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先輩の板書をまねたことが教師としての出発点となった
佐賀県佐賀市立循誘小学校校長◎橋本圭一郎

連載

課題整理と実践のヒント

学校事例1

学校事例２

思考が深まる
「学び合い」
─「そうか、なるほど！」のある授業づくり
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私を育てた
あの時代、あの出会い

第6回

教育実習
長崎大教育学部
附属中学校で受けた
教育実習で、
指導教諭だった
山崎滋夫先生に
大きな影響を受ける

大学の
卒業アルバムの一こま。
右から２人目
（立っている人）が
橋本校長

1978（昭和53）
新採で伊万里市立
大川中学校に赴任

2006（平成18）
唐津市立切木（きりご）
中学校に校長として赴任

2009（平成21）
佐賀市立小中一貫校
北山校に２代目校長
として赴任。
校舎一体型の
小中一貫教育を推進

2011（平成23）
佐賀市立循誘小学校に
赴任

先
輩
の
板
書
を
ま
ね
た
こ
と
が

教
師
と
し
て
の
出
発
点
と
な
っ
た

佐
賀
県
佐
賀
市
立
循
誘
小
学
校
校
長

　

橋
本
圭
一
郎
　H

a
s

h
im

o
t

o
 K

e
iic

h
ir

o
教
師
は
日
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
掛
け
の
中
で
子
ど
も
を
育
て
る
。
そ
し
て
教
師
は
、
共
に
働
く
仲
間
と
の
出
会
い
の
中
で
育
っ
て
い
く
。

出
会
い
か
ら
学
ん
だ
教
育
の
原
点
、
そ
し
て
次
代
を
担
う
若
い
世
代
に
伝
え
た
い
不
易
を
、
橋
本
校
長
が
語
る
。

じ
ゅ
ん
ゆ
う

1

教
育
実
習
で
指
導
教
諭
の

板
書
に
衝
撃
を
受
け
た

　
初
任
校
は
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
の
学
校

で
、
先
輩
の
先
生
方
に
も
恵
ま
れ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
新
米
の
私
は
何
か
と
壁

に
ぶ
ち
当
た
っ
て
い
ま
し
た
。
経
験
の
乏

し
い
自
分
に
出
来
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い

る
。
ど
の
よ
う
に
答
え
を
出
せ
ば
良
い
の

か
も
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
私
は
尊
敬

す
る
先
輩
の
指
導
を
１
０
０
％
ま
ね
る
こ

と
か
ら
始
め
ま
し
た
。
た
だ
、
全
て
完
璧

な
教
師
な
ど
い
ま
せ
ん
か
ら
、
教
科
指
導

な
ら
こ
の
先
生
、
生
徒
指
導
は
、
部
活
動

は
…
…
と
、
分
野
ご
と
に
手
本
と
す
る
先

生
を
見
付
け
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
教
科
指
導
に
お
け
る
師
は
、
教
育
実
習

時
の
指
導
教
諭
だ
っ
た
山
崎
滋
夫
先
生
で

し
た
。
山
崎
先
生
は
、
今
で
こ
そ
一
般
的

で
す
が
、
１
時
間
の
授
業
を
黒
板
１
枚
分

に
全
て
収
ま
る
よ
う
に
板
書
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
先
生
が
話
さ
れ
、
黒
板
に
書
か
れ

て
い
く
内
容
は
、
次
第
に
線
や
矢
印
で
結

ば
れ
、
授
業
の
終
わ
り
に
は
そ
れ
ら
が
見

事
に
構
造
的
に
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
板

書
が
そ
の
ま
ま
、
生
徒
一
人
で
も
し
っ
か

り
復
習
で
き
る
ノ
ー
ト
に
な
る
の
で
す
。

　
板
書
と
い
え
ば
端
か
ら
ず
っ
と
書
い
て

い
き
、
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
ら
消
し
て
、

ま
た
書
き
始
め
る
と
い
う
板
書
を
見
て
き

はしもと・けいいちろう　専門教科は社会科。佐賀県公立中学校教諭、佐賀県教
育庁学校教育課指導主事などを経て、２００９年度から２年間、佐賀市立小中一
貫校北山校の校長を務める。１１年度、佐賀市立循誘小学校に赴任。
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2

た
私
に
と
っ
て
、
山
崎
先
生
の
板
書
は
衝

撃
的
で
し
た
。
私
は
そ
れ
を
新
採
時
か
ら

ま
ね
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
以
来
、
４

月
の
最
初
の
授
業
で
子
ど
も
に
ノ
ー
ト
を

横
に
し
て
板
書
を
写
す
よ
う
に
伝
え
て
い

ま
す
。
子
ど
も
か
ら
は
「
な
ぜ
？
」
と
疑

問
の
声
が
挙
が
り
ま
す
が
、
次
第
に
余
白

に
私
の
話
を
メ
モ
し
た
り
、
自
分
で
調
べ

た
こ
と
を
書
き
込
ん
だ
り
し
て
、
自
分
な

り
に
ノ
ー
ト
の
取
り
方
を
工
夫
す
る
よ
う

に
な
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
板
書
は
私
の
授

業
づ
く
り
の
軸
と
な
り
、
ど
ん
な
に
忙
し

く
て
も
、
板
書
計
画
だ
け
は
し
っ
か
り
作

り
授
業
に
臨
む
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。

　
先
日
、
自
宅
の
書
斎
か
ら
教
育
実
習
時

の
指
導
案
が
出
て
き
ま
し
た
。
私
の
つ
た

な
い
手
書
き
の
文
字
の
横
に
あ
る
山
崎
先

生
の
赤
ペ
ン
。「
こ
こ
は
良
い
け
れ
ど
、

こ
っ
ち
は
こ
う
す
る
と
も
っ
と
良
く
な

る
」
と
い
う
よ
う
に
、
褒
め
つ
つ
も
改
善

す
べ
き
箇
所
を
指
摘
し
て
く
だ
さ
っ
て
い

ま
し
た
。
丁
寧
な
指
導
に
感
謝
す
る
と
共

に
、
山
崎
先
生
の
指
導
が
私
の
教
師
と
し

て
の
原
点
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
ま

し
た
。

　「
ま
ね
」
と
い
う
と
聞
こ
え
が
悪
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
若
手
の
う
ち
は
す
ご

い
と
思
っ
た
指
導
を
ど
ん
ど
ん
取
り
入
れ

て
試
す
こ
と
で
し
か
経
験
を
蓄
積
で
き
な

い
と
思
い
ま
す
。
う
ま
く
い
か
な
い
時

は
、
子
ど
も
の
反
応
を
見
て
、
自
分
な
り

に
工
夫
を
加
え
て
再
び
試
す
。
そ
れ
を
積

み
重
ね
る
こ
と
で
、
最
初
は
１
０
０
％
先

輩
の
ま
ね
だ
っ
た
こ
と
が
、
自
分
の
指
導

に
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

地
域
か
ら
の
ま
な
ざ
し
が

子
ど
も
の
目
を
地
域
へ
と
向
け
る

　
良
い
と
思
う
取
り
組
み
を
ま
ね
る
精
神

は
、
今
の
私
の
学
校
経
営
で
も
生
き
て
い

ま
す
。
元
々
、
中
学
校
の
社
会
科
教
諭
の

私
が
小
学
校
と
縁
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
５
年
前
に
唐
津
市
立
切き

り

木ご

中
学
校

に
赴
任
し
て
か
ら
で
す
。
校
長
と
し
て
小

学
校
や
地
域
と
の
会
合
に
出
席
し
交
流
を

深
め
る
中
で
多
く
の
こ
と
を
学
び
ま
し

た
。
そ
の
一
つ
は
、
学
校
と
教
師
が
自

ら
「
外
に
向
か
っ
て
開
く
こ
と
」
の
大
切

さ
で
す
。
切
木
で
は
保
護
者
や
地
域
の

方
々
が
全
面
的
に
小
学
校
の
先
生
方
を
信

頼
し
、
そ
の
延
長
上
に
あ
る
中
学
校
に
対

し
て
も
自
然
と
信
頼
を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ

て
い
ま
し
た
。
今
考
え
る
と
、
切
木
小
学

校
が
学
校
の
様
子
を
外
部
に
き
ち
ん
と
発

信
し
、
ま
た
、
人
と
人
と
の
交
流
を
深
め

て
、
厚
い
信
頼
関
係
を
築
い
て
お
ら
れ
た

の
で
す
。
そ
の
た
め
、
中
学
校
に
対
し
て

も
保
護
者
や
地
域
の
信
頼
が
生
ま
れ
る
と

い
う
、
落
ち
着
い
た
教
育
環
境
が
あ
っ
た

の
で
す
。

　
内
に
閉
じ
こ
も
ら
ず
、
外
と
積
極
的
に

交
流
す
る
こ
と
で
信
頼
関
係
を
築
く
。
こ

の
思
い
は
、
前
任
の
小
中
一
貫
校
や
本
校

の
校
長
を
務
め
る
う
ち
に
ま
す
ま
す
強
く

な
り
ま
し
た
。
本
校
に
は
15
年
以
上
、
毎

朝
通
学
路
に
立
ち
、
子
ど
も
た
ち
に
あ
い

さ
つ
を
し
て
く
だ
さ
る
地
域
の
方
々
が
お

ら
れ
ま
す
。
私
も
歴
代
の
校
長
か
ら
引
き

継
い
で
毎
朝
校
門
に
立
ち
、
本
校
の
児
童

だ
け
で
な
く
、
前
を
通
る
中
高
生
や
地
域

の
人
々
と
あ
い
さ
つ
を
交
わ
し
て
い
ま

す
。
小
さ
な
こ
と
で
す
が
、
地
域
か
ら
の

温
か
な
ま
な
ざ
し
を
受
け
て
育
っ
た
子
ど

も
は
、
成
長
し
た
ら
自
分
が
地
域
に
そ
の

ま
な
ざ
し
を
向
け
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う

し
た
好
循
環
は
小
学
校
の
頃
か
ら
の
積
み

重
ね
で
出
来
る
も
の
で
あ
り
、
長
年
続
け

て
く
だ
さ
っ
た
地
域
の
人
々
に
培
わ
れ
た

文
化
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
良
い
こ
と
は
ま

ね
な
が
ら
、
ふ
る
さ
と
に
愛
着
を
持
ち
、

地
元
で
活
躍
す
る
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
を

育
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

外に向かって自らを開く
その姿勢が信頼関係を築く
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「学び合い」のある授業づくりについて、
どのように感じていますか

＊２０１１年５月、全国の『VIEW21』小学版読者モニター（小学校教師）へアンケート用紙を郵送し、ファク
スで回収。有効回答数は１０６

とても必要である

82 %

全く必要ではない 0%

あまり必要ではない 1%

まあ必要である17%

Q

3 ［小学版］2011 Vol .2

思考が深まる
学び合い　
─「そうか、なるほど！」のある授業づくり
学び合いは、学級の児童全員の思考力を高める上で重要だ。

多くの先生が「とても必要」だと考えているが、実践上の難しさも感じている。

授業ではどのような手立てが有効か。授業の再現記事から見る子どもの変容や、

教師の工夫などの実践を通じて考えたい。

特集
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多
様
な
考
え
を
尊
重
し
た

学
び
合
い
が
子
ど
も
の
思
考
を
促
す

先
生
方
か
ら
「
学
び
合
い
が
十
分
に
深
ま
ら
な
い
」
と
い
う
声
が
聞
か
れ
る
。

そ
も
そ
も
学
び
合
い
と
は
ど
の
よ
う
な
学
習
活
動
を
指
す
の
か
。
そ
し
て
、
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
を
育
む
上
で
の

学
び
合
い
の
意
義
と
は
何
か
。
中
央
教
育
審
議
会
委
員
を
務
め
る
文
教
大
大
学
院
の
嶋
野
道
弘
教
授
と
、

嶋
野
先
生
の
指
導
の
下
で
校
内
研
究
を
進
め
る
静
岡
県
掛
川
市
立
城
北
小
学
校
の
鈴
木
功
一
校
長
に
聞
い
た
。

課
題
整
理
と
実
践
の
ヒ
ン
ト

静
岡
県
掛
川
市
立
城
北
小
学
校

鈴
木
功
一
校
長

す
ず
き
・
こ
う
い
ち
◎
掛
川
市
公
立
小
学
校
教
諭
、
静
岡
県
教
育
委
員
会

義
務
教
育
課
総
務
企
画
班
主
席
指
導
主
事
な
ど
を
経
て
、
現
職
。

掛
川
市
立
城
北
小
学
校
◎
「『
自
ま
ん
』
持
て 

自
分 

友
達 

城
北
小
」
を

教
育
目
標
と
し
て
、
自
己
肯
定
感
や
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
の
育
成
を
重
視
し

