から起こるさまざまな影響を整理分析した

い時に使う。 

２．研究テーマの中にある「原因」を記入し、それから考えられる「結果」を記入する。 

３．「結果」は大きなテーマで３つ記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

原 因 結 果 
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記入日  年  月  日  曜 

 

１．原因と結果を考察する場合で、一つの事柄から起こるさまざまな影響を整理分析した

い時に使う。 

２．研究テーマの中にある「原因」を記入し、それから考えられる「結果」を記入する。 

３．「結果」は大きなテーマで３つ記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

原 因 結 果 
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１．原因と結果を考察する場合で、一つの事柄から起こるさまざまな影響を整理分析した

い時に使う。 

２．研究テーマの中にある「原因」を３つ記入し、それから考えられる「結果」を記入す

る。 

３．「原因」は大きなテーマで３つ記入する。 

 

書き方例１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書き方例２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

無駄な電気をこまめに消す 

地球温暖化の緩和・防止 
短い距離の移動で自動車に

乗らない 

植物を増やす 

シンキングツール ❸ 原因と結果シート２ 

原 因 結 果 

世界の急激なグローバル化 

大学入試改革 
日本の子どもの思考力・読解

力の不足 

AIや ICTの進展 

原 因 結 果 
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記入日  年  月  日  曜 

１．原因と結果を考察する場合で、一つの事柄から起こるさまざまな影響を整理分析した

い時に使う。 

２．研究テーマの中にある「原因」を３つ記入し、それから考えられる「結果」を記入す

る。 

３．「原因」は大きなテーマで３つ記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

原 因 結 果 
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記入日  年  月  日  曜 

１．原因と結果を考察する場合で、一つの事柄から起こるさまざまな影響を整理分析した

い時に使う。 

２．研究テーマの中にある「原因」を３つ記入し、それから考えられる「結果」を記入す

る。 

３．「原因」は大きなテーマで３つ記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

原 因 結 果 
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１．原因と結果を考察する場合で、一つの事柄から起こるさまざまな影響を整理分析した

い時に使う。 

２．研究テーマの中にある「原因」を３つ記入し、それから考えられる「結果」を記入す

る。 

３．「原因」は大きなテーマで３つ記入する。 

 

書き方例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

インフォームドコンセントの浸

透 

患者の意思を尊重した医療

ができる 

遺伝子診断の発達 

バイオテクノロジーの発達 

体質に合った治療法を選べ

る 

臓器再生、臓器移植の進展 

原 因 結 果 

シンキングツール ❸ 原因と結果シート３ 



👣26 
 

記入日  年  月  日  曜 

 

１．原因と結果を考察する場合で、一つの事柄から起こるさまざまな影響を整理分析した

い時に使う。 

２．研究テーマの中にある「原因」を３つ記入し、それから考えられる「結果」を記入す

る。 

３．「原因」は大きなテーマで３つ記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

原 因 結 果 
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記入日  年  月  日  曜 

 

１．原因と結果を考察する場合で、一つの事柄から起こるさまざまな影響を整理分析した

い時に使う。 

２．研究テーマの中にある「原因」を３つ記入し、それから考えられる「結果」を記入す

る。 

３．「原因」は大きなテーマで３つ記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

原 因 結 果 
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１．原因と結果を考察する場合で、一つの事柄から起こるさまざまな影響を整理分析した

い時に使う。 

２．研究テーマの中にある「原因」を４つ記入し、それから考えられる「結果」を記入す

る。 

３．「結果」から考えられる「影響」を２つ記入する。 

 ４．「結果」に対する「解決策」（対策や取組）を考え、記入する。 

 

書き方例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

シンキングツール ❸ 原因と結果シート４ 

乱獲 マグロが食べられなくな

る 

価格高騰 

温暖化 

水質汚染 

国際条約 

マグロの漁獲高の

減少 

 
養殖技術の向上    温暖化防止 
水質の向上       国際条約の見直し 

解決策（対策・取組）  

原 因 影 響 結 果 
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記入日  年  月  日  曜 

 

１．原因と結果を考察する場合で、一つの事柄から起こるさまざまな影響を整理分析した

い時に使う。 

２．研究テーマの中にある「原因」を４つ記入し、それから考えられる「結果」を記入す

る。 

３．「結果」から考えられる「影響」を２つ記入する。 

 ４．「結果」に対する「解決策」（対策や取組）を考え、記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

解決策（対策・取組）  

原 因 影 響 結 果 
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記入日  年  月  日  曜 

