
授
業
で
前
を
向
か
せ
る
た
め
に

　
黒
板
の
方
を
向
か
せ
、
ノ
ー
ト
を
と
ら
せ

る
。
新
卒
で
進
路
多
様
校
に
赴
任
し
た
私
の

指
導
は
、
そ
こ
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。「
前

を
向
か
ん
と
い
け
ん
」
と
声
を
荒
ら
げ
れ
ば

生
徒
は
渋
々
そ
の
通
り
に
し
ま
し
た
が
、
そ

の
表
情
を
見
て
「
こ
の
ま
ま
で
は
、
生
徒
を

数
学
嫌
い
に
し
て
し
ま
う
」
と
思
い
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
毎
回
の
授
業
で
生
徒
に
よ
る
自

己
評
価
を
行
い
、
そ
れ
を
基
に
発
問
と
説
明

を
ア
レ
ン
ジ
。
説
明
だ
け
が
長
く
な
ら
な
い

よ
う
、
合
間
に
一
問
一
答
形
式
の
発
問
を
挟

む
な
ど
、
授
業
の
テ
ン
ポ
を
良
く
す
る
工
夫

を
し
ま
し
た
。
ま
た
、
課
題
も
授
業
を
聞
い

て
い
れ
ば
確
実
に
解
け
る
よ
う
作
問
し
、「
分

か
っ
た
」
と
実
感
さ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。

　
少
し
ず
つ
、
私
が
何
も
言
わ
な
く
て
も
静

か
に
授
業
を
聞
く
生
徒
が
増
え
、
表
情
か
ら

数
学
へ
の
関
心
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
赴
任
６
年
目
に
は
、「
も
っ
と
数

学
を
学
び
た
い
」
と
、
国
公
立
大
の
数
学
科

に
進
学
す
る
生
徒
も
現
れ
た
の
で
す
。

生
徒
を
学
習
に
向
か
わ
せ
ら
れ
な
い

　
２
校
目
と
な
る
尾
道
北
高
校
に
赴
任
し
た

時
は
、「
県
内
屈
指
の
進
学
校
で
生
徒
の
力

を
伸
ば
し
た
い
」
と
意
気
込
ん
で
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
私
に
、
校
長
は
「
今
ま
で
の
指
導
に

頼
ら
ず
、
一
年
目
だ
か
ら
こ
そ
得
ら
れ
る
気

付
き
を
大
切
に
し
な
さ
い
」
と
ア
ド
バ
イ
ス

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
当
初
は
ピ
ン
と
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
私
は
、
こ
の
言
葉
の
意

味
を
す
ぐ
に
知
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
私
は
授
業
進
度
が
遅
れ
な
い
よ
う
配
慮
し

な
が
ら
、
分
か
り
や
す
い
授
業
を
心
掛
け
ま

し
た
。
実
際
、
生
徒
の
表
情
は
理
解
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
確
認

テ
ス
ト
や
定
期
試
験
の
成
績
は
低
迷
。
自
己

評
価
を
見
る
と
、「
授
業
で
は
分
か
る
け
れ

ど
、
自
力
で
は
問
題
が
解
け
な
い
」
と
い
う

生
徒
が
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
分
か

り
や
す
い
だ
け
の
授
業
で
は
、
進
学
校
の
生

徒
を
学
習
に
向
か
わ
せ
ら
れ
な
い
。
私
は
、

そ
う
痛
感
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
自
分
が
前

任
校
で
の
指
導
か
ら
切
り
替
え
き
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
思
い
至
っ
た
の
で
す
。

広
島
県
立
尾
道
北
高
校

　