た
学
校
経
営
に
取
り
組
む
。
児
童
数
は
６
１
７
人
。

文
教
大
大
学
院
教
育
学
研
究
科

嶋
野
道
弘
教
授

し
ま
の
・
み
ち
ひ
ろ
◎
埼
玉
県
公
立
小
学
校
教
諭
、
文
部
科
学
省
初
等
中

等
教
育
局
主
任
視
学
官
な
ど
を
経
て
、
現
職
。
中
央
教
育
審
議
会
初
等
中

等
教
育
分
科
会
教
育
課
程
部
会
生
活
・
総
合
的
な
学
習
の
時
間
専
門
部
会

委
員
。
著
書
に
『
こ
れ
か
ら
の
生
活
・
総
合
―
知
識
基
盤
社
会
に
お
け
る

能
力
の
育
成
と
求
め
ら
れ
る
教
師
力
』（
共
編
著
、東
洋
館
出
版
社
）
な
ど
。

│
│
ま
ず
、「
学
び
合
い
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て

い
る
の
か
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

鈴
木

　
こ
れ
ま
で
「
授
業
で
勝
負
を
す
る
」
と
い
う

思
い
で
学
校
経
営
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
子
ど

も
の
思
考
力
な
ど
を
育
む
授
業
づ
く
り
を
考
え
る
上

で
、「
学
び
合
い
の
充
実
」
は
ま
さ
に
中
心
テ
ー
マ

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

嶋
野

　
そ
う
で
す
ね
。
子
ど
も
は
何
の
た
め
に
学
校

で
学
ぶ
の
か
。
そ
れ
を
突
き
詰
め
て
考
え
る
と
、「
学

び
合
い
」
に
行
き
着
き
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
個
別

に
学
習
し
て
い
る
だ
け
な
ら
、
学
校
に
来
て
共
に
学

ぶ
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
異
な
る
経
験
や
考
え
を
持

つ
者
同
士
が
集
団
で
多
様
な
考
え
を
交
わ
し
合
い
、

一
人
ひ
と
り
の
考
え
や
み
ん
な
の
考
え
を
深
め
ら
れ

る
こ
と
が
、
学
校
で
学
ぶ
本
質
的
な
意
味
だ
と
考
え

ま
す
。
２
０
０
８
年
に
出
さ
れ
た
中
央
教
育
審
議
会

答
申
に
も
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
を
育
む

た
め
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
、「
互
い
の
考
え
を

伝
え
合
い
、
自
ら
の
考
え
や
集
団
の
考
え
を
発
展
さ

せ
る
」
活
動
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

鈴
木

　
勤
務
校
の
地
域
の
小
・
中
学
校
で
は
、
学
び

合
い
に
相
当
す
る
学
習
活
動
を
「
練
り
合
い
」
と
呼

ん
で
い
ま
す
。「
共
同
追
究
」「
関
わ
り
合
い
学
習
」

な
ど
の
言
葉
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「
学
び
合
い
」が
も
た
ら
す「
学
び
」と
は
?
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嶋
野

　
他
に
も
「
協
同
（
共
同
、
協
働
）
学
習
」
の

よ
う
に
、
学
び
合
い
と
似
た
意
味
で
使
わ
れ
る
言
葉

は
多
く
あ
り
ま
す
が
、「
考
え
の
違
う
者
が
集
ま
り
、

考
え
を
出
し
合
い
な
が
ら
深
め
る
」
と
い
う
点
は
共

通
で
す
。
学
び
合
い
は
「
自
己
と
の
対
話
を
重
ね
つ

つ
、
他
者
と
相
互
に
か
か
わ
り
な
が
ら
、
自
分
の
考

え
や
集
団
の
考
え
を
発
展
さ
せ
て
、
共
に
実
践
に
参

加
し
て
い
く
こ
と
」
と
整
理
で
き
る
で
し
ょ
う
。

│
│
学
び
合
い
の
あ
る
授
業
で
は
、
ど
の
よ
う
な
子

ど
も
の
姿
が
見
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

嶋
野

　
例
え
ば
、
多
角
形
の
内
角
の
和
に
つ
い
て

学
ん
だ
5
年
生
の
感
想
を
見
て
く
だ
さ
い
（
図
１
）。

こ
の
子
ど
も
は
、
友
だ
ち
の
考
え
を
聞
い
て
、
自
分

の
考
え
よ
り
も
合
理
的
な
方
法
が
あ
る
こ
と
に
気
付

き
ま
し
た
。
こ
の
学
び
が
、
単
な
る
情
報
交
換
で
は

な
く
、自
分
と
友
だ
ち
の
考
え
を
相
互
に
関
係
付
け
、

よ
り
質
の
高
い
考
え
へ
と
再
構
築
し
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
て
く
だ
さ
い
（
図
1
下
線
部
分
）。「
学
び
合

い
」
と
い
う
と
、「
他
者
と
の
か
か
わ
り
」
に
着
目

し
が
ち
で
す
が
、「
三
角
形
と
四
角
形
に
分
け
て
考

え
ま
し
た
が
、
友
だ
ち
の
考
え
を
聞
い
て
」
の
よ
う

に
、ま
ず「
自
分
の
考
え
を
持
ち
、自
分
を
見
つ
め
る
」

こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
れ
が「
自
己
と
の
対
話
」

の
意
味
で
す
。
他
者
と
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
分
の
考
え
を
吟
味
し
、
友
だ
ち
の
考
え
を
取
り
入

れ
る
こ
と
で
、
一
人
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
へ
の

新
た
な
見
方
が
生
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、「
う
れ
し
か
っ

た
」「
お
も
し
ろ
い
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
情
緒
が

動
い
て
い
る
こ
と
も
分
か
り
ま
す
。
他
者
と
の
か
か

わ
り
に
よ
り
情
緒
が
伴
う
こ
と
で
、
獲
得
し
た
学
び

は
心
に
残
る
の
で
す
。

鈴
木

　
こ
の
よ
う
な
学
び
合
い
で
は
、
子
ど
も
は
思

わ
ず
立
ち
上
が
っ
て
、
自
分
の
考
え
を
主
張
す
る
ほ

ど
夢
中
に
な
り
ま
す
。
ど
の
子
ど
も
も
充
実
し
た
表

情
を
す
る
も
の
で
す
。

嶋
野

　
友
だ
ち
と
の
か
か
わ
り
に
よ
っ
て
考
え
方
や

見
方
が
広
が
る
時
、
子
ど
も
は
「
分
か
っ
て
良
か
っ

た
」
と
い
う
う
れ
し
さ
と
共
に
「
自
分
が
変
わ
っ
た
」

と
い
っ
た
自
己
変
革
を
認
識
し
、
学
び
の
実
感
や
充

実
感
を
深
め
ま
す
。
こ
れ
は
、
学
習
感
想
な
ど
に
必

ず
表
れ
ま
す
。
そ
の
気
持
ち
が
子
ど
も
を
次
の
学
習

へ
と
駆
り
立
て
る
の
で
す
。

鈴
木

　
学
び
合
い
の
結
果
、「
次
は
こ
れ
を
考
え

た・
・い
、
学
び
た・
・い
」
と
い
っ
た
気
持
ち
が
広
が
る
こ

と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
私
は
、
最
後
の
２
文
字
の

「
た・

・い
」
を
取
っ
て
「
タ
イ
の
養
殖
」
と
呼
ん
で
い

ま
す
。「
問
題
解
決
」
と
い
う
言
葉
に
縛
ら
れ
す
ぎ

る
と
、
何
か
を
解
決
し
て
終
わ
ら
せ
る
べ
き
だ
と
考

え
が
ち
で
す
が
、「
た
い
」
と
い
う
次
の
時
間
に
開

か
れ
た
終
わ
り
方
に
す
れ
ば
、学
び
が
連
続
し
ま
す
。

嶋
野

　
授
業
後
も
、
子
ど
も
た
ち
の
間
で
議
論
が
続

い
て
い
る
よ
う
な
学
び
が
理
想
で
す
ね
。

鈴
木

　
学
び
合
い
が
も
た
ら
す
学
び
は
、
し
ば
し
ば

教
師
の
想
像
を
超
え
ま
す
。
私
の
学
級
担
任
時
代
の

実
践
か
ら
、
３
年
生
国
語
の
あ
る
授
業
を
紹
介
し
ま

し
ょ
う
（
Ｐ
．６
図
２
）。「
が
ち
ゃ
ん
」「
が
っ
た
ん
」

「
か
た
こ
と
」
な
ど
貨
物
列
車
の
出
す
音
だ
け
で
書

か
れ
た
「
か
も
つ
れ
っ
し
ゃ
」
と
い
う
詩
を
読
む
授

業
で
す
。
こ
の
詩
を
通
じ
て
詩
の
特
徴
や
面
白
さ
を

味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
あ
る
子

ど
も
の
「
音
が
書
か
れ
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
、
詩
で

は
な
い
と
思
う
」と
い
う
思
い
も
よ
ら
ぬ
発
言
か
ら
、

授
業
は
予
想
外
の
方
向
に
展
開
し
ま
し
た
。
他
の
子

ど
も
が
こ
の
発
言
に
反
応
し
、
夢
中
に
な
っ
て
賛
成

や
反
対
の
考
え
を
述
べ
始
め
た
の
で
す
。そ
の
姿
に
、

私
は
「
こ
れ
は
面
白
い
学
び
合
い
に
な
る
」
と
感
じ
、

次
の
時
間
は
「『
か
も
つ
れ
っ
し
ゃ
』
は
音
だ
け
だ

か
ら
詩
で
は
な
い
か
」
を
学
習
問
題
と
し
て
話
し
合

う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　「
詩
は
音
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
説
明
し
て
る
言
葉

が
あ
る
（
だ
か
ら
詩
で
は
な
い
）」「
私
は
詩
で
い
い

と
思
う
。
詩
と
い
う
の
は
作
文
と
違
っ
て
言
葉
が
短

い
。
こ
の
詩
も
音
だ
け
で
短
い
」
な
ど
、
子
ど
も
た

ち
は
知
識
を
総
動
員
し
て
考
え
を
述
べ
、
議
論
は
白

熱
し
ま
し
た
。
学
び
合
い
の
流
れ
を
決
定
付
け
た
の

は
、
あ
る
女
の
子
の
「
音
し
か
な
い
け
れ
ど
、
様
子

図１ ５年生の算数の学習感想

「多角形の内角の和」を学んで

　私は、五角形に対角線を１本引いて、
三角形と四角形に分けて考えましたが、
友だちの考えを聞いて、どんな多角形で
も三角形に分ければ内角の和が求められ
るので、いつでも分かるやり方だと気付
きました。今日は、内角の和の新しい決
まりを発見できて、うれしかったです。
算数はこういう決まりがあるのでおもし
ろいです。

＊嶋野教授の資料より。下線は編集部加筆
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3年花組『かもつれっしゃ』
鈴木功一先生授業者

教 材
ねらい

：
：
「がちゃん」「がったん」「かたこと」など、貨物列車の出す擬音だけで構成された五連の詩
詩の特徴に子どもたちが絡んで追求する中で、この詩の面白さ、よさに迫ってほしい

Ｔ：教師　Ｃ：子ども、子どもの名前は仮名　＊鈴木校長の授業記録を基に、編集部が一部抜粋して作成

「ぼくね、ちょっとおかしいと思ったんだけどね。これって『詩』っ

て言ったでしょ。だけど、『詩』じゃないと思う」

「どうして？」

「だってね。かもつれっしゃってね、言ってもね、音が書いてあるだ

けだから……」

「そう、そう、こりゃあおかしいよ。ただ音だけ。詩じゃないよ先生」

「私は詩でいいと思う。わけはうまく言えないけど詩でいい」

「だってさ、本に詩って書いてあるんだから詩」

「いくら書いてあったっておかしいのはおかしい。音だけなんて詩じ

ゃない」

（「ここだ！」と思い）「よし、『かもつれっしゃは音だけだから詩じゃ

ないか』を学習問題にして、けんか学習をしようか？」

「やろう。ぼく、おかしい方。……」

「（中略）音がたくさん出てくるだけで詩なら、みんな詩になっちゃう」

「ぼくのうちにね、少年少女の詩集というのがあるんだけどね。詩に

はね、音だけじゃなくて、説明してる言葉がある」

「例えばどういうこと？」

「あのね、『ひまわりは太陽だ……』っていうように説明してる。音だ

けじゃ分からない」

「私は詩でいい。詩というのは作文と違って言葉が短いんだよね。こ

のかもつれっしゃも音だけで短いから詩でいい」

「反対。ただ短い言葉なら詩というのはおかしい。（中略）」

「私はね、詩でいいと思ってた。そのわけが、さっき久本さんが言っ

たことで浮かんじゃったんだけどね。イーダ（舌を出す）。久本さんは、

『音だけじゃ分かんない』って言ったでしょ。ということは、分かれ

ば詩と言ってもいいということでしょ。私はね、音だけだけど、様子

が浮かんできて分かるからね、詩でいいと思う」

「賛成、私も音だけでも浮かんできたから詩でいいと思う（中略）」

「だったらさあ、どんなことが浮かんだのか説明してほしい。ぼくに

は浮かばない」

「じゃあ、詩だと言う人は、この『かもつれっしゃ』の様子が浮かぶ

最初に「かもつれっしゃ」の詩をノートに写す。擬音の多さに戸惑いな
がらなんとか写し終わる。ある男の子のつぶやきが先生の耳にとまる。

この発言をきっかけに子どもたちの目が輝き出し、賛成・反対の発言
が続く。

他にも、数人の子どもが考えを主張。ある女の子の次の発言に多くの
子どもが反応する。

詩であるかどうかの根拠の発表から学び合いが始まる。

樋口くんが読む。声の大小、スピードの変化あり。

この問い掛けに、最初に「詩ではない」と主張して話し合いのきっか
けをつくった子どもが次のように発言し、授業は終了した。

個人学習の時間を取り、机間指導に入る。「詩じゃない」という子ども
にはその根拠をみんなに訴えられるよう話し掛ける。「詩だ」という子
どもには「反対派はどう言ったら分かってくれるかね……」と話し込む。

音の表す情景を子どもたちが発言。友だちの発言により新たな気付き
が生まれ、理解が深まっていく。最初に「詩ではない」と主張してい
た福本くんや西川くんの詩に対するイメージは明らかに変わり、情景
をしっかり理解していく。