 

１．原因と結果を考察する場合で、一つの事柄から起こるさまざまな影響を整理分析した

い時に使う。 

２．研究テーマの中にある「原因」を４つ記入し、それから考えられる「結果」を記入す

る。 

３．「結果」から考えられる「影響」を２つ記入する。 

 ４．「結果」に対する「解決策」（対策や取組）を考え、記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

解決策（対策・取組）  

原 因 影 響 結 果 
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1. テーマを絞り込み、調べることについて疑問文の形で問いを作る。 

 

 

書き方例 

 

  

シンキングツール ❹ 絞り込みシート 

江戸時代 

徳川吉宗 

どんな改革だったのか           ？ 

享保の改革 

改革は成功したのか            ？ 

？ 

上位概念 

下位概念 
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記入日  年  月  日  曜 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           ？ 

 

            ？ 

？ 

上位概念 

下位概念 
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記入日  年  月  日  曜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           ？ 

 

            ？ 

？ 

上位概念 

下位概念 
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１．ディベートやスピーチ、論証文を書くための基本モデルとして使用する。 

２．証拠（データ）と主張とが「理由」によって結びつく形となっているか確認する。 

  

基本型    証拠（データ）                 主張 

                      理由 

３．このフォームに調べた内容や自分の考えを記入することで、論理的な流れ  

 の発表や文章を書くことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シンキングツール❺ 論証のためのトゥールミン・モデル 

 

主張 

 

日本の食生活に欠

かせないマグロに

ついて、国際的な

議論をすべきであ

る 

限定条件 

 

 

今 

 

（特になければ書かなくてよい） 

証拠（データ） 

 

マグロ価格の高騰 

 

品薄 

理由付け 

 

乱獲は、日本

だけの問題で

はない 

理由付け 

 

マグロの漁獲

高規制は国際

問題である 

理由付け 

 

地球環境の変

化は世界的規

模で起こって

いる 

裏付け 

 

ＷＷＦ『マグロ

をめぐる問題』 

www.wwf.or.jp 

(2012.7.1) 

 

反論 

 

 

マグロがなくても生

活に支障はない 裏付け 

 

水産操業研究セ

ンター『水産資

源ならびに生息

環境における影

響とその計測』 

https://www.fra

.affrc.go.jp/kseik

a/ondanka/siry

o1.pdf  

裏付け 

 

水産庁『平成二

十三年度国際漁

業資源の現状』 

書き方例 

http://www.wwf.or.jp/
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記入日  年  月  日  曜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主張 限定条件 

 

 

 

 

 

 

 

（特になければ書かなくてよい） 

証拠（データ） 

理由付け 理由付け 理由付け 

裏付け 

反論 

裏付け 裏付け 
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記入日  年  月  日  曜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主張 限定条件 

 

 

 

 

 

 

 

（特になければ書かなくてよい） 

証拠（データ） 

理由付け 理由付け 理由付け 

裏付け 

反論 

裏付け 裏付け 
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自分が研究しようとする内容について、既に解明されていないか、どこまで研究が進んで

いるのか、などについて十分に調べておくことが大切です。同じテーマ、または同じような

研究内容のものを探し、これからの研究の参考にします。 

現代の研究はそれまでの研究に新しい一歩を付け加える、あるいは今までとは違う視点か

ら光を当てるという形で進展していくことが多く、そのための方法を紹介します。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「情報」と「知識」 「インターネット」と「書籍」 
 
「情報」を得るのにもっとも手軽なのはインターネットですが、それだけでは詳しい

情報を得ることは困難です。よってその内容が書かれている書籍を探す必要がありま
す。そこでインターネットと書籍を以下のように使い分けましょう。 
☆ 雑多な「情報」はインターネットから、まとまった「知識」は書籍から収集 

 
インターネットで、便利な検索方法 
 

○ and 検索 
キーワードが１つだとあまりにもたくさんの候補がでてくるので、検索の条件を

２つ以上入力する。そのときは、キーワードの間にスペースを入れる。例えば、［科学 

長崎］のようにすると、どちらも(and)含まれる結果が表示されます。 

○ キーワードの除外 
検索したいときに、除外したいキーワードを入力するものです。除外したいキーワ

ードの前に、半角のマイナス「-」を入力するだけ。 

［科学 –生物］のように入れると、科学で生物を除く結果が表示されます。 

 