平
山
成
樹
先
生

歳
35

「
授
業
者
」で
あ
る
前
に
一
人
の「
学
習
者
」と
し
て

考
え
る
訓
練
を
重
視
し
た
授
業
を
目
指
す「

授
業
で
は
分
か
る
け
れ
ど
、自
力
で
は
問
題
が
解
け
な
い
」

代
教
師
の

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

30
ひ
ら
や
ま
・
な
る
き
　
◎
教
職
歴
13
年
。
同
校
に
赴
任
し

て
７
年
目
。
担
当
教
科
は
数
学
。
３
年
生
担
任
。

広
島
県
立
尾
道
北
高
校

　
◎
全
日
制
／
総
合
学
科
／
共
学
。

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

東
京
大
、
名
古
屋
大
、
京
都
大
、
広
島
大
な
ど
に
計
１
６

３
人
が
合
格
。
私
立
大
は
、
慶
應
義
塾
大
、
上
智
大
、
早

稲
田
大
、
同
志
社
大
な
ど
に
延
べ
３
１
３
人
が
合
格
。

私
が
乗
り
越
え
て
き
た
も
の

ん
で
も

き
る
！

転
起

な
る　
き
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「
分
か
ら
な
い
」
と
感
じ
さ
せ
る
授
業

　
進
学
校
の
生
徒
を
学
び
に
向
か
わ
せ
る
指

導
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
こ
の
課
題
の
答

え
を
求
め
て
、
先
輩
の
先
生
方
の
授
業
を
見

学
し
ま
し
た
。
ど
の
授
業
か
ら
も
、
生
徒
に

考
え
さ
せ
る
工
夫
を
感
じ
ま
し
た
。
進
路
多

様
校
で
は
「
分
か
る
」
と
い
う
感
覚
が
生
徒

の
心
を
動
か
し
ま
し
た
が
、
進
学
校
で
は
生

徒
に
「
分
か
ら
な
い
」
と
疑
問
を
感
じ
さ
せ

る
こ
と
も
、「
も
っ
と
学
び
た
い
」
と
い
う

気
持
ち
を
生
む
た
め
に
は
必
要
な
の
で
す
。

そ
う
し
た
授
業
を
行
う
に
は
、
生
徒
の
志
望

実
現
に
必
要
な
学
力
を
教
師
が
正
確
に
把
握

し
、
そ
こ
か
ら
逆
算
し
て
日
々
指
導
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
入
試
問
題
と
教
材