◎次の時間

福本

Ｔ

福本

西川

三井

渡辺

西川

Ｔ

Ｃ

小谷

久本

Ｔ

久本

川崎

結城

藤本

岸川

西川

Ｔ

と言うんだね。それを話してみてよ」

「ぼくは、（中略）一連の音はかもつれっしゃがとまる時にぶつかって

る音だと思う」

「ちょっと違う。ここはね、かもつれっしゃが動き出したところ。か

もつれっしゃって（中略）動く時、がちゃんがちゃんって音がする。

だから動き始め」

「同じとこで、私もその『ん』のことなんだけど、『ん』がつくとね、

ゆっくりな感じがするんだよ。三連の『ごっと』より『ごっとん』の

方がなんかゆっくり動き出したって感じがする。樋口さんのでいい」

「みんなんのを聞いていて思ったんだけど、三連を見てください。『ご

っと』『がった』を繰り返していたけど、最後は『ごと』『がた』にな

ってるからね。スピードがついてきた気がする」

「それなら、四連の終わりもそう。『がた』『ごと』が『かた』『こと』

になってるでしょ。もっと速くなった」

「ちょっと言いたい。少しはね、みんなの言うことが分かってきたけど、

でも……深田さんに言いたい。『がた』『ごと』が『かた』『こと』に

なっていくのは、スピードが出たんじゃなくて、遠くへ行って音が小

さくなったんじゃないんですか」

「まあ、スピードが出て遠くになったんだから、深田さんと西川くん

のを合わせたっていいと思う」

「つけたし。その最後がね、ことことことこと……ってなってるでしょ。

『かた』っていう音は聞こえなくなっちゃって一つになっちゃったで

しょ。やっぱ、遠くへ行ってしまったと思う。遠くになっていくから

一つの音になっちゃうんだと思う」

「だからさ、この『かもつれっしゃ』を読む時はね、最後のところはね、

ただ早口じゃなくて小さい声で読めばいいと思う。そうすれば、様子

が分からない人にも分かると思う」

「じゃあ読んでみてよ」

「詩だという人が様子を話してくれたけど、どうだった？　西川くん

や、福本くん」

「深田さんとは意見が違ったけど、ぼくにも浮かんできた。詩でもいい」

「ぼくは、みんなが、うそつきってわけじゃなくて、音なのにいろい

ろ浮かんできたのを聞いて、そうかなっていうか、すごいみたいな……

気がしました」

千葉

樋口

宇野

羽田

深田

西川

結城

平井

樋口

Ｔ

Ｔ

西川

福本

図２ 鈴木校長の授業記録
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が
思
い
浮
か
ぶ
か
ら
詩
で
い
い
と
思
う
」
と
い
う
趣

旨
の
発
言
で
し
た
。
こ
の
発
言
が
多
く
の
子
ど
も
の

心
を
捉
え
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、「
ど
う
い
う
様
子

が
浮
か
ぶ
か
」
を
問
い
か
け
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は

次
々
と
具
体
的
な
情
景
を
口
に
し
始
め
ま
し
た
。

　
最
初
は
「
詩
で
は
な
い
」
と
主
張
し
て
い
た
子
ど

も
が
、
友
だ
ち
の
考
え
を
聞
く
う
ち
に
、
音
だ
け
で

も
情
景
が
浮
か
ん
で
く
る
た
め
に
こ
れ
は
詩
で
も
い

い
と
考
え
を
変
え
て
い
ま
す
。
皆
が
夢
中
に
な
っ
て

参
加
し
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
学
び
合
い
に
発

展
し
、
全
員
が
詩
を
味
わ
え
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

忘
れ
ら
れ
な
い
授
業
の
一
つ
で
す
。

嶋
野

　
こ
れ
は
本
当
に
素
晴
ら
し
い
学
び
合
い
の
実

践
で
す
ね
。
教
師
が
「
詩
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
」

と
教
え
て
い
た
ら
、
詩
に
対
す
る
認
識
は
こ
こ
ま
で

深
ま
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
子
ど
も
が
意
見
を
ぶ

│
│
学
び
合
い
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

嶋
野

　
多
く
の
先
生
方
が
、
授
業
に
子
ど
も
同
士
の

話
し
合
い
活
動
な
ど
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
る

一
方
で
、
授
業
づ
く
り
に
は
難
し
さ
も
あ
る
よ
う
で

す
ね
（
図
３
、４
）。

鈴
木

　
学
び
合
い
の
大
切
さ
は
、
多
く
の
教
師
が
感

じ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
実
際
の
授
業
で
は
、
例
え

ば
、
話
し
合
う
内
容
が
不
明
確
な
ま
ま
何
と
な
く
グ

ル
ー
プ
活
動
に
移
っ
た
り
、
個
々
の
考
え
を
発
表
す

る
、「
吐
き
出
す
」
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
り

す
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
学
び
合

い
を
深
め
る
の
か
、
教
師
が
授
業
の
構
想
を
子
ど
も

の
具
体
的
な
言
動
で
描
け
て
い
な
い
こ
と
が
要
因
だ

と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
が
「
学
び
た
い
」「
解
決
し

た
い
」
と
思
え
る
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

嶋
野

　
学
び
合
い
と
は
、
自
己
の
考
え
を
持
ち
、
他

つ
け
合
い
、
自
分
や
集
団
の
考
え
を
発
展
さ
せ
な
が

ら
、「
詩
と
は
何
か
」
と
い
う
概
念
を
形
成
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
情
景
を
思
い
浮
か
べ
よ
う
と
一
生

懸
命
に
読
む
こ
と
で
詩
を
文
化
的
に
味
わ
う
こ
と
が

出
来
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表

現
力
を
育
む
授
業
だ
と
思
い
ま
す
。

　
教
育
の
目
的
の
一
つ
は
文
化
遺
産
の
伝
承
で
す

が
、
教
師
は
文
化
の
結
果
と
し
て
の
知
識
を
教
え
る

こ
と
に
終
始
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
授

業
に
は
本
来
、
実
践
を
通
し
て
、
皆
で
文
化
を
味
わ

い
、
吟
味
し
、
理
解
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
今
後
の
社
会
で
求
め
ら
れ
る
の
も
、
ま
さ
に
物

事
を
吟
味
し
、多
く
の
人
と
考
え
を
交
わ
し
な
が
ら
、

よ
り
良
い
考
え
を
つ
く
っ
て
い
く
力
で
す
。
だ
か
ら

こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
力
を
育
む
学
び
合
い
は
必
要
な

の
で
す
。

学
び
合
い
の
現
状
と
課
題

図４ 「学び合い」で難しさを感じること

出典／『VIEW21』小学版　読者モニター（小学校教師）アンケートの自由記述。
調査時期は２０１１年５月

図３小学校教師が心がけている授業時間の使い方･進め方

出典／Benesse 教育研究開発センター「第５回 学習指導基本調査」　調査時期は２０１０年８～９月。
１０年調査の対象は、公立小学校の教師（学級担任のみ）2,688人

注1「多くするように特に心がけている」の％　　　注２＊は2010年調査より新たに追加した項目

「どういう状態であれば『学び合い』と言えるのか。また、ど
のようにつくり出すのか」

「子ども同士の意見交換が、更に新たな学びを生むように持っ
ていくこと」

「子ども自身が学び合う必要性、大切さ、楽しさ、喜び、充
実感を味わえる授業づくり」

「（学び合いの前提として）受け身的な子どもが、自分の考え
を持つための指導が難しい」

「集団の中での組織化に焦点を当てがち。学び合いの結果、
一人ひとりの学びが深まった様子に注目すべき」

「イメージの共有が難しい。分かった子どもが分からない子ど
もに教えることを含め、安易なペア学習や、グループ学習が
組まれてしまいがち」

100

80

60

40

20

0
教師からの
解説の時間

児童が考え
たり話し合っ
たりする時
間＊

児童の発言
や発表の時
間

机間指導や
児童に個別
に対応する
時間

練習や演習
の時間

学習のまと
めの時間＊

10.4
10.5

10.3

69.9 73.9 71.9
75.1

66.3

45.5

62.3

46.2

62.1
64.0

18.4

０２年調査
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１０年調査

（％）

http://benesse.jp/berd/center/open/report/shidou_kihon5/sc_hon/index.html
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者
と
共
に
考
え
を
発
展
さ
せ
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ

と
を
、
本
当
の
意
味
で
理
解
し
、
思
考
力
・
判
断
力
・

表
現
力
等
を
育
む
上
で
の
学
び
合
い
の
必
要
性
を
切

実
に
感
じ
て
い
る
先
生
は
、
意
外
と
少
な
い
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
本
質
を
理
解
し
な
い
ま
ま
、
形
だ
け

を
踏
襲
し
て
グ
ル
ー
プ
活
動
な
ど
を
取
り
入
れ
て

も
、
中
身
が
伴
わ
ず
学
び
合
い
が
形
骸
化
し
て
し
ま

う
で
し
ょ
う
。

│
│
学
び
合
い
の
あ
る
授
業
を
つ
く
る
に
は
、
ど
の

よ
う
な
点
に
留
意
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

鈴
木

　
ま
ず
、
子
ど
も
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に

本
気
で
考
え
た
く
な
る
よ
う
な
学
習
問
題
を
提
示
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
経
験
か
ら
言
う
と
、
子
ど
も

が
夢
中
に
な
る
問
題
は
「
一
番
…
な
の
は
ど
れ
か
」

の
よ
う
に
、
自
分
の
意
思
で
選
択
・
決
定
が
出
来
る

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
自
身
を
絡
め
て
い
け
る
も
の

で
す
。

嶋
野

　
そ
う
で
す
ね
。
特
に
、
二
者
択
一
よ
り
も
、

三
つ
以
上
の
答
え
の
中
か
ら
考
え
て
選
ぶ
問
題
が
望

ま
し
い
で
し
ょ
う
。
迷
う
中
で
多
様
な
考
え
が
出
て

き
や
す
い
か
ら
で
す
。
先
ほ
ど
の
「
詩
で
あ
る
か
ど

う
か
」
の
議
論
は
、一
見
す
る
と
二
者
択
一
で
す
が
、

子
ど
も
の
関
心
は
「
根
拠
」
に
あ
っ
た
た
め
、
学
び

合
い
が
深
ま
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

鈴
木

　
自
分
の
考
え
を
持
た
せ
る
た
め
に
個
人
学
習

を
充
実
さ
せ
る
こ
と
も
、
学
び
合
い
に
は
欠
か
せ
ま

せ
ん
。
普
段
か
ら
机
間
指
導
や
ノ
ー
ト
指
導
を
大
切

に
し
て
「
個
」
を
耕
し
て
お
く
こ
と
が
、
質
の
高
い

学
習
集
団
の
土
台
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

嶋
野

　
私
も
「
個
人
を
育
て
る
こ
と
」
が
何
よ
り
大

切
だ
と
思
い
ま
す
。ま
ず
自
分
の
考
え
が
な
け
れ
ば
、

他
者
と
考
え
を
深
め
合
う
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

鈴
木

　「
個
」
を
育
て
る
上
で
は
「
不
ぞ
ろ
い
に
磨

こ
う
」
と
、
先
生
方
に
話
し
て
い
ま
す
。
学
び
合
い

の
前
に
子
ど
も
の
考
え
方
を
画
一
化
し
よ
う
と
せ
ず

に
、
学
び
合
い
に
備
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
を
大

切
に
し
な
が
ら
各
自
の
考
え
を
明
確
に
し
て
お
く
と

い
う
意
味
で
す
。

　
学
力
差
な
ど
の
個
人
差
が
大
き
い
と
、
学
び
合
い

を
成
立
さ
せ
る
の
が
難
し
い
と
い
う
声
を
聞
き
ま
す

が
、
私
は
逆
だ
と
思
い
ま
す
。
水
力
発
電
で
は
水
の

落
差
が
大
き
い
ほ
ど
発
電
効
果
が
高
ま
る
の
と
同
じ

よ
う
に
、
学
び
合
い
は
子
ど
も
た
ち
の
資
質
や
発
想

が
異
な
る
ほ
ど
充
実
す
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

「
か
も
つ
れ
っ
し
ゃ
」の
詩
で
議
論
の
出
発
点
と
な
っ

た
「
こ
れ
は
詩
で
は
な
い
と
思
う
」
と
い
う
素
朴
な

疑
問
は
、
ゆ
っ
た
り
ペ
ー
ス
だ
け
れ
ど
、
核
心
を
つ

く
問
い
を
発
す
る
子
ど
も
か
ら
出
た
も
の
で
し
た
。

他
に
も
例
え
話
が
上
手
、
数
字
に
強
い
、
図
で
考
え

る
の
が
得
意
│
│
な
ど
、
一
つ
の
学
級
に
多
様
な
個

性
が
存
在
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
明
ら
か
な
間
違
い
は

正
し
ま
す
し
、
正
し
い
知
識･

技
能
を
身
に
付
け
る

こ
と
は
大
切
で
す
が
、
思
考
力
を
伸
ば
す
と
い
う
面

で
は
、
多
様
な
考
え
方
が
必
要
で
す
。

嶋
野

　
同
感
で
す
。
ど
ん
な
場
面
で
も
あ
ら
か
じ
め

用
意
さ
れ
た
正
解
を
求
め
さ
え
す
れ
ば
よ
し
と
す
る

発
想
か
ら
の
脱
却
が
必
要
で
す
。
例
え
ば
今
後
、
外

国
籍
の
子
ど
も
が
増
え
る
な
ど
、
個
性
の
多
様
化
が

進
む
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
社
会
で
は
、
新

た
な
考
え
方
を
構
築
す
る
力
が
、
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
個
を
持
ち
、
自
分
を
開
く
と
共
に
、
相
手
を
尊
重

し
、
自
分
や
相
手
と
率
直
に
向
き
合
え
る
態
度
や
学

学
び
合
い
の
あ
る
授
業
づ
く
り
の
ポ
イ
ン
ト
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級
の
雰
囲
気
を
つ
く
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
そ
の
た