○ サイト内検索 

検索したいページの中だけ（そのウェブサイトの中だけを検索する）で情報を

調べたいときは、サイト内検索を使います。 

「検索したいキーワード」と「検索の対象としたウェブサイトのドメイン名（イ

ンターネット上の住所のようなものでＵＲＬの http://のあとから次の/まで）」

を入力します。例えば、ドメインが athome.co.jp で検索したいキーワードが環境

ならば、［環境 site:www.athome.co.jp］とする。ドメイン名の前に site:を入れる

のを忘れないように気を付けましょう。 

○ 論文検索 
いろいろな学会や、研究雑誌で発表された論文は公表されており、だれでも読む

ことができます。『グーグル スカラー』の Web ページで検索してみましょう。 

👣研究の背景、先行研究を調べる 
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自分の研究テーマに関する、先行研究について調べたことを記録しよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日付：  年  月  日  曜日 時間   
方法：  

 調べたもの（書籍名や HP のタイトルなど） 

    

内容： 

 
 

日付：  年  月  日  曜日 時間   
方法：  

 調べたもの（書籍名や HP のタイトルなど） 

    

内容： 

 
 

日付：  年  月  日  曜日 時間   
方法：  

 調べたもの（書籍名や HP のタイトルなど） 

    

内容： 

 
 

日付：  年  月  日  曜日 時間   
方法：  

 調べたもの（書籍名や HP のタイトルなど） 

    

内容： 

 

日付：  年  月  日  曜日 時間   
方法：  

 調べたもの（書籍名や HP のタイトルなど） 

    

内容： 
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日付：  年  月  日  曜日 時間   
方法：  

 調べたもの（書籍名や HP のタイトルなど） 

    

内容： 

 

日付：  年  月  日  曜日 時間   
方法：  

 調べたもの（書籍名や HP のタイトルなど） 

    

内容： 

 

日付：  年  月  日  曜日 時間   
方法：  

 調べたもの（書籍名や HP のタイトルなど） 

    

内容： 

 
 

日付：  年  月  日  曜日 時間   
方法：  

 調べたもの（書籍名や HP のタイトルなど） 

    

内容： 

 

日付：  年  月  日  曜日 時間   
方法：  

 調べたもの（書籍名や HP のタイトルなど） 

    

内容： 
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これまでの記録やシンキングツールの結果から、研究テーマの決定にむけて「リサーチク

エスチョン（解決したい疑問）」をつくり、それを解決するための「研究仮説」を立てよう。 

仮説は「○○すれば、□□ができる」「○○すれば、□□になる」の定型文に、○○には

方法、□□には結果を入れて書いてみよう。何度も書いて修正していこう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

👣『リサーチクエスチョン』と『仮説』 

    年   月   日  曜日 
 
リサーチクエスチョン  『                     （ は、） 
（８ページの記録を確認！）                 （だろうか？）』 
 
大まかな研究内容 
  
 
 
 
予測される結果 
 
 
 
研究仮説 
『                         （ば、すれば、） 

  

（ができる・になる。）』 
 

   年   月   日  曜日 
 
リサーチクエスチョン  『                     （ は、） 
 （疑問文）                        （だろうか？）』 
 
大まかな研究内容 
  
 
 
 
予測される結果 
 
 
 
研究仮説 
『                         （ば、すれば、） 

  
（ができる・になる。）』 

検印 

検印 

修正 
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  年   月   日  曜日 
 
リサーチクエスチョン  『                     （ は、） 
 （疑問文）                        （だろうか？）』 
 
大まかな研究内容 
  
 
 
 
予測される結果 
 
 
 
研究仮説 
『                         （ば、すれば、） 

  
（ができる・になる。）』 

   年   月   日  曜日 
 
リサーチクエスチョン  『                     （ は、） 
 （疑問文）                        （だろうか？）』 
 
大まかな研究内容 
  
 
 
 
予測される結果 
 
 
 
 
 
研究仮説 
『                         （ば、すれば、） 

  
（ができる・になる。）』 

検印 

検印 

修正 

修正 
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研究テーマの 

リサーチクエスチョンと仮説 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   年   月   日  曜日 
 
リサーチクエスチョン  『                     （ は、） 
 （疑問文）                        （だろうか？）』 
 
大まかな研究内容 
  
 
 
 
予測される結果 
 
 
 
 
 
研究仮説 
『                        （ば、すれば、） 

  
（ができる・になる。）』 

 