の
研
究
を
重
ね
ま
し
た
。

　
進
学
校
に
ふ
さ
わ
し
い
難
度
の
授
業
を
模

索
す
る
過
程
で
、
進
学
校
の
生
徒
は
分
か
ら

な
い
こ
と
を
隠
そ
う
と
す
る
こ
と
が
多
い
こ

と
も
見
え
て
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
生
徒
の

「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
観
察
）」
こ
そ
が
重
要
で

あ
り
、
今
ま
で
以
上
に
校
内
の
試
験
や
模
試

の
結
果
に
注
意
し
て
目
を
通
し
、
生
徒
一
人

ひ
と
り
が
ど
こ
で
つ
ま
ず
い
て
い
る
か
を
分

析
す
る
必
要
が
あ
る
と
気
付
い
た
の
で
す
。

　
指
導
を
見
直
し
て
い
っ
た
結
果
、
生
徒
の

成
績
は
向
上
し
ま
し
た
が
、「
単
に
解
法
を

覚
え
る
」「
す
ぐ
に
答
え
を
求
め
る
」
と
い

っ
た
姿
勢
で
学
習
す
る
生
徒
の
存
在
が
気
掛

か
り
で
し
た
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
生
徒
た

ち
の
多
く
は
受
験
で
結
果
を
残
せ
ま
せ
ん
で

し
た
。
志
望
を
実
現
し
た
の
は
、
試
行
錯
誤

し
な
が
ら
一
問
一
問
に
じ
っ
く
り
取
り
組
ん

で
い
た
生
徒
だ
っ
た
の
で
す
。
解
い
た
こ
と

が
な
い
問
題
に
向
き
合
う
力
を
付
け
た
こ
と

が
結
果
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

考
え
る
訓
練
を
積
ま
な
け
れ
ば
、
難
関
大
の

入
試
問
題
に
は
対
応
で
き
な
い
こ
と
を
思
い

知
ら
さ
れ
ま
し
た
。「
進
学
校
の
授
業
」
を

意
識
す
る
あ
ま
り
、
い
つ
の
間
に
か
私
の
指

導
は
、
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
よ
り
も
、

単
に
点
を
取
る
た
め
の
効
率
的
な
学
習
を
重

視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

「
授
業
者
」
で
あ
る
前
に
「
学
習
者
」
と
し
て

　
私
は
も
う
一
度
、
自
分
の
指
導
を
改
め
ま

し
た
。
授
業
中
、
生
徒
が
問
題
に
じ
っ
く
り

と
向
き
合
う
時
間
を
設
け
、
様
々
な
道
筋
か

ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
重
ね
、
解
答
を
導
く
力
、

つ
ま
り
考
え
る
力
を
身
に
付
け
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
そ
、
数
学
の
面

白
さ
の
本
質
は
伝
え
ら
れ
る
の
で
す
。
最
近

は
、「
学
校
と
し
て
ど
う
い
う
力
を
付
け
さ

せ
た
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
視
点

だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
社
会
に
出
れ
ば
必
ず

直
面
す
る
「
簡
単
に
は
答
え
を
出
せ
な
い
問

題
」
や
「
答
え
の
な
い
問
題
」
に
立
ち
向
か

う
力
を
育
む
。
そ
れ
が
尾
道
北
高
校
の
教
師

の
使
命
で
あ
る
と
気
付
い
た
の
で
す
。

　
生
徒
が
何
を
求
め
て
い
る
か
を
把
握
し
、

教
師
が
ど
ん
な
力
を
付
け
さ
せ
た
い
か
を
明

確
に
す
る
こ
と
で
、
涵
養
す
べ
き
力
で
あ
る

「
ゴ
ー
ル
」
が
見
え
る
の
で
す
。「
授
業
者
」

で
あ
る
前
に
一
人
の
「
学
習
者
」
と
し
て
、

生
徒
と
共
に
学
ん
で
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
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考
え
る
訓
練
を
積
ま
せ
る
使
命
に
気
付
い
た

そ
し
て
、こ
れ
か
ら
も
挑
み
続
け
る
目
標

生徒に考えさせるために、課題をど
う工夫していますか？

課題として週１～２回出す既習範囲
の演習プリントを授業で活用しま

す。演習プリントは私が添削・採点して各
自に返却しますが、その際、よく考えられ
ている解答やユニークな解き方をしている
解答など、他の生徒の参考になりそうなも
のを、正解・不正解に関係なく別のプリン
トにまとめ、一緒に配付するのです。
　分からないことを隠そうとするというこ
とは、周囲の目を非常に気にするというこ
とです。その分、クラスメートの解き方に
も興味を示すだろうと考えました。結果と
して、どの生徒もプリントを食い入るよう
に見て、自分の解き方と比較しています。
自分の考えを深めることにつながると期待
しています。

３年間を通じて自ら学ぶ力を育むた
めに、年次によってどのように指導

を工夫していますか？

年次が上がるにつれ、生徒の学習の自
由度を高めています。徐々に学習計画

を自分で立てられるようにすることが狙いです。
　１年次は毎回の授業で期限を設けて課題や
小テストを出し、理解が不十分だと感じる生徒
には追試を行います。２年次は、苦手だと思う
分野を自分で選んで問題演習をさせるなど、選
択する幅を設けます。３年次は更にその幅を広
げ、希望者に個別指導を行います。ただし３
年次でも、自立的な学習に課題がある生徒に
は、範囲を指定して問題演習を課しています。

Q

Q&A

A

Q

A

◎更なる授業力の向上を目指す平山成樹先生
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、平山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
平山先生
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