め
に
、
普
段
か
ら
先
生
が
子
ど
も
を
認
め
て
自
信
を

付
け
る
こ
と
、
そ
し
て
子
ど
も
が
自
分
自
身
を
遠
慮

な
く
表
現
で
き
る
学
級
を
つ
く
る
こ
と
を
心
掛
け
て

く
だ
さ
い
。
そ
の
上
で
、
発
表
の
仕
方
や
聴
く
力

な
ど
、
技
術
を
身
に
付
け
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
城

北
小
学
校
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
「『
自
ま
ん
』
づ

く
り
運
動
」
は
ま
さ
に
学
級
づ
く
り
に
当
た
り
ま
す

（
Ｐ
．11
参
照
）。「
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
ら
笑
わ
れ

る
の
で
は
な
い
か
」
と
び
く
び
く
し
た
り
、
発
表
す

る
の
が
恥
ず
か
し
い
と
感
じ
た
り
す
る
学
級
で
は
、

子
ど
も
は
通
り
一
遍
の
考
え
し
か
述
べ
ず
、
学
び
合

い
は
深
ま
り
ま
せ
ん
。

鈴
木

　「
分
か
ら
な
か
っ
た
け
ど
、
み
ん
な
の
考
え

を
聞
い
て
分
か
っ
た
」
と
い
う
子
ど
も
の
学
習
感
想

に
、「
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
」
と
コ
メ
ン
ト
し
た
担

任
が
い
ま
し
た
。
教
師
が
深
い
理
解
を
示
す
こ
と
も

学
び
合
い
の
素
地
の
一
つ
で
す
。

│
│
学
び
合
い
の
素
地
を
つ
く
っ
た
上
で
、
先
生
が

授
業
で
心
掛
け
る
べ
き
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

嶋
野

　「
個
」
と
「
集
団
」
の
有
機
的
な
か
か
わ
り

を
つ
く
る
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え

が
出
て
き
た
時
、「
２
人
の
考
え
は
違
う
よ
う
だ
け

ど
同
じ
だ
ね
」「
二
つ
の
考
え
を
合
わ
せ
る
と
、
○

○
さ
ん
の
考
え
に
な
る
ね
」
な
ど
と
板
書
を
活
用
し

て
整
理
し
た
り
関
連
付
け
た
り
す
る
こ
と
で
、
学
び

合
い
が
可
視
化
さ
れ
、
思
考
が
明
確
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。
思
考
は
言
語
で
認
識
さ
れ
る
た
め
、
言
語
活

動
を
適
切
に
入
れ
る
こ
と
で
思
考
を
明
確
に
す
る
こ

と
も
大
切
で
す
。
意
見
交
換
の
後
に
自
分
の
考
え
を

文
章
で
ま
と
め
る
学
習
な
ど
が
効
果
的
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
子
ど
も
が
な
か
な
か
問
題
点
に
気
付
か
な

か
っ
た
り
、
話
し
合
い
が
堂
々
巡
り
し
た
り
し
て
い

る
場
面
で
の
方
向
付
け
も
、
教
師
の
重
要
な
役
割
で

す
。
そ
の
際
、
教
師
が
一
方
的
に
「
こ
う
考
え
な
さ

い
」
と
指
示
す
る
と
、
子
ど
も
の
主
体
性
が
失
わ
れ

ま
す
。
あ
く
ま
で
も
子
ど
も
の
考
え
を
土
台
に
し
て

「
そ
れ
だ
っ
た
ら
、
こ
う
し
た
ら
？
」「
こ
れ
と
こ
れ

を
比
較
す
る
と
ど
う
な
る
？
」
な
ど
と
、
新
た
な
視

点
や
思
考
の
道
筋
を
示
す
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
教
師

の
適
切
な
「
出で

場ば

と
塩あ

ん

梅ば
い

」
で
す
。

鈴
木

　
教
師
が
「
出
る
」
適
切
な
場
面
を
判
断
す
る

方
法
は
、
子
ど
も
の
様
子
を
よ
く
観
察
す
る
こ
と
に

尽
き
る
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
に
力
が
付
い
て
い
く

様
子
に
は
い
ろ
い
ろ
な
姿
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

「
考
え
込
む
」
時
の
様
子
一
つ
で
も
、
実
に
多
彩
な

動
き
を
見
せ
ま
す
（
図
５
）。

嶋
野

　
こ
れ
も
面
白
い
資
料
で
す
ね
。
学
び
の
姿
は

一
律
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
個
性
の
話
と
も
重
な
り
ま

す
が
、
考
え
方
、
学
び
方
を
そ
ろ
え
る
と
い
う
発
想

は
崩
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
学
び
合
い
」
は
昔
か

ら
言
わ
れ
、
実
践
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
す
が
、
そ
れ

ゆ
え
に
表
層
的
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
教
育
の

質
の
転
換
が
求
め
ら
れ
る
今
こ
そ
、
校
長
先
生
に
は

「
そ
も
そ
も
学
び
合
い
と
は
何
か
」
を
先
生
方
と
共

に
今
一
度
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

│
│
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

図５ 子どもの資質･能力が『動き』、『力』が生まれる時の姿

＊鈴木校長が子どもの観察を基に作成した資料より抜粋。他の姿も含んだ全資料を、小誌ウェ
ブサイトでご覧いただけます。
http://benesse.jp/berd/　＞情報誌ライブラリ（小学校向け）

考え込む

思い付く

子どもが『動く』時 子どもが『動く』姿

口を閉ざす
遠くを見るような表情
をする
口をもぐもぐしてつぶ
やく

●

●

●

目を閉じる
とんとんと頭をたたく
怒ったような顔
「ちょっと待ってよ、先
生」

●

●

●

●

ぱっと明るい表情
「あっわかった」「あっ
そうだ」
にっこりして挙手
急に行動を開始する

●

●

●

●

周りの子に話し掛ける
急いでノートにメモ
声の大きな「はい」
あてられないと残念な
表情

●

●

●

●

◎子どもが本気で考えたくなる学習問題を設定する
◎個を育てる、個人学習を充実させる
◎学び合いの素地をつくる（自分を遠慮なく出せる学級を
つくる、発表力を付けるなど）

◎個の考えを整理し、関連付ける
◎言語活動を適切に取り入れる
◎教師が適切な場面で「出る」

学び合いのある授業づくりのポイント

学び合いの前提として

学び合いを活性化させるために

http://benesse.jp/berd/center/open/syo/


　
全
体
的
に
穏
や
か
で
学
力
は
高
い
が
、
自
分
の
考

え
を
表
現
し
た
り
、
主
張
し
た
り
す
る
こ
と
に
は
物

足
り
な
さ
が
あ
る
│
│
。
２
０
０
９
年
４
月
、
掛
川

市
立
城
北
小
学
校
に
赴
任
し
た
鈴
木
功
一
校
長
が
子

ど
も
た
ち
に
最
初
に
抱
い
た
印
象
だ
。

　「
子
ど
も
た
ち
は
物
事
を
一
歩
離
れ
て
見
て
い
る

印
象
を
受
け
ま
し
た
。こ
れ
は
自
己
肯
定
感
が
低
く
、

自
分
を
出
せ
な
い
か
ら
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
思
考
力

を
高
め
る
に
は
、
練
り
合
い
（
学
び
合
い
）
に
よ
っ

て
考
え
を
深
め
る
過
程
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。し
か
し
、

自
分
に
自
信
が
な
い
と
深
い
発
言
を
し
な
い
の
で
、

練
り
合
い
が
な
か
な
か
深
ま
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
が

夢
中
で
考
え
を
主
張
し
合
う
授
業
に
す
る
た
め
の
第

一
歩
と
し
て
、
自
己
肯
定
感
を
高
め
、
自
分
を
出
せ

る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
」

　
研
究
テ
ー
マ
は
「
ど
の
子
も
『
自
ま
ん
』
が
で
き

る
授
業
づ
く
り
」
に
設
定
し
た
。
一
人
ひ
と
り
の
子

ど
も
が
、
自
分
の
思
い
や
願
い
、
知
識
を
駆
使
し
な

が
ら
問
題
解
決
に
取
り
組
み
、
友
だ
ち
と
の
練
り
合

い
や
教
師
の
働
き
掛
け
に
生
き
生
き
と
反
応
す
る
、

ど
の
子
も
活
躍
で
き
る
授
業
を
通
し
て
、「
自
分
も

参
加
で
き
た
」「
自
分
の
考
え
が
役
立
っ
た
」
と
い

う
「
自
ま
ん
」
を
持
て
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。

　
研
究
の
実
践
に
先
立
ち
、
鈴
木
校
長
は
全
教
室
の

後
ろ
の
壁
に
鏡
を
設
置
し
た
。
教
師
が
教
壇
に
立
つ

と
、
自
分
の
姿
が
映
っ
て
見
え
る
位
置
だ
。

　「
子
ど
も
だ
け
に
変
化
を
求
め
て
も
変
わ
り
ま
せ

ん
。
活
気
あ
ふ
れ
る
授
業
に
す
る
に
は
、
ま
ず
教
師

自
身
が
表
情
や
し
ぐ
さ
を
見
直
し
て
変
え
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
た
の
で
す
」（
鈴
木
校
長
）

　
同
校
で
は
、
教
師
が
学
級
の
実
態
を
加
味
し
、
自

ら
の
言
葉
で
「
め
ざ
す
授
業
像
」
を
設
定
す
る
。
研

究
テ
ー
マ
が
あ
え
て
抽
象
的
な
の
は
、
絶
え
ず
教
師

自
身
で
問
い
直
す
姿
勢
を
大
切
に
す
る
た
め
だ
。
例

え
ば
、
１
年
生
の
あ
る
学
級
は
「
し
っ
か
り
き
い
て 

の
う
み
そ
使
っ
て 

や
ま
び
こ
授
業
」。
練
り
合
い
を

「
や
ま
び
こ
」
と
表
し
、
子
ど
も
同
士
の
発
言
が
響

き
合
う
学
び
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
し
た
。

　
め
ざ
す
授
業
の
具
現
化
に
向
け
て
は
、
①
学
習
問
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個
々
の
自
信
や
考
え
を
十
分
に
育
て

「
練
り
合
い
」を
充
実
さ
せ
る

思
考
力
向
上
に
は
、
練
り
合
い
（
学
び
合
い
）
の
充
実
が
不
可
欠
と
い
う
考
え
の
下
、

２
０
０
９
年
度
か
ら
授
業
改
善
に
取
り
組
む
掛
川
市
立
城
北
小
学
校
。

子
ど
も
に
自
信
を
付
け
る
活
動
を
行
い
な
が
ら
、
授
業
づ
く
り
の
柱
を
明
確
に
し
た
こ
と
で
、

自
分
の
考
え
を
出
す
こ
と
に
消
極
的
だ
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
生
き
生
き
と
意
見
を
交
わ
す
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

学
校
事
例

静
岡
県

掛
川
市
立
城
北
小
学
校

1

校長 鈴木功一先生

児童数 ６１７人 学級数　２０学級（うち特別支援学級２）

所在地 〒436-0061　静岡県掛川市水垂178

TEL 0537-22-3357

URL http://www.kakegawa-net.jp/ed/johoku/

公開研究会　2011年12月8日（木）

◎１９７４（昭和４９）年開
校。校区には住宅地と茶
畑の広がる農村部がある。
「『自まん』持て 自分 友
達 城北小」を教育目標
として知・徳・体の「自ま
ん」を育てる運動に取り組
む。

S c h o o l  D a t a

「
学
習
問
題
」「
１
人
学
び
」

「
練
り
合
い
」の
充
実
が
授
業
の
柱



特集

思考が深まる「学び合い」──「そうか、なるほど！」のある授業づくり

題
の
設
定
、
②
１
人
学
び
（
個
人
学
習
）
の
充
実
、

③
練
り
合
い
（
学
び
合
い
）
の
充
実
を
３
本
柱
と
し

て
重
視
し
て
い
る
。
ま
ず
学
び
の
出
発
点
と
し
て
、

子
ど
も
が
夢
中
で
考
え
た
く
な
る
学
習
問
題
を
設
定

す
る
（
①
）。
判
断
や
選
択
を
迫
っ
た
り
、
常
識
を

覆
し
た
り
す
る
よ
う
な
切
実
感
や
必
要
感
を
持
て
る

よ
う
な
問
題
だ
。
学
習
問
題
に
関
心
を
持
て
ば
、
子

ど
も
は
お
の
ず
と
考
え
始
め
る
。
そ
の
上
で
、
机
間

指
導
や
ノ
ー
ト
指
導
に
よ
り
、
１
人
学
び
を
充
実
さ

せ
る（
②
）。
こ
う
し
て
一
人
ひ
と
り
の
考
え
を
し
っ

か
り
持
っ
て
か
ら
、
友
だ
ち
と
考
え
を
交
流
さ
せ
る

練
り
合
い
の
活
動
に
移
る
（
③
）。

　
６
学
年
主
任
の
鈴
木
ま
り
子
先
生
は
、
練
り
合
い

の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
話
す
。

　「
自
分
以
外
の
人
か
ら
情
報
を
受
け
取
り
、
思
い

や
考
え
を
巡
ら
せ
る
こ
と
で
、
自
分
を
つ
く
り
直
し

て
い
く
こ
と
は
、
人
間
と
し
て
の
生
き
る
喜
び
と
い

え
ま
す
。
そ
う
い
う
体
験
が
日
々
の
授
業
に
あ
る
こ

と
で
、
思
考
力
が
付
く
と
共
に
、
学
ぶ
楽
し
さ
を
感

じ
ら
れ
る
と
よ
い
な
と
考
え
て
い
ま
す
」

　
練
り
合
い
の
あ
る
授
業
の
土
台
と
な
る
の
が
、
09

年
度
か
ら
行
っ
て
い
る
「『
自
ま
ん
』
づ
く
り
運
動
」

だ
。
担
任
が
子
ど
も
の「
自
ま
ん
」を
見
つ
け
て
ノ
ー

ト
に
記
入
す
る
と
、
子
ど
も
は
自
ら
校
長
室
に
持
っ

て
行
き
ス
タ
ン
プ
を
押
し
て
も
ら
う
（
写
真
１
）。

そ
の
際
、
ご
褒
美
と
し
て
、
校
長
室
に
あ
る
６
種
の

袋
詰
め
ジ
ャ
ム
か
ら
一
つ
を
も
ら
え
る
。

　「
ジ
ャ
ム
は
励
み
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
家
に
持

ち
帰
り
、保
護
者
に
『
自
ま
ん
』
に
つ
い
て
話
す
き
っ

か
け
に
な
り
ま
す
」（
鈴
木
校
長
）

　
自
ま
ん
は
、
知
・
徳
・
体
か
ら
バ
ラ
ン
ス
よ
く
、

具
体
的
な
事
柄
を
見
取
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

　「
速
い
、
う
ま
い
と
い
う
結
果
で
は
な
く
、
そ
の

子
な
り
の
伸
び
や
努
力
な
ど
の
過
程
を
重
視
し
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、
か
け
っ
こ
が
遅
く
て
も
、
頑
張
っ