 年   月   日  曜日 
 
リサーチクエスチョン  『                      
 （疑問文）                               』 
 
大まかな研究内容 
  
 
 
 
予測される結果 
 
 
 
 
 
研究仮説 
『                          

  
』 

 

検印 

修正 

決定 

検印 
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先行研究などをもとに、次の流れを参考にして、調査や実験・観察の「課題研究企画・計

画書」を書きましょう。 
① 疑問をもつ（リサーチクエスチョン）（８ページの記録を確認！） 

 

 

② 仮説を立てる（４０ページの記録を確認！） 

 

 

③ 検証のための実験を考案する 

 

 

 

 

 

 

④ 結果を考察する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ ②～④までの過程を繰り返す 

検証の結果が仮説に合わない、または検証の結果が仮説のとおりになっても、その妥

当性を高めるため、②～④までの考察（仮説検証サイクル→４ページ）を繰り返します。 

👣課題研究企画・計画を検討する（個人） 

調べる要因が決まったら、それがどのように作用してその現象が起こるのかという仮説を立て

る。「○○すれば、□□ができる」「○○すれば、□□になる」の定型文に、○○
には方法、□□には結果を入れて書いてみよう。 

まず、現象に対する要因が何かを考える。つまり、なぜその現象が起こるのかを考え、そして

実際にどの要因について実験などを行うのかを決める。 

仮説を証明するためには、どのような実験や調査を行えばよいのかを考える。検証を行うとき

は次のような注意が必要です。 

○「実験群」と「対照群」（統制群） 

実験をするときは変数以外の条件をなくすために「変化を与えるグループ」（実験群）と「変

化を与えないグループ」（対照群）が必要になる。例えば、「薬を飲むグループ」と「成分を含

まないダミーの薬を飲むグループ」のように、調べたい要因以外をできるだけ除くことを考なけ

ればならない。 

検証の結果がでたら、それを考察する。考察を行うときはグラフ化するなどの工夫が必要です。

また、次のような注意点もあります。 

○「定性的」と「定量的」  物質の性質や現象の進み方、どんな成分が含まれるかなどを

調べることを「定性実験」といい、長さや時間、濃度、組成などを数値として測定する実験を

「定量実験」といいます。 課題研究を進める場合、ある現象がどのように進行するか、あるい

はどんな物質が含まれるかなど、現象の全体像を把握するために定性的な実験・観察が行われ

ることがよくあります。その上で特定の変量や成分について、数値として測定する定量的な実

験が行われ、表やグラフ、数式を用いて研究が展開していくのが一般的です。その意味で、研

究は『定性』から『定量』へという方向性をもって進められます。ただし、定量実験は現象の

中の特定の部分だけを抜き出して数字で表現するために、実験計画をうまく立てないと現象の

全体像が見えなくなることがあります。 

○「相関関係」と「因果関係」 

ＡとＢの２つの変数の間にＡが増えるほどＢも増え

る（正の相関）、Ａが増えるほどＢは減る（負の相関）

などの関係があるとき、２つの変数の間には相関があ

るといい、相関の程度は「相関係数」で表される。 

Ａが原因となってその結果Ｂが起きる場合、ＡとＢの間には因果関係があるといい。因果

関係の証明には次の全てが成り立つことが大事だと言われている。 

➢ Ａが必ずＢより先に起こる。 

➢ Ａが起これば必ずＢが起こる。 

➢ Ａが起きなければＢは起きない。 
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課題研究企画・計画（個人） 

 評価 ○：いいね △：考え直し 

テーマ   ＊計画全体を見て決めた方が良い。 評価○△ 

 

 

 

 

 

情報源になった行事や本など 

 

 

協力相談をお願いしたい機関（大学や企業など） 解決につながるＳＤＧｓ 

 

 

 

 

 

 １ リサーチクエスチョンと仮説   △の場合、以前のものは消さずに修正しよう 

  リサーチ 

クエスチョン 

 

 

 

評価○△ 

 

仮  説 
 

 
 

 ２ 研究の背景（3８ページの記録を確認） 

 これまでの先行研究の経過（歴史）と残されている課題を書きなさい。 評価○△ 
（例）①本校 54 回生の「  」の研究により、□□□は・・・が有効であることがわかっている。②△△大学…

教授により明らかにされている。③♢♢により調査されたが、□□については明らかにされていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次になぜそのテーマを選んだのか（研究動機）を書きなさい。 評価○△ 
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 ３ 研究の目的 

