
進
学
校
の
生
徒
に
も
評
価
さ
れ
た
授
業

　

29
歳
の
時
、
進
路
多
様
校
か
ら
金
沢
桜
丘

高
校
に
赴
任
し
ま
し
た
。
最
初
の
授
業
で
は
、

生
徒
が
始
業
時
に
既
に
準
備
し
て
い
る
こ
と

に
驚
き
ま
し
た
。
実
際
に
授
業
を
始
め
る
と
、

生
徒
は
私
の
言
葉
に
し
っ
か
り
耳
を
傾
け
て

く
れ
る
。
授
業
の
し
や
す
さ
と
同
時
に
、
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
ま
し
た
。

　

私
の
理
想
は
「
分
か
り
や
す
い
授
業
」
で

し
た
か
ら
、
教
材
研
究
は
入
念
に
行
い
ま
し

た
。
ま
た
、前
任
校
で
の
経
験
か
ら「
楽
し
さ
」

を
大
切
に
し
て
い
た
私
は
、
ゲ
ー
ム
的
な
活

動
も
授
業
に
取
り
入
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

赴
任
当
時
は
校
内
で
た
だ
一
人
の
オ
ー
ル
イ

ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
授
業
。
英
語
へ
の
情

熱
を
生
徒
に
ぶ
つ
け
る
よ
う
な
授
業
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
生
徒
の
授
業
評
価
も
決
し
て

悪
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

考
え
さ
せ
る
授
業
に
な
っ
て
い
な
い

　

と
こ
ろ
が
赴
任
４
年
目
、
１
年
生
の
授
業

で
出
来
る
だ
け
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
時
間

を
掛
け
て
丁
寧
に
英
語
で
説
明
す
る
私
の
耳

に
、「
ヒ
マ
や…

…

」
と
い
う
声
が
飛
び
込

ん
で
き
た
の
で
す
。
一
番
前
の
席
の
男
子
生

徒
が
つ
ぶ
や
い
た
そ
の
ひ
と
言
に
対
し
て
、

私
は
何
も
言
い
返
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

楽
し
く
て
、
分
か
り
や
す
く
、
熱
意
の
伝

わ
る
授
業
を
し
た
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
生
徒
の
中
に
学

問
的
な
興
味
や
、
自
分
で
学
ぼ
う
と
す
る
気

持
ち
を
生
む
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
私
は
深

く
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
英
語
で
授

業
を
し
た
こ
と
に
満
足
し
、
生
徒
の
様
子
を

し
っ
か
り
見
取
っ
た
上
で
、
生
徒
を
引
き
込

む
指
導
が
出
来
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

更
に
、
１
年
生
の
時
は
積
極
的
に
授
業
に

参
加
し
て
い
た
の
に
、
２
年
生
に
な
る
と
急

に
声
が
出
な
く
な
る
生
徒
が
増
え
て
い
る
こ

と
に
気
が
付
き
ま
し
た
。
生
徒
が
成
長
し
、

「
楽
し
い
」
と
感
じ
る
事
柄
が
変
わ
っ
て
い

た
こ
と
を
つ
か
め
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

授
業
後
、
職
員
室
に
戻
っ
て
は
「
表
面
的

な
楽
し
さ
だ
け
で
は
、
生
徒
は
引
き
付
け
ら

れ
な
い
の
で
す
ね…

…

」
と
周
囲
の
先
生
に

こ
ぼ
す
日
々
が
続
き
ま
し
た
。

石
川
県
立
金
沢
桜
丘
高
校　

前
田
昌
寛
先
生

歳
36

「
分
か
り
や
す
い
授
業
」を
超
え
、

「
生
徒
が
も
っ
と
学
び
た
く
な
る
」授
業
へ授

業
で
懸
命
に
説
明
す
る
私
が
聞
い
た「
ヒ
マ
や
」の
声

代
教
師
の

失
敗
や
つ
ま
ず
き
を
転
機
に
、授
業
力
を
高
め
る
！

30
ま
え
だ
・
ま
さ
ひ
ろ　

◎
教
職
歴
13
年
。
同
校
赴
任
６
年
目
。

担
当
教
科
は
英
語
。
英
語
教
育
推
進
室
所
属
。

石
川
県
立
金
沢
桜
丘
高
校　

◎
全
日
制
／
普
通
科
／
共
学
。

11
年
度
入
試
で
は
、
国
公
立
大
は
、
北
海
道
大
、
筑
波
大
、

一
橋
大
、
金
沢
大
、
名
古
屋
大
、
大
阪
大
な
ど
に
計
２
２

９
人
が
合
格
。
私
立
大
は
、
慶
應
義
塾
大
、
早
稲
田
大
、

同
志
社
大
な
ど
に
延
べ
５
２
２
人
が
合
格
。

私
が
乗
り
越
え
て
き
た
も
の

ん
で
も

き
る
！

転
起

さ
く
ら
が
お
か

28December  2011



「
正
解
を
探
す
授
業
」
か
ら
の
脱
却

　
説
明
が
一
方
的
に
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を

付
け
た
り
、
ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
活
動
を
取
り

入
れ
た
り
、
試
行
錯
誤
が
続
き
ま
し
た
。

　
同
じ
頃
、
本
校
は
文
部
科
学
省
の
「
英
語

教
育
改
善
の
た
め
の
調
査
研
究
」
事
業
（
当

時
）
の
指
定
を
受
け
、
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の

下
、
英
語
に
よ
る
指
導
法
の
開
発
を
始
め
ま

し
た
。
難
し
い
社
会
問
題
が
課
題
文
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
る
と
、
私
は
そ
れ
ま
で
以
上