て
タ
イ
ム
を
縮
め
ら
れ
た
こ
と
は
大
き
な『
自
ま
ん
』

で
す
。
努
力
を
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も

の
中
に
不
得
意
な
こ
と
も
諦
め
ず
に
伸
ば
そ
う
と
い

う
気
持
ち
も
育
め
ま
す
」（
鈴
木
校
長
）

　「
自
分
に
は
こ
ん
な
良
さ
が
あ
る
」
と
自
信
が
高

ま
る
に
つ
れ
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
も
教
室
で
発

言
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
発
言
を
互
い
に
受
け

止
め
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
の
が
、
温
か
い
学
級
づ

く
り
だ
。
鈴
木
ま
り
子
先
生
は
次
の
よ
う
に
話
す
。

　「
授
業
と
日
常
の
会
話
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
、

日
頃
か
ら
学
級
内
で
の
対
話
を
大
切
に
し
て
い
ま

す
。
友
だ
ち
の
考
え
に
対
し
、『
良
い
と
思
い
ま
す
』

『
同
じ
で
す
』と
い
っ
た
定
型
の
言
葉
で
は
な
く
、『
感

じ
た
ま
ま
を
そ
の
ま
ま
言
っ
て
い
い
ん
だ
よ
』
と
伝

え
て
い
ま
す
。相
手
の
考
え
を
認
め
る
だ
け
で
な
く
、

必
要
で
あ
れ
ば
理
由
と
共
に
異
な
る
意
見
を
言
え
る

雰
囲
気
が
、
練
り
合
い
に
は
欠
か
せ
な
い
の
で
す
」

　
６
学
年
担
任
の
白
松
麻
友
子
先
生
は
こ
う
話
す
。

　「
教
師
自
身
が
自
分
を
さ
ら
け
出
す
こ
と
で
、
子

ど
も
が
心
を
開
き
合
え
る
学
級
を
つ
く
れ
る
と
思
い

ま
す
。
教
師
に
対
し
て
も
言
い
た
い
こ
と
を
言
え
る

雰
囲
気
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
」

　
発
言
の
基
と
な
る
自
分
の
考
え
を
持
つ
た
め
の
時

掛
川
市
立
城
北
小
学
校

鈴
木
ま
り
子Suzuki M

ariko

６
学
年
主
任
。「
笑
顔
と
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
、

会
話
を
大
切
に
し
て
、
す
べ
て
の
子
ど
も
を

愛
し
抜
く
」

掛
川
市
立
城
北
小
学
校
校
長

鈴
木
功
一Suzuki Koichi

「
授
業
で
勝
負
す
る
こ
と
が
大
事
。
そ
し
て
、

遊
び
心
に
あ
ふ
れ
、
日
々
変
化
が
あ
り
、
子

ど
も
が
楽
し
め
る
学
校
を
つ
く
り
た
い
」

掛
川
市
立
城
北
小
学
校

白
松
麻
友
子Shiram

atsu M
ayuko

６
学
年
担
任
、
生
徒
指
導
主
任
。「
何
が
あ
っ

て
も
子
ど
も
を
否
定
せ
ず
、
気
持
ち
を
理
解

す
る
よ
う
に
努
め
る
」

写真１　５年生の「自まんノート」。１冊４０個の
スタンプが押せるオリジナルノート。キャラクター
は同校の子どもが考えた「みかちゃん」。左はも
らえるジャム（１０年度はふりかけ）
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練
り
合
い
の
土
台
と
な
る

自
己
肯
定
感
を
育
む「
自
ま
ん
」づ
く
り



間
が
「
１
人
学
び
」
だ
。
そ
こ
で
重
視
す
る
机
間
指

導
で
の
ポ
イ
ン
ト
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
教
師
全

員
で
机
間
指
導
の
型
を
共
有
し
て
い
る
（
図
）。

　「
机
間
指
導
で
は
、
子
ど
も
の
理
解
度
を
把
握
し

た
り
、
子
ど
も
の
つ
ぶ
や
き
か
ら
練
り
合
い
の
流
れ

を
構
想
し
た
り
出
来
ま
す
。
授
業
を
組
み
立
て
る
上

で
非
常
に
大
切
な
時
間
で
す
」（
白
松
先
生
）

　
練
り
合
い
に
お
い
て
は
、
考
え
を
や
り
取
り
す
る

方
法
を
段
階
的
に
指
導
す
る
。
ま
た
、
学
年
ご
と
に

身
に
付
け
た
い
「
話
し
方
」「
聴
き
方
」
を
ま
と
め

た
「
発
表
段
階
表
」
を
作
成
し
て
い
る
（
写
真
２
）。

　「『
○
○
ち
ゃ
ん
は
、
あ
の
発
表
が
良
か
っ
た
か
ら

一
つ
段
階
が
上
が
っ
た
よ
』
な
ど
と
、
皆
の
前
で
理

由
を
説
明
し
て
全
体
の
ス
キ
ル
や
意
欲
を
高
め
ま

す
。
目
標
が
明
確
な
の
で
『
も
っ
と
う
ま
く
話
し
た

い
』
な
ど
と
向
上
心
が
生
ま
れ
や
す
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
定
型
の
表
現
と
は
異
な
っ
て
も
、
良
い
発
表

の
仕
方
が
あ
れ
ば
『
今
の
は
良
か
っ
た
ね
。
皆
で
ま

ね
し
よ
う
』
と
言
っ
て
、
短
冊
に
書
き
、
教
室
に
掲

示
し
て
表
現
の
幅
を
広
げ
て
い
ま
す
」（
鈴
木
先
生
）

　
鈴
木
校
長
は
、
自
ら
授
業
を
す
る
姿
や
年
間
８
０

〜
１
０
０
号
発
行
す
る
職
員
通
信
を
通
し
て
、
授
業

づ
く
り
の
ヒ
ン
ト
や
め
ざ
す
子
ど
も
の
姿
、
教
師
へ

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ど
を
伝
え
て
い
る
。
学
校
全
体
で

研
究
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
で
、
次
の
よ
う
な
変

化
が
表
れ
て
き
た
。

　「
授
業
に
練
り
合
い
の
活
動
が
増
え
、
子
ど
も
が

熱
く
話
し
合
う
場
面
が
増
え
た
の
が
大
き
な
変
化
で

す
。
子
ど
も
が
生
き
生
き
と
発
言
し
、
接
続
詞
を
多

用
し
て
粘
り
強
く
自
分
の
考
え
を
伝
え
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
発
言
の
中
に
友
だ
ち
の
言
葉
や
既
習
内

容
が
増
え
て
い
る
の
は
、
思
考
が
深
ま
っ
て
い
る
か

ら
で
し
ょ
う
」（
鈴
木
校
長
）

　
め
ざ
す
授
業
の
方
向
性
が
明
確
に
な
っ
た
こ
と

で
、
教
師
の
授
業
改
善
へ
の
意
識
が
高
ま
り
、
授
業

の
見
せ
合
い
や
、
職
員
室
で
教
材
や
子
ど
も
の
姿
に

つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
が
増
え
た
。

　「
先
生
方
の
授
業
中
の
表
情
は
、
本
当
に
良
く
な

り
ま
し
た
。
子
ど
も
と
練
り
合
う
過
程
も
ま
す
ま
す

楽
し
ん
で
授
業
を
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
」（
鈴
木
校
長
）

　先生方に任せて見ているのではなく、自ら具体例を
示すのが私のやり方です。私の「めざす授業像」は、
一貫して「頭の中に汗を流すほど考え合う授業」です。
これを基に、毎年、どこかの学級で授業をします。そ
の姿を見て、やる気を高めてくださる先生もいます。
　また、子どもが入れ代わり立ち代わり校長室を訪れ
るような、距離の近い校長でありたいとも思っていま
す。担任、校長、保護者から同じことを何度も褒めら
れると、子どもは伸びます。全ての子どもの良い点を
見取り、伝え合える学校をつくりたいと思います。

校長としての役割
鈴木校長が重視する

写真２　２年生の教室に掲示された発表段階表。マグネットに名前が書かれ、学級全
員のレベルが一覧できる。段階に合った型を身に付けられると「たまご」から「ちょうちょ」
へとステップアップしていく
＊全学年の発表段階表を小誌ウェブサイトでご覧いただけます。
http://benesse.jp/berd/　＞情報誌ライブラリ（小学校向け）

12［小学版］2011 Vol .2

子
ど
も
も
教
師
も

生
き
生
き
と
授
業
を
楽
し
む

図 机間指導の型

＊同校資料「城北小学校　机間指導の型」をそのまま掲載

チェック型

判定型

何でも褒める型

教示型

価値付け型

仲人型

情報提供型

触発型

挑発型

とにかく何を書いているかチェック

あっているか違っているか、ＡかＢか判定する

「いいね」「うまいね」等、褒め言葉の羅列

明らかに間違っているものは教える。分かる元になるこ
とは示す

「４月と今を比べたんだ。時間をおいて比較したのはいい
ね」「太さを鉛筆何本分と書いたのはいいね。みんなにも
分かるからね」「色を混ぜて工夫したからこの柿の色が出
たね」等、根拠を明確にして価値付ける

「あなたと同じ考えの人はＡさんよ。話し合ったら……」

「Ｂ君はあなたと正反対のこと言っているよ。根拠をしっ
かりしておこう」

もし誰かがこんな質問したら……、ここに線を引くとど
うなる……（ヒント）

Ｃ君だったら図でも説明できるよ……、すばらしい考え
だからみんなに分かってもらうために表にしてみたら、
できるよＤさんなら……

マグネットに
子どもの名前

http://benesse.jp/berd/center/open/syo/
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思考が深まる「学び合い」──「そうか、なるほど！」のある授業づくり

　Ｔ　　「うん？ 今、何か聞こえたよ。何と何？」

　Ｃ　　「かけ算か、わり算か」
　Ｔ　　「かけ算かわり算かで悩んだ」
　Ｃ　　（自分の考えをつぶやき、教室全体がざわざわする）
　Ｔ　　「じゃあちょっと、ふみや、言ってみて」
ふみや　「このペンキ□ dLでは、何㎡ぬれるでしょうかってい

うことは、１dL あたり4/5  ㎡ぬれるペンキの量がいく
つかあるってことなので、かけ算だと思います」

いくえ　「（中略）この場合は、このペンキ□ dL では何㎡ぬれ
るでしょうかだから、いくつあればぬれるかっていう
ことだから、たし算みたいだけど、たし算よりもかけ
算の方が楽だから、かけ算の方がいい」

Ｃ複数　「分かりました」
　Ｔ　　「分かった？」

Ｃ複数　「分かった」「分かりやすかった」
　Ｔ　　「じゃあ、かけ算なんだね？ じゃあ、式はどうなるの？」
この後、式の形を質問し、子どもから「4/5  ×□」が出た。更に
□に何が入るかを話題にして注目させた後、□に1/3  を入れて解
き方を全員で考えていく。

■教師の工夫・振り返り
　白松先生は、冒頭で「かけ算かわり算か」に悩む子どものつぶ
やきを全体に投げ掛けた。それを受けて、ふみやくんといくえ
さんが説明し、かけ算を使えば解けそうであることが学級全体
の合意となった。続いて、解き方や式の形を確認してから1/3  を
提示し、「分数×分数」の計算をイメージしやすくした。更に、
□に何が入るかを子どもに予想させて「分数×分数の問題を解
く」という意識を高めた。白松先生は反省点を次のように話す。
　「初めての問題だったので、かけ算で解けるということと、『×
1/3  』という考え方のイメージを共有しきれなかった子どももい
ました。もう少し時間を掛けてもよかったかもしれません」

◉白松先生の授業
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学習問題の設定1

６年生算数の授業に見る学び合いの流れとポイント

　授業では、５年生までに「分数×整数」「分数÷整数」
を習った子どもが、初めての計算式を解決しようとアイデ
アを出し合い、集団として考えを深め合っていく過程がポ
イントとなる。
　「事前に『こういう練り合いが出来るとよいな』とイメー
ジしておきます。子どもの表情、つぶやきをよく見て、ストー
リーに合うつぶやきを当てはめていくイメージです」（鈴
木先生）
　子どもたちは、自分なりに考え、友だちと意見を交わす
学習には慣れている。ただし、やや控えめで大人しい女
子が多く、男子に比べて発言が少ない傾向にあるという。
　「普段から思ったことを口に出したり、近くの友だちと教
え合ったりすることを大切にし、私自身も子どものつぶやき
を見逃さないようにしています。この授業でも、子どもの
つぶやきが全体に広がっていくような発言を心掛けました」
（白松先生）

本時の流れ（１／７時間目）
鈴木先生と白松先生の大きな流れは同じ

単元名　「分数のかけ算」
◉本時のねらい：4/5  ×1/3  になる問題を、既習の計算方法を生かしたり、
作図したりすることを通して考え、答えを求め、分数×分数の計算方法
を予想することができる

◎めざす授業像（全教科共通）
鈴木まり子「『でしょ？』『じゃん？』発表で説得。『でも、だって、
先生　　　それならさあ、』で盛り上がって、熱くなる授業」
白松先生 「無言の島から TAKE OFF めざすは意見の宝島」

授業の最後に、次時では別の分数で計算したり、面積図を使ったりして
理解を深めることを伝える。

学習問題の設定（約１０分間）1
学習課題を提示。「へいに緑のペンキをぬります。このペンキは１dL
あたり4/5  ㎡ぬれます。このペンキ1/3  dLでは、何㎡ぬれるでしょうか」

「4/5  ×1/3  」という式を全員で確認後、解き方と答えを考える１人学び
に移る。教師は机間指導を行い支援。

１人学び（個人学習）の充実（約１５分間）2

教師が子どもの考えをつなぎ、全体の考えを深めていく。

答えは であり、計算は 分母×分母 で求められそうだと確認。

練り合い（学び合い）の充実（約２０分間）3

分子×分子

Ｔ：教師　Ｃ：子ども、子どもの名前は仮名

P.14左上へ

実際の授業の中で、練り合い（学び合い）は、どのような工夫と共に実践されているのか。
６年生で同じ流れの指導案に沿って行われた、鈴木まり子先生と白松先生の各学級の１時間の授業を抜粋しながら見ていく。