 最初にリサーチクエスチョンと仮説を書きなさい。     評価○△ 

リサーチクエスチョン（疑問文）  

  

   

仮説 （～すれば、…になる。の定型文） 

    

 

 

 

 

 

 

 次にリサーチクエスチョンと仮説をたてるに至った経緯を書きなさい。 

その中に学校での研修や体験など実体験を入れるとさらに良い。 
評価○△ 

                                           

                    

 

 

 

 

 

 

４ 研究の意義（再度、何のために研究するの確認する） 

 最初にこれまでにわかっていることを書きなさい。 評価○△ 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次にこの研究に関連することを誰が、どのように調査や実験を行っている

かを書きなさい。（現在研究をしている人はいないか。） 
評価○△ 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  最後にわかっていないこと（未解決の事項や問題点）を書きなさい。 評価○△ 
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５ 研究の手法（具体的なデータのとり方や、研究対象） 

           研究の手法 チェックポイント 評価○△ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手法は箇条書きで良い。 

 

・この手法を読んで読者

が再現できるか？という

ことを念頭に置いて書い

ているか？ 

 

 

・調査実験が実行可能な

手法か？ 

 

・数値データを取る方法

を書いているか？ 

 

・数値データの数量・回

数について、十分な数量

を取ることが書いている

か？ 

 

・実験では対照実験を書

いているか？ 

 

・調査実験後の分析方法

は書いてあるか？ 

 

・プライバシーや倫理的

な問題はないか？ 

 

 

 

→不可能と気づいたら

可能な仮説を立て直し

て作り直す。 
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              結果・考察                        評価 

 研究実施後つくる。 

 結果は実験調査結果をグラフや表を駆使して提示する。 

 考察は仮説を検証する。仮説が検証できなくても再度仮説を立て直して 

再度検証に入ればよい。 

 

各種発表会に

て外部からの

審査を受けて

みる。 

 ６ まとめ 

 最初に再び意義と目的を書きなさい。                        評価○△ 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次にこの研究が、SDGｓなどの観点や、社会や学術面にどのような貢献が期

待できるかを書きなさい。            
評価○△ 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最後にこの研究を社会に活かすために、理 or 文系に進むあなたの進路にど

う活かしていきたいかを書きなさい。 
評価○△ 

理系としての社会貢献 

（例）野菜の収穫量ＵＰで食糧問題解決に貢献できる 

 

 

 

 

文系としての社会貢献 

（例）商業活動で売り上げアップに貢献できる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊この個人検討したワークシートの内容を元に、研究のテーマ・分野・社会貢献などの方向

性が同じ人と研究班をつくります。 

次は、互いの研究計画書を参考にし、班員で協働して班の企画・計画書を作成します。 
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 評価 ○：いいね △：考え直し 

テーマ   ＊計画全体を見て決めた方が良い。 評価○△ 

 

 

 

 

 

情報源になった行事や本など  

 

 

 

 

 

班長 

組  番 氏名  

 班員 

組  番 氏名 

組  番 氏名 

組  番 氏名 

組  番 氏名 

協力相談をお願いしたい機関（大学や企業など） 

 

 

 １ リサーチクエスチョンと仮説   △の場合、以前のものは消さずに修正しよう 

  リサーチ 

クエスチョン 

 

 

 

評価○△ 

 

仮  説 
 

 
 

 ２ 研究の背景 

 これまでの先行研究の経過（歴史）と残されている課題を書きなさい。 評価○△ 
（例）①本校 54 回生の「  」の研究により、□□□は・・・が有効であることがわかっている。②△△大学…

教授により明らかにされている。③♢♢により調査されたが、□□については明らかにされていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次になぜそのテーマを選んだのか（研究動機）を書きなさい。 評価○△ 

  

 

 

 

 

👣課題研究 企画・計画書（班研究） 
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 ３ 研究の目的 

 最初にリサーチクエスチョンと仮説を書きなさい。     評価○△ 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

 

 

 

 

 

 次にリサーチクエスチョンと仮説をたてるに至った経緯を書きなさい。 

その中に学校での研修や体験など実体験を入れるとさらに良い。 
評価○△ 

                                           

                    

 

 

 

 

 

 

４ 研究の意義 

 最初にこれまでにわかっていること（先行研究）を書きなさい。 評価○△ 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次にこの研究に関連することを誰が、どのように調査や実験を行っている