に
「
ど
う
す
れ
ば
分
か
り
や
す
く
説
明
で
き

る
か
」
を
考
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

真
に
楽
し
い
授
業
と
は
何
か
を
考
え
た
時
、

そ
れ
は
生
徒
が
自
分
の
考
え
を
話
し
た
く
な

る
よ
う
な
授
業
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で

す
。
そ
し
て
、
授
業
で
「
正
解
を
探
す
」
の

で
は
な
く
、
正
解
の
な
い
問
い
を
生
徒
に
投

げ
掛
け
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　
英
文
の
訳
し
方
や
構
造
を
生
徒
に
質
問

し
、
筆
者
の
言
い
た
い
こ
と
を
効
率
的
に
探

し
当
て
る
と
い
っ
た
作
業
に
終
始
す
る
の
で

は
な
く
、
こ
の
英
文
を
読
む
意
義
を
生
徒
に

投
げ
掛
け
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
の
答
え
を
引
き

出
す
こ
と
を
授
業
の
中
心
に
据
え
る
よ
う
に

し
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
生
徒
に
は
「
こ
の
授

業
は
正
解
を
出
す
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
間
違
っ
た
答
え
も
な
い
」
と
話

し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
生
徒
が
文
法
的

に
間
違
っ
た
英
語
を
使
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
で
も
、
そ
う
い
う
と
き
は
他
の
生
徒
に

も
う
ま
く
伝
わ
ら
な
い
の
で
、
言
い
直
す
う

ち
に
正
確
な
英
語
に
た
ど
り
着
き
ま
す
。

　
社
会
で
は
、
答
え
が
一
つ
で
は
な
い
中
で

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
、
他
者
の
考

え
を
聞
き
な
が
ら
自
分
の
意
見
を
整
理
す
る

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
授
業
に
そ
の
過
程

を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
道
具
と
し
て
の
英

語
を
使
う
訓
練
に
な
る
と
考
え
た
の
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
と
異
な
る
ス
タ
イ
ル
の
授
業
に

生
徒
が
集
中
し
、「
も
う
授
業
が
終
わ
っ
た

の
？
」
と
い
う
声
が
教
室
で
聞
こ
え
た
時
に

は
、
大
き
な
達
成
感
を
覚
え
ま
し
た
。

教
師
の
人
間
力
が
問
わ
れ
る
授
業

　
教
師
が
用
意
し
た
正
解
を
探
す
授
業
か
ら

の
脱
却
を
目
指
し
た
結
果
、
私
の
経
験
不
足

の
た
め
授
業
が
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
授
業
で
取
り
上
げ
る
テ
ー
マ
に
つ

い
て
私
が
十
分
勉
強
し
、
多
面
的
に
理
解
し

て
い
な
い
と
、
生
徒
の
意
見
を
く
み
取
っ
て

授
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で

す
。
だ
か
ら
、
授
業
の
準
備
も
様
変
わ
り
し

ま
し
た
。
机
の
上
で
の
教
材
研
究
だ
け
で
な

く
、
普
段
の
生
活
の
中
で
社
会
問
題
な
ど
に

対
し
て
「
自
分
な
ら
ど
う
考
え
る
か
」
を
自

問
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

教
科
の
知
識
以
上
に
、
一
人
の
人
間
と
し
て

い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
す
る
こ
と
が
授
業
で
生

き
て
く
る
の
だ
と
実
感
し
て
い
ま
す
。

　
一
人
の
生
徒
の
意
見
を
基
に
ク
ラ
ス
み
ん

な
で
議
論
し
、
視
野
を
広
げ
、
考
え
を
深
め

ら
れ
た
と
き
は
、
と
て
も
楽
し
い
も
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
生
徒
の
表
情
や
ひ
と
言
を
真
摯

に
受
け
止
め
な
が
ら
、
教
師
と
し
て
の
成
長

を
模
索
し
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「
も
う
授
業
は
終
わ
り
？
」の
声
に
達
成
感
を
味
わ
う

そ
し
て
、こ
れ
か
ら
も
挑
み
続
け
る
目
標

日々の授業で、生徒を引き込むため
に特別に気を付けていることはあり

ますか？

私は「授業は最初の3分間が肝心」
だと思っています。スムーズに英語

を学ぶ意識に切り替え、学習内容に関心を
向けさせることが重要だからです。そこで
私は、出来るだけ授業の冒頭に関連する写
真や資料を見せるようにしています。生徒
に「先生はなぜこれを持ってきたのだろう」
と考えさせることが出来れば、その瞬間関
心はこちらに向いているわけです。関心を
向ける材料がない時は、導入時に小テスト
を用いて気持ちを切り替えさせます。英語
の授業に入る姿勢をつくらせることが大切
なのです。

生徒に考えさせ、コミュニケーショ
ンを重視する授業になってから、授

業での取り組みも変わりましたか？

教師が説明することよりも、生徒が
活動することを重視するようになっ

たことで、「授業の時間は、ペアワークな
ど授業でしか出来ないことをする」という
意識が強くなりました。基本的に授業では
予習は求めず、その代わり、自宅に帰って
から復習をしっかり行うように声を掛けて
います。授業で出てきた表現を覚えたり、
今日自分が考えたことを改めて振り返った
りしておくように話しています。学校の授
業ですべきことは何かを考えて、指導を構
築したいと思っています。

Q

Q&A

A

Q

A

◎更なる授業力の向上を目指す前田昌寛先生
へメッセージをお願いします。同じ課題を抱え
ている同世代の先生の共感の言葉、独自の授
業スタイルを確立された先輩からの応援やアド
バイスなどを自由にお寄せください。編集部よ
り、前田先生へお届けします。

下記のe-mailアドレスに
メッセージを送信ください

view21_since-1975@mail.benesse.co.jp

メッセージを
お寄せください

　　　　　の

授業実践
前田先生
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