１人がつぶやいた疑問を学級全体に広げるねらい

かけ算で解けることを学級全体で理解したのかを確認ねらい初めは、学習課題の1/3  dL の部分を□ dL としておく。子ど
もが学習課題をノートに写し終えたところで、つぶやきが
聞こえる

場 面



　Ｔ　　「むつみちゃん、ちょっと式を言って」
むつみ　「私は、4/5  ×1/3  」
Ｃ全体　「同じです」
　Ｔ　　「無理じゃんと言った人、ようすけ、なんで無理です

か？」
ようすけ　「えっと、このペンキ1/3  dL だったらってあるでしょ

う？ だったらこのペンキ 1dL になるけど……
は 1 ってことでしょう？ だから、1 を÷ 3 したら、
0.3333……になるでしょう？ だから、要するに、こ
れは4/5  ×0.3333……になっちゃうってことだから。だ
から無理だと思いました」

Ｃ複数　（あまり納得していない様子でざわざわする）「分数で
いいんじゃない？」「分数で通分してやれば……」

　Ｔ　　「ようすけが無理じゃんと考えたことは、皆は分かって
あげたんですか？」

Ｃ複数　「分かった」「だけど、分数で……」
　Ｔ　　「じゃあ、ようすけが無理じゃんと感じたことを誰かも

う一度……」（説明を促す）

　Ｃ　　（全体的に迷っている様子）
　Ｔ　　「はい、いずみ。ちょっといずみの話を聞いて」
いずみ　「小数に直さないでも、分母と分母を……分母を逆にす

れば出来ると思う」

　Ｔ　　「いずみの言ったこと、分かった？ じゃあ、めぐみ、
もう１回言って」

めぐみ　「いずみちゃんの言ったことは、小数とかに直さないで、
分数で通分してやるっていうこと……」

　Ｃ　　「１回やってみた方が分かるんじゃない？」
　Ｔ　　「あ、やってみたくなりましたか。それじゃあ、それぞ

れやってみる時間を取りますか？ じゃあどうぞ」

■教師の工夫・振り返り
　「4/5  ×1/3  」という式が出た後、ようすけくんが「無理」とつぶ
やいた。鈴木先生は、その理由を全員に向けて説明させた。
　「新しい問題に出合った時の『無理』『困った』という言葉の裏
には、ワクワク感や切実感が潜んでいます。そうした気持ちと
共に、１人学びに入る前に全ての子どもが何をすべきか分かっ
ていることを大切にしています」（鈴木先生）
　「通分」の考え方が多くの子どもから出たことはやや意外だっ
たと、鈴木先生は話す。
　「『1/3  をかけるのだから３でわればいいと考えるだろう』と、
もっと簡単に考えていたのです。しかし、現時点では子どもに
とって分母が異なる場合は通分するのが自然だと気付き、子ど
もの考え方を尊重して１人学びに移りました。早く計算したい
という気持ちも高まっていましたので」（鈴木先生）
　ようすけくんが「……でしょう？」と繰り返し、聞き手の理解
を確かめながら発表していることにも注目したい。鈴木先生の
学級の子どもが多用する話し方だ。

　Ｔ　　「おもしろい～！ すごい答えが割れてる～！」
　Ｃ　　「ええ？」「何個？ 何個？」
　Ｔ　　「こわい？ え～、私、なんかワクワクしちゃう」
　Ｃ　　「何個？ 何個に分かれているの？」
　Ｔ　　「待って、じゃあここで切るよ。それで、みんなでどう

出したのかを出してもらって、みんなでちょっと考え
ていこうか。ＯＫ？ それでいい？」

■教師の工夫・振り返り
　 × = =４などと計算している子が多いことに、鈴木先
生は驚いた。想像していたよりも答えを４とする子が多かった
ため、「答えは４かどうか」をこの時間の学習問題とすることに
決めた。

　「机間指導では、まず全体的な理解を確認し、『どういう練り
合いにすれば盛り上がるか』を構想しました。指導案での展開
とは異なりましたが、想定外の意見が出てくるのが授業のだい

◉鈴木まり子先生の授業

◉鈴木まり子先生の授業

写真３　机間指導をする鈴木先生。指導中、学級全体に向かって「グッド
情報を教えてあげようか」と話し掛け、面積図で考えている子どもがいること
を伝えた。考える幅を広げる工夫だ
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１人学び（個人学習）の充実2

P.15左上へ

白松先生と同様に、学習課題を示し、かけ算であることを
確認。□ dL の□に1/3  を入れると、「あれ？」「無理！」と
いったつぶやきが聞こえた

場 面

1 人学びの間、机間指導を行う。子どもが自分なりの答え
をほぼ出したタイミングで鈴木先生が切り出す場 面

ようすけくんの考え方を全員で確認し、「分数×分数」の解
き方への意識を高めるねらい

子どもの関心を高めながら１人学びから自然に練り合いに
入っていくねらい

「やってみたい」という気持ちの高まりを確認して実践に入るねらい



特集

思考が深まる「学び合い」──「そうか、なるほど！」のある授業づくり

ご味です。答えは４かどうかという選択を迫られて、考えが揺
さぶられるこの問題を練り合いのテーマにすることで、分数×
分数の解き方に迫りたいと考えました。練り合いに入った時に
意図的に指名して多様な考え方を出せるように、誰がどのよう
な考えを持っているかを把握し、子どもには『それぞれの考えと
理由を他の子に伝えてね、分からない部分は聞いてみよう』と
指導します」（鈴木先生）
　これが鈴木校長の言う「不ぞろいに磨く」指導だ（Ｐ．８参照）。

　Ｔ　　「なんだ、答え出たじゃん！ 4じゃん！」
Ｃ複数　「俺、違う」「絶対違う」などの複数の声が挙がり、８

人ほどが挙手する。「はい、はい」「疑問に思ったこと
があります」

　Ｔ　　「やったあ！　4/5  ×1/3  の答えは 4だ！」

Ｃ複数　「絶対違う」「ぼく違う……」「絶対違う理由がある
……」

　Ｔ　　「はい、つかさくん」

つかさ　（前に出る）「えっと、りつこさんの答えが４ってことは、
答えが４㎡になるってことでしょう？ でも、問題では、
1dL あたりで、4/5  ㎡ぬれているでしょう？ で、1/3  dL
で、1dL もいっていないでしょう？ っていうことは、
4/5  ㎡が 1㎡もいっていないんだから、それより少ない
ペンキで 4㎡ぬれるってことは、4/5  ㎡より小さいスペ
ースしかぬれないっていうことだと思います」

子どもは相づちを打ちながら聞いたが、あまり理解していない
様子の子どもも多かった。
Ｃ複数　「う～ん」
　Ｔ　　「よりこ」

よりこ　「4/5  も1/3  も 1より小さいじゃん。だから、答えは、絶対、
1より小さくなると思います」

　Ｔ　　「え？ なんで？ ようちゃん、なんで？」
よ　う　「4/5  と1/3  っていうのは小数の数でしょう？」
ようは、「小数×小数は 1までいかないから、4にはならない」
と説明。
　Ｔ　　「なんで？ きょうこも今、うなずいていたよね。そう

思うの？ ちょっと話してみて？」
きょうこは、「4/5  も1/3  も 1 より少ないから、かけ算をしても 4
にはならない」と主張。
　Ｔ　　「とくひろくん、何か言いたい？」
とくひろ　「これは、絶対、1より上にならなくて、なぜかと言うと、

1dLあたりで、4/5  ㎡ぬれるじゃん。それで、1/3  ってこ
とは、1より数が小さいってことは分かる？（「うん」
という返事）。だから、× 1で、やっと4/5  になるから、
それで 1よりも小さい数だから、4/5  より上にならない
から、4ということはないと思う」

Ｃ複数　「分かりました」などの声

■教師の工夫・振り返り
　鈴木先生は、机間指導時につかさくん以外にも「答えは４では
ない」と思っている子どもを把握し、意図的に指名した。「絶対
違う」など反対意見が遠慮なく出たが、決して雰囲気は悪くな
らず、むしろ話し合いはどんどん活気を帯びた。
　「『どんなことでも言っていい、先生が指名するのは、あなた
に考えを言ってほしい時。決して恥をかかせたいからなどでは
ないよ』と伝えています。そのため、私に指名されて嫌がる子
どもはいません。練り合いを続けるうちに、言いたいことを言
い合える雰囲気が出来てきました」（鈴木先生）
　とくひろくんは５年生の頃は自分ばかり発言したがる傾向に
あったが、今では「出番」が分かるようになったと、鈴木先生は
言う。
　「やたらと挙手せず、全体の話し合いの流れを見て発言するよ
うになりました。今回も目が合ったら自信のありそうな表情だ
ったので指名したら、期待に応える発言をしてくれました。発
言をつなげるためにも、誰かが発表している時には、他の子の
反応を見ています」
　「練り合いの体験を重ねるうちに、自分の発言の影響を理解で
きるようになったのでしょう。こうした個々の子どもの成長に
伴い、全体の練り合いのレベルも高まっていきます」（鈴木校長）

◉鈴木まり子先生の授業

写真４　１人学びの時間には相談
し合う子どもの姿がよく見られる
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練り合い（学び合い）の充実3

P.16左上へ

１人学びの時から「4ではない」と主張していた子どもを指名ねらい

理解が深まるまで、別の子どもの言葉で説明させるねらい

子どもに揺さぶりを掛けるための言葉ねらい

鈴木先生は、4/5  ×1/3  ＝ × ＝ ＝４とした子どもに発
表させた。それをきっかけに、答えを「４」とする子どもと、
「それは違う」と反対する子どもが考えを交わし始める

場 面



 

　Ｔ　　「じゃあ、答えは4」

すみれ　「1/3  dL は 1dL より少ないじゃん。ね。で、それで4/5  
㎡ぬれるんでしょう？ ペンキが少ないのに、4/5  よりも
多いのは変だと思います」

Ｃ複数　（理解した様子で）「ああ～」「うんうん」「同じです」
　Ｔ　　「でも、こうやって答えが出た人、いっぱいいたんじゃ

ない？」
　Ｔ　　「じゃあ、ちょっと長い、こうたくんのを聞いてみまし

ょう。書き終わった時に皆がすご～いって言ってたね」
こうた　「ぼくはまず、ここで両方を整数にしてから、かけて、

小数で出そうと思っていたんだけど、だけど、両方と
も、1/3  はわり切れないでしょう？  だから、1/3  だけを
分数にしてやってみようと思って。まず、4÷ 5 は、
0.8 でしょう？ 0.8 は、1/3  にかけられないでしょう？ 
このままじゃ。分かりますか？（「うん」という返事）。
それで、でも 0.8 は、（8÷ 10）×1/3  で、確か計算の
工夫っていうやつで、ここはバラバラにしても、組み
替えても大丈夫っていうのがあったでしょう？（「あっ
た」という返事） で、ぼくは、それを使ってみようと
思って、その 10をこっちに移動して、8×1/3  ÷ 10に
して、8× 1だったら出来るでしょう？ それで、
÷ 10で、8× 1は 8でしょう？ だから、 になって、
で、 ÷ 10は、 でしょう？ で、これは約分でき
るから、8を 4にして、10を 5にして、3× 5は 15で、
4はそのままだから、 になりました」

Ｃ全体　「すげ～」「式だけで出来た！」「長いけど分かった」な
どと賞賛の声で盛り上がる

　Ｔ　　（子どものつぶやきを受けて）「長いけど、分かりにく
いところがあまりなかった？」

　Ｔ　　「ここが、3× 5になっているから、分母×分母にな
っているよね」

　Ｔ　　「じゃあ、れいじくん。れいじくんは書きながら説明を
してくれるそうです」

れいじ　（面積図を指しながら説明）「まずは4/5  でしょう。5個
に分けたうちの 4つだから、4/5  でしょう？ そこから
4/5  ×1/3  だから、4/5  が1/3  個あることになるでしょう？ 
4/5  を３つに分ければいいと思って、３つに分けて、こ
の部分が青だとすると、この□（ます目）の全部の数
が 15個でしょう？ なもんで、15個のうちの４つ。だ
もんで、 になりました」（写真６）

Ｃ複数　「分かりました」「今ひらめいた」

■教師の工夫・振り返り
　白松先生は、練り合いで多様な考え方が出るよう、机間指導
時に指名する子どもを決めた。そのうちの１人がこうたくんだ。
既習の「計算の工夫」を使い、式だけで解いた。こうたくんが黒
板で計算の過程を説明すると、「すげ～」「式だけで出来た！」
などと賞賛の声が上がった。認め合える学級だからこそ生まれ
る雰囲気だ。

　「感嘆の声が飛び交う授業は、子どもがよく参加している授業
だといえます。皆から『すごい』と言われたこうたくんはとても
良い表情をしていました」（鈴木校長）
　ただ、こうたくんの計算方法はやや複雑で、全員は理解でき
なかった。白松先生は次に図を用いて考えたれいじくんに説明
させた。れいじくんは一度書いた図を消して説明に合わせて書
き直し、「…でしょう？」と皆が理解しているかを何度も確かめ
ながら進めたこともあり、多くの子どもが理解した様子だった。
　「練り合いの時には黒板の前には立たず、つぶやきを拾うこと
を心掛けています。更に説明が必要であれば、同じ考えの別の
子どもに説明してもらうことも考えていました。最終的に と
いう答えにたどり着きましたが、場面の最初に『４ではないのか』
という疑問が出た時に、もう少し議論をしてもよかったかなと
思いました」（白松先生）

◉白松先生の授業

写真６　自分が書いたものを消し、再度、黒板に書きながら説明をす
る。他の子が理解しやすいように、という思いやりの中で授業が進む

写真５　机間指導を行う白松先生。子どもの名前を呼び捨てに出来る
のは、子どもとの信頼関係を深く築いているからだ
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P.17左上へ