かを書きなさい。（現在研究をしている人はどこにいるか） 
評価○△ 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  最後にわかっていないこと（未解決事項や問題点）を書きなさい。  評価○△ 
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５ 研究の手法 

           研究の手法 チェックポイント 評価○△ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手法は箇条書きで良い。 

 

・この手法を読んで読者

が再現できるか？という

ことを念頭に置いて書い

ているか？ 

 

 

・調査実験が実行可能な

手法か？ 

 

・数値データを取る方法

を書いているか？ 

 

・数値データの数量・回

数について、十分な数量

を取ることが書いている

か？ 

 

・実験では対照実験を書

いているか？ 

 

・調査実験後の分析方法

は書いてあるか？ 

 

・プライバシーや倫理的

な問題はないか？ 

 

 

 

→不可能と気づいたら

可能な仮説を立て直し

て作り直す。 
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              結果・考察                        評価○△ 

 研究実施後つくる。 

 結果は実験調査結果をグラフや表を駆使して提示する。 

 考察は仮説を検証する。仮説が検証できなくても再度仮説を立て直して 

再度検証に入ればよい。 

 

各種発表会

にて外部か

らの審査を

受けてみる。 

 ６ まとめ 

 最初に再び意義と目的を書きなさい。                        評価○△ 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 次にこの研究が、SDGｓなどの観点や、社会や学術面にどのような貢献が

期待できるかを書きなさい。            
評価○△ 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最後にこの研究を社会に活かすために、理 or 文系に進むあなたの進路にど

う活かしていきたいかを書きなさい。 
評価○△ 

 理系としての社会貢献 

（例）野菜の収穫量ＵＰで食糧問題解決に貢献できる 

 

 

 

 文系としての社会貢献 

（例）商業活動で売り上げアップに貢献できる 

 

 

 

 

 

 

 

 

解決につながるＳＤＧｓ  

＊このワークシート各項目を１枚にまとめると、発表用ポスターができる。 

＊このワークシート各項目の最初の文章を抜き出して文章を作ると要約ができる。 

＊結果・考察を作成して、報告書や論文ができる。 
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ＳＤＧｓとは 

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは、2001 年に

策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015 年 9 月の国連サミットで

加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載され

た、2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17 のゴール・169

のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」

ことを誓っています。SDGs は発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサ

ル（普遍的）なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。 

（外務省ＨＰより） 

 

１７のゴールとアイコン  

「長崎南高校は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています」 

 

17 のアイコンは国際連合広報連合ＨＰ https://www.unic.or.jp/ から 

ガイドラインに従って利用できます。 

 

 

 ＳＳＨの課題研究を行うことにで、少しでもＳＤＧｓの解決に繋がることを願って、こ

れから始まる課題研究活動のテーマを設定し、研究に取り組みましょう。 

  

  

👣 SDGs の解決に向けて 

https://www.unic.or.jp/
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課題研究テーマ発表会のポスターレイアウト例 

 

 

 

 

 

研究テーマ 

班長    班員１   班員２ 

氏名      氏名     氏名 

班員３   班員４ 

氏名      氏名 

２ リサーチクエスチョン 
  『                       ？』 

３ 仮説 
  『         すれば、        できる』 

４ 研究の背景 
    先行研究などにもとづいて現在、どこまでわかっているのかを書く 

（例）○○大学の研究（書籍や、□年度♢♢高校課題研究報告書）により、△△

△であることが分かっている（知られている・明らかになっている）。 

   これからの研究で□□を解明する必要がある。 

１ はじめに 
  

研究のもとになった書籍・新聞記事・課題研究・行事などを示して 

何が問題点で、何を解決したいと考えたかを書く 

 

６ 研究の方法 
 ⑴ 
 ⑵ どのような調査・実験方法で検証するか書く 
⑶   （例）研究対象、場所、使用するもの、得られるデータ、予想される結果 など 
 

5 研究の意義・目的 
     

ＳＤＧｓの目標にふれ、どのような社会貢献ができるのか書く。 

    （例）SDGｓの目標３「 ○○○○の解決」に食料確保の面で貢献できる など 

７ 社会貢献にむけて  
 

 
 〇文系にできる貢献 
・商業分野で、店舗での商品の効果的なレ

イアウトに貢献できる 

・      

 〇理系にできる貢献 
・農学・工学の分野で、作物収穫の自動化

に貢献できる 
・  

SDGｓの17項目から選
んだ目標アイコンを貼る
（複数可） 

 