１人学びの後、指名された数人が黒板に答えを書く。鈴木
先生の学級と同じく、「４」という答えが出てきた場 面

4 という答えを投げ掛けて、異なる考えを持つ子どものつぶ
やきを待つねらい

式だけの計算の後に、図を用いた説明によって理解を深めるねらい



特集

思考が深まる「学び合い」──「そうか、なるほど！」のある授業づくり

　Ｔ　　「ようすけ」
ようすけ　「ぼくが思ったのは、（黒板に書きながら）1dLは、こ

の問題だと、4/5  ㎡でしょう？ で、1/3  dL は、１dL を
÷ 3した数でしょう？ で、こっちを÷３したから、こ
っちも÷３すると、分かりますか？ 15 分の……」

　Ｃ　　（ざわざわし出す）
　Ｔ　　「ようすけの考えが分かった人？　あ、じゃあ、みか」
み　か　「えっと、4年生の時に、計算のきまりでやったと思う

んだけど。÷ 3したら、÷ 3するみたいな」
Ｃ複数　「ああ～」などと納得の雰囲気
　Ｔ　　「みか、かいとが納得したか聞いてみて」
かいと　「分かんない」
　Ｔ　　「じゃあだめだ、もう1人。めい、いける？」

め　い　「みかさんは、計算のきまりで、片方を÷ 3したら、
もう片方を÷ 3しなきゃいけない、ということを言い
たかったのだと思います」

　Ｃ　　「うんうん」
　Ｔ　　「そのことを、前に出ていって、ようすけが書いたのを

指しながら説明したら、かいとも分かるんじゃないか
な？ 誰か前に出て説明してくれる人いない？」

　Ｔ　　「お、かいとさん、分かったって。説明どうぞ」

かいと　（理解したので自ら説明）「ぼくが分からなかったのは、
すごい単純なんですけど、まずここは分かったんだよ。
÷ 3するっていうのは。だけど、この4/5  ÷ 3が分から
なくて、分母を……。÷ 3だから、わるじゃん。だか
ら分母をかけるじゃん。だから 」

Ｃ全体　「そうそう、そうそう」などと同意
　Ｔ　　「チャイムが鳴りましたが、どうも、答えは みたいで

すね。よし、明日、これは完璧に だと確かめましょう」

■教師の工夫・振り返り
　授業の冒頭で「無理」と言ったようすけくんが練り合いを通し
て理解したことが分かる。一方、腑に落ちない様子のかいとく
んに、複数の子どもの言葉で説明させている。かいとくんも自
分が分からないことを整理して、理解に努めている。
　「子どもが言いたがっている内容を教師が言い直すのは厳禁で
す。子どもは次から分かりやすく伝える努力をしなくなってし
まいますから。そのため、かいとくんには、あくまでも子ども
の言葉によって理解してもらおうとしました」（鈴木先生）
　この日は時間がなく省略したが、普段は授業の最後、その日
に学んだことや分かったことを書かせる活動を取り入れている。
　「子どもが考えを整理できるほか、教師が目を通せば、発言し
なかった子どもがどういう思考をしていたかが、一目で分かり
ます」（鈴木先生）

◎机間指導の際、つかさくんが必死に私に説明してきたこと
が、よく理解できませんでした。その姿を見ていたのでしょ
う、授業後、なおやくんが「つかさが言っていたことは、
こういうことだ」と、私に説明をしに来ました。２人は普
段から一緒に遊ぶような仲ではありません。授業を通して
お互いの考えを尊重する良い関係が出来ていることがうれ
しくなりました（鈴木まり子先生）

◎授業中に発言していない子どもが、授業後、黒板を使って
自分なりの方法で解き始めました。なぜ発言しなかったの
かを聞くと、「今になって解決した」とのこと。必ずしも
発言がなくても授業にしっかりと参加していることを改め
て感じました（白松先生）

◎以前は、自分の気分によって、授業への参加率が大きく違っ
ていた子どもがいます。４年生の頃から粘り強く話を聞き、
その子の得意なことを褒め、学級で活躍できる場をつくる
ことで、次第に心を開いてくれて、行動も改善されました。
他の子どもと夢中で学び合う姿を見て、本当に成長したと
感じています（白松先生）

◉鈴木まり子先生の授業

写真７　鈴木先生の学級では、授業後も黒板の前で、解き方について練
り合う子どもの姿が見られた
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練り合いを通じた子どもの成長

教師が言い直さず、あくまでも子どもの言葉で説明させるねらい

面積図を使って となる証拠を見付ける次時へとつなげるねらい

複数の子どもの説明によって、分母と分母、分子と分子を
かけることで が答えとなりそうなことを多くの子どもが
理解してきた。１人の子どもが新たな計算方法を提案する

場 面



　
大
田
区
立
久
原
小
学
校
は
、
閑
静
な
住
宅
街
に
位

置
し
、
教
育
に
関
心
の
高
い
保
護
者
が
多
い
環
境
に

あ
る
。
２
０
０
５
年
度
か
ら
は
、
研
究
主
題
「
確
か

な
学
力･

豊
か
な
心
を
は
ぐ
く
む
教
育
課
程
の
編

成
」
の
下
、
学
校
生
活
全
体
を
通
し
て
子
ど
も
を
育

て
る
教
育
課
程
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
教
育

活
動
の
土
台
に
は
、「
学
校
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面

で
子
ど
も
は
育
つ
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
中
休

み
を
30
分
と
す
る
な
ど
「
遊
び
」
も
重
視
す
る
が
、

柱
と
す
る
の
は
最
も
多
く
の
時
間
を
占
め
る
授
業

だ
。
清
水
一
豊
校
長
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

　「
授
業
づ
く
り
で
は
、
問
題
解
決
的
な
学
習
と
学

び
合
い
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
主
体
的
に
学
び
自
ら

追
究
す
る
子
ど
も
や
、
自
分
と
は
異
な
る
考
え
が
あ

る
こ
と
を
知
り
、
自
己
を
客
観
視
し
た
り
、
友
だ
ち

の
良
さ
に
気
付
い
た
り
で
き
る
子
ど
も
を
育
み
た
い

か
ら
で
す
。
そ
う
し
た
学
び
は
人
間
関
係
も
築
い
て

い
き
ま
す
。
授
業
と
学
級
経
営
は
別
物
で
は
な
く
、

授
業
を
通
じ
て
学
級
経
営
を
す
る
、
授
業
は
教
科
の

ね
ら
い
を
達
成
す
る
だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
子
ど
も

の
『
生
き
る
力
』
を
育
む
も
の
だ
と
捉
え
て
い
ま
す
」

　
全
体
的
に
学
力
は
高
く
、
穏
や
か
な
子
ど
も
が
多

い
が
、
物
事
に
主
体
的
に
取
り
組
ん
だ
り
、
友
だ
ち

の
考
え
を
聞
い
て
自
分
の
考
え
を
深
め
た
り
す
る
こ

と
に
は
消
極
的
な
面
が
あ
る
。
そ
う
し
た
子
ど
も
に

学
習
の
楽
し
さ
を
伝
え
、
思
考
力
を
付
け
な
が
ら
主

体
性
を
引
き
出
す
た
め
に
も
学
び
合
い
は
欠
か
せ
な

い
と
、
研
究
主
任
の
木
下
健
太
郎
先
生
は
話
す
。

　「
通
塾
率
が
高
い
た
め
か
、
知
識
が
先
行
し
て
い

る
子
ど
も
が
多
く
い
ま
す
。
し
か
し
、
知
識
の
背
景

に
あ
る
こ
と
を
考
え
た
り
、
課
題
を
解
決
し
た
り
す

る
力
は
、
必
ず
し
も
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方

的
に
教
師
が
知
識
を
伝
え
る
の
で
は
な
く
、
学
び
合

い
の
あ
る
授
業
に
よ
っ
て
、
友
だ
ち
と
共
に
考
え
る

こ
と
や
、
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
感
じ

て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
学
び
合
い
は
、
課
題
の
内
容
や
提
示
の
仕
方
を
工

夫
し
、
全
学
年
で
取
り
入
れ
て
い
る
。
飯
島
典
子
副

校
長
は
次
の
よ
う
に
話
す
。
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さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
あ
ふ
れ
る

学
び
合
い
を
柱
に
授
業
を
つ
く
る

学
校
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
子
ど
も
が
育
つ
き
っ
か
け
が
あ
る
と
い
う
信
念
の
下
、

教
育
課
程
の
研
究
を
進
め
る
大
田
区
立
久
原
小
学
校
。

教
育
活
動
の
柱
と
位
置
付
け
て
い
る
の
が
、
学
び
合
い
の
充
実
だ
。

全
て
の
学
年
・
教
科
で
、
子
ど
も
が
自
ら
考
え
る
工
夫
を
凝
ら
し
、
学
び
合
い
を
生
み
出
し
て
い
る
。

学
校
事
例

東
京
都

大
田
区
立
久く

が

は

ら原
小
学
校

2

校長 清水一豊先生

児童数 ７１０人 学級数　２２学級

所在地 〒146-0085　東京都大田区久が原4-12-10

TEL 03-3753-9411

URL http://academic2.plala.or.jp/kghre/

公開研究会　久原フェスタ（学習発表会）2012年2月18日（土）

◎1893（明治26）年開
校。「学びのターミナル」
をコンセプトに、地域や保
護者と共に子どもを育てる
仕組みづくりに力を注ぐ。
2011～13年度は、東京都
教育委員会「言語能力向
上推進校」の指定校。

S c h o o l  D a t a

学
び
合
い
の
あ
る
授
業
で

考
え
を
深
め
る
子
ど
も
を
育
み
た
い



特集

思考が深まる「学び合い」──「そうか、なるほど！」のある授業づくり

　「
例
え
ば
、
１
年
生
な
ら
自
作
の
な
ぞ
な
ぞ
を
出

し
合
う
な
ど
、
楽
し
く
伝
え
合
う
学
び
合
い
を
行
っ

て
い
ま
す
。
６
年
生
に
な
る
と
討
論
会
の
学
習
を
行

い
ま
す
。
討
論
会
を
通
し
て
自
分
の
考
え
を
伝
え
る

難
し
さ
を
学
び
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
発
達
段
階
に

合
わ
せ
て
徐
々
に
学
び
合
い
の
レ
ベ
ル
を
高
め
る
こ

と
が
必
要
で
す
。
そ
れ
ら
の
土
台
と
し
て
、
子
ど
も

一
人
ひ
と
り
の
意
見
を
認
め
る
こ
と
を
、
ど
の
学
年

で
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
」

　
学
び
合
い
を
深
め
る
た
め
の
考
え
方
の
型
や
話
型

は
、発
達
段
階
に
応
じ
て
指
導
し
て
い
る（
写
真
１
）。

　
学
び
合
い
の
あ
る
授
業
を
構
成
す
る
に
当
た
り
、

教
師
が
第
一
に
心
掛
け
る
の
は
、
考
え
る
価
値
の
あ

る
学
習
課
題
を
提
示
す
る
こ
と
だ
。

　「
子
ど
も
の
『
知
り
た
い
』『
考
え
た
い
』
と
い
う

気
持
ち
を
、
ど
れ
だ
け
高
め
ら
れ
る
か
を
大
切
に
し

て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
社
会
科
で
は
飛
鳥
・
奈
良
時

代
に
ど
の
よ
う
に
日
本
の
国
が
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た

の
か
を
単
元
を
通
じ
て
皆
で
追
究
し
て
い
く
課
題
と

し
、
１
時
間
ご
と
に
大
化
の
改
新
な
ど
に
つ
い
て
考

え
を
深
め
る
こ
と
で
、
課
題
に
迫
っ
て
い
く
流
れ
を

意
識
し
て
い
ま
す
」（
木
下
先
生
）

　「
社
会
科
な
ど
で
は
、
例
え
ば
古
墳
が
作
ら
れ
た

理
由
な
ど
、
考
え
て
も
答
え
が
想
像
の
域
を
出
な
い

問
題
も
あ
り
ま
す
。『
こ
こ
で
の
目
的
は
答
え
を
出

す
こ
と
で
は
な
く
、
関
心
を
も
た
せ
考
え
を
深
め
る

こ
と
と
す
る
』
な
ど
、
教
師
が
考
え
さ
せ
る
目
的
を

意
識
し
て
、
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
」

（
清
水
校
長
）

　
授
業
は
基
本
的
に
教
科
書
に
沿
っ
て
進
め
る
。
指

導
す
べ
き
内
容
が
整
理
さ
れ
て
い
て
、
学
年
で
進
度

や
内
容
を
そ
ろ
え
る
の
に
適
し
て
い
る
か
ら
だ
。
し

か
し
、
教
科
に
よ
っ
て
は
教
科
書
の
内
容
を
全
て
授

業
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
と
時
間
が
足
り
な
く
な

り
、
学
び
合
い
の
時
間
が
確
保
し
に
く
く
な
る
。
そ

こ
で
、
木
下
先
生
は
次
の
よ
う
に
工
夫
す
る
。

　「
例
え
ば
、
社
会
科
は
教
科
書
に
あ
る
知
識
が
多

く
、
全
て
を
教
え
よ
う
と
す
る
と
考
え
る
時
間
を
十

分
に
確
保
し
に
く
い
教
科
で
す
。
し
か
し
、
学
習
内

容
を
基
に
し
た
学
び
合
い
を
少
し
で
も
行
う
と
、
授

業
が
よ
り
楽
し
く
な
り
、
思
考
も
深
ま
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
知
識
と
し
て
押
さ
え
る
内
容
は
教
科
書
を
読

む
こ
と
な
ど
で
効
率
的
に
押
さ
え
ま
す
。ま
た
、学
習

指
導
要
領
で
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
し
、
教
科
書
に
あ
る

資
料
で
も
取
り
上
げ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
て
、『
こ
こ
は
考
え
さ
せ
た
い
』
と
い
う
ポ
イ
ン

ト
で
学
び
合
い
の
時
間
を
し
っ
か
り
取
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
」

　
学
び
合
い
の
活
性
化
の
た
め
に
木
下
先
生
が
心
掛

け
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
は
、次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

◎
学
び
合
い
の
基
礎
情
報
を
学
級
全
体
で
共
有
す
る

　
例
え
ば
、
社
会
科
で
は
、
同
じ
資
料
か
ら
５
個
の

情
報
を
読
み
取
れ
る
子
ど
も
も
い
れ
ば
、
10
個
の
子

ど
も
も
い
る
。
資
料
か
ら
言
え
る
こ
と
か
ら
考
え
る

大
田
区
立
久
原
小
学
校
副
校
長

飯
島
典
子Iijim

a Noriko

「
全
て
は
子
ど
も
の
た
め
に
、
と
い
う
気
持

ち
で
取
り
組
む
。
副
校
長
と
し
て
、
学
校
と

地
域
・
保
護
者
を
つ
な
ぎ
た
い
」

大
田
区
立
久
原
小
学
校
校
長

清
水
一
豊Shim

izu Kazutoyo

「
美
点
凝
視
。
常
に
子
ど
も
や
先
生
の
良
さ

を
見
付
け
る
。
校
長
と
し
て
、
子
ど
も
が
子

ど
も
ら
し
く
過
ご
せ
る
場
を
保
障
し
た
い
」

大
田
区
立
久
原
小
学
校

木
下
健
太
郎Kinoshita Kentaro

研
究
主
任
、
６
学
年
担
任
。「
学
び
合
い
を
重

視
し
た
授
業
で
、
子
ど
も
同
士
、
子
ど
も
と

教
師
の
よ
り
良
い
人
間
関
係
を
築
き
た
い
」

写真１　６年生の教室に掲示してある「考えるための 12 の道
具」。発達段階に合わせた指導で、考えを広げたり整理したりし
やすくして学び合いを深めている
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ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
た
指
導
で

学
び
合
い
の
時
間
を
捻
出

考
え
さ
せ
る
多
様
な
工
夫
が

学
び
合
い
を
活
性
化
さ
せ
る

授
業
の
工
夫



学
び
合
い
を
す
る
場
合
、
そ
の
ま
ま
で
は
同
レ
ベ
ル

で
意
見
を
交
わ
す
こ
と
が
難
し
い
。
そ
こ
で
、
最
初

に
情
報
を
発
表
し
合
い
、
同
じ
量
の
知
識
や
情
報
を

も
た
せ
る
こ
と
で
、
全
員
が
学
び
合
い
に
参
加
で
き

る
よ
う
に
す
る
。

◎
考
え
る
視
点
を
提
示
す
る

　
話
し
合
い
に
必
要
な
視
点
を
適
切
に
与
え
な
い

と
、
グ
ル
ー
プ
活
動
は
学
び
合
い
に
発
展
せ
ず
、
形

だ
け
で
終
わ
り
や
す
い
と
、
清
水
校
長
は
話
す
。

　「
ノ
ー
ト
に
書
い
た
内
容
を
互
い
に
読
み
上
げ
る

と
い
う
活
動
だ
け
で
は
情
報
交
換
に
終
わ
り
、
学
び

合
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。考
え
を
出
し
合
っ
た
上
で
、

『
共
通
点
や
相
違
点
を
整
理
し
て
み
よ
う
』『
異
な
る

考
え
が
出
た
要
因
を
考
え
よ
う
』
な
ど
と
、
話
し
合

い
の
視
点
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
の
交
流
が

始
ま
り
、
学
び
合
い
が
生
ま
れ
ま
す
」

◎
書
く
場
面
を
多
く
設
定
す
る

　
書
く
こ
と
は
思
考
の
一
形
態
と
考
え
、
発
見
し
た

こ
と
や
考
え
た
こ
と
、
授
業
の
振
り
返
り
な
ど
を
子

ど
も
が
書
く
機
会
を
多
く
設
け
る
。
考
え
が
整
理
さ

れ
て
、
話
し
合
い
が
深
ま
り
や
す
く
な
る
こ
と
に
加

え
、
教
師
が
後
で
一
人
ひ
と
り
の
思
考
の
流
れ
を
確

認
で
き
、
評
価
の
資
料
と
も
な
る
。

　
書
く
前
に
は
、「
気
付
い
た
事
実
を
書
く
」「
作
者

と
自
分
の
考
え
を
比
べ
る
」「
自
由
に
感
想
を
述
べ

る
」
な
ど
ポ
イ
ン
ト
を
明
確
に
伝
え
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
教
師
は
書
か
せ
る
目
的
を
明
確
に
し
て
お
く

こ
と
が
必
要
だ
。

　
書
い
た
も
の
は
添
削
す
る
。
子
ど
も
は
「
書
い
た

こ
と
は
先
生
が
読
ん
で
く
れ
る
」
と
い
う
意
識
を
も

ち
、
書
く
こ
と
へ
の
意
欲
が
高
ま
る
。
良
く
書
け
て

い
る
ノ
ー
ト
は
コ
ピ
ー
し
て
配
布
し
た
り
、
資
料
な

ど
を
貼
ら
せ
た
り
す
る
こ
と
で
、
ノ
ー
ト
は
大
切
な

も
の
だ
と
い
う
意
識
も
育
む
。

◎
全
て
の
子
ど
も
の
学
び
を
保
障
す
る

　
学
び
へ
の
主
体
性
や
積
極
性
を
引
き
出
す
た
め

に
、
一
人
ひ
と
り
の
学
び
を
保
障
し
、
授
業
へ
の
参

加
を
実
感
さ
せ
る
こ
と
を
大
切
に
す
る
。
例
え
ば
、

木
下
先
生
の
授
業
で
は
、
ノ
ー
ト
に
自
分
の
考
え
を

書
く
だ
け
で
な
く
、
友
だ
ち
の
ノ
ー
ト
を
読
み
、
そ

こ
に
感
想
を
書
く
活
動
を
行
う
。
ペ
ア
で
意
見
を
交

換
す
る
活
動
も
多
く
取
り
入
れ
る
。
授
業
中
に
学
級

の
全
員
が
発
表
す
る
の
は
時
間
的
に
難
し
い
が
、
こ

れ
ら
の
活
動
に
よ
り
、
全
員
が
自
分
の
考
え
を
発
信

し
、友
だ
ち
か
ら
意
見
を
も
ら
う
機
会
を
得
ら
れ
る
。

◎
反
対
意
見
を
歓
迎
す
る

　
友
だ
ち
の
発
言
に
対
し
て
賛
成
・
反
対
を
意
思
決

定
さ
せ
る
こ
と
で
、
学
び
合
い
に
発
展
さ
せ
や
す
く

な
る
。
こ
の
時
、
で
き
る
だ
け
反
対
意
見
を
出
す
よ

う
に
促
す
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
だ
。

　「
学
び
合
い
は
同
調
だ
け
で
な
く
、
反
対
の
考
え

が
出
る
こ
と
で
活
性
化
し
ま
す
。
反
対
意
見
を
出
し

や
す
く
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
考
え
も
受
け

入
れ
る
学
級
で
あ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
反
対
意

見
が
出
た
ら
、『
勇
気
を
出
し
て
違
う
意
見
を
言
っ

て
く
れ
た
ね
』『
今
の
発
言
で
皆
の
考
え
が
深
ま
っ

た
よ
』
な
ど
と
褒
め
て
、
異
な
る
考
え
を
言
い
や
す

い
雰
囲
気
に
し
て
い
ま
す
」（
木
下
先
生
）

　
授
業
外
で
も
、
学
校
全
体
と
し
て
学
び
合
い
を
支

え
る
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。

◎「
久
原
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
に
よ
る
指
導
の
標
準
化

　
同
校
は
、「
学
習
」「
授
業
づ
く
り
」「
清
掃
」「
給
食
」

な
ど
の
分
野
で
、全
学
年
共
通
の「
久
原
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
」
と
い
う
基
本
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
中

に
は
学
び
合
い
を
支
え
る
ル
ー
ル
も
多
く
あ
る
。
例

え
ば
、「
授
業
中
の
発
言
は
、
挙
手
し
て
指
名
さ
れ

て
か
ら
」「
指
名
さ
れ
た
児
童
は
起
立
し
、
聞
き
手

の
方
を
見
て
話
す
。
聞
き
手
は
話
し
手
に
注
目
し
て

聞
く
」「
ノ
ー
ト
に
は
、（
教
科
や
学
年
に
応
じ
て
）

自
分
の
考
え
や
学
習
感
想
な
ど
を
書
く
」
な
ど
だ
。

　
教
師
が
座
席
を
決
め
る
の
も
ル
ー
ル
の
一
つ
。
話

し
合
い
を
リ
ー
ド
す
る
子
ど
も
が
近
く
に
固
ま
ら
な

い
よ
う
に
す
る
な
ど
、
授
業
の
展
開
を
イ
メ
ー
ジ
し

な
が
ら
決
め
て
い
る
。
同
校
で
は
毎
年
、
学
級
編
成

を
行
う
た
め
、
こ
の
よ
う
な
基
本
ル
ー
ル
を
決
め
、

指
導
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

◎「
子
ど
も
が
子
ど
も
を
育
て
る
」
工
夫

　
異
学
年
で
遊
ぶ「
あ
お
ぞ
ら
活
動
」や「
交
流
給
食
」

を
実
施
。
上
級
生
は
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
優
し
さ
を

身
に
付
け
、
下
級
生
は
上
級
生
の
姿
を
モ
デ
ル
と
し

て
育
っ
て
い
く
。
子
ど
も
同
士
の
か
か
わ
り
合
い
か

ら
、
学
び
、
育
つ
こ
と
が
日
常
と
な
っ
て
い
る
。

◎
地
域
や
保
護
者
と
共
に
学
ぶ
、
日
常
を
大
切
に
す
る
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日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で

学
び
合
い
を
推
進
す
る

授
業
外
に
も
広
が
る
取
り
組
み



特集

思考が深まる「学び合い」──「そうか、なるほど！」のある授業づくり

　
同
校
の
教
育
の
特
色
を
よ
く
表
し
て
い
る
コ
ン
セ

プ
ト
の
一
つ
が
「
学
び
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
」
だ
。

　「
学
校
は
子
ど
も
や
保
護
者
、
地
域
の
人
々
が
か

か
わ
り
、
共
に
育
つ
地
域
に
根
ざ
し
た
教
育
活
動
が

行
わ
れ
て
い
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
連
結
点
）
の
よ
う
な

場
所
で
あ
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」（
清
水
校
長
）

　
象
徴
的
な
活
動
は
、
夏
休
み
に
教
師
や
保
護
者
、

地
域
住
民
が
講
師
と
な
っ
て
行
う
「
夏
休
み
ド
キ
ド

キ
学
校
」。
ス
ポ
ー
ツ
や
工
作
、
語
学
、
地
域
探
索

な
ど
１
０
０
講
座
を
超
え
、
子
ど
も
は
自
由
に
選
ん

で
受
講
す
る
。
ま
た
、
年
１
回
、「
総
合
的
な
学
習

の
時
間
」
や
生
活
科
を
核
に
し
た
学
習
成
果
を
発
表

す
る
「
久
原
フ
ェ
ス
タ
」
に
も
、
保
護
者
や
地
域
住

民
が
多
く
訪
れ
る
。
子
ど
も
や
ス
タ
ッ
フ
、
参
観
者

同
士
が
「
皆
で
学
び
合
え
る
」
場
と
な
っ
て
い
る
。

　
他
に
も
、
朝
礼
で
は
、
校
長
が
子
ど
も
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
し
た
り
、
担
任
も
含
め
学
級
全
体
で
遊
ぶ

「
ぽ
か
ぽ
か
タ
イ
ム
」
を
設
け
た
り
す
る
な
ど
、
日

常
的
に
か
か
わ
り
合
う
時
間
を
大
切
に
し
て
い
る
。

　
同
校
で
は
、
20
代
の
教
師
が
教
師
全
体
の
半
数
以

上
を
占
め
る
。
若
手
の
指
導
力
向
上
の
た
め
、
校
内

研
修
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
通
常
の
授
業
研
究
会

の
他
に
、
同
校
が
初
任
校
と
い
う
教
師
の
た
め
に
月

１
回
の
「
若
手
研
修
会
」
を
行
う
。
こ
の
会
に
は
、

ベ
テ
ラ
ン
教
師
も
参
加
し
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
。

　「
若
い
先
生
方
は
、
ど
の
よ
う
な
授
業
を
目
指
す

べ
き
か
を
具
体
的
に
思
い
描
け
ず
に
悩
む
こ
と
が
よ

く
あ
り
ま
す
。『
学
び
合
い
は
大
切
』
と
頭
で
理
解

し
て
い
て
も
、
そ
も
そ
も
良
い
学
び
合
い
が
ど
の
よ

う
な
状
態
か
が
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
、
ベ

テ
ラ
ン
教
師
が
、
授
業
を
見
せ
て
目
指
す
授
業
像
を

イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
し
て
い
ま
す
」（
木
下
先
生
）

　「
学
び
合
え
る
、
一
人
ひ
と
り
が
生
か
さ
れ
て
い

る
授
業
で
は
、
子
ど
も
が
輝
い
て
い
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
授
業
を
若
手
の
先
生
に
も
知
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
」（
飯
島
副
校
長
）

　
学
校
全
体
の
授
業
研
究
で
は
、
経
験
年
数
別
の
グ

ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
取
り
入
れ
、
若
手
教
師
か
ら
も
積

極
的
な
意
見
が
出
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
。ま
た
、

指
導
案
の
書
式
に
は
「
事
前
評
価
項
目
」
を
盛
り
込

み
、
指
導
案
の
作
成
の
ポ
イ
ン
ト
を
明
示
す
る
と
共

に
、
教
師
が
自
己
評
価
す
る
仕
組
み
を
導
入
（
図
）。

こ
れ
は
、
学
期
に
１
回
、
校
長
と
副
校
長
が
全
教
師

の
授
業
を
参
観
し
、面
談
を
行
う
際
の
資
料
と
な
る
。

　「
先
生
方
自
身
の
授
業
へ
の
思
い
も
大
切
に
し
な

が
ら
、
先
生
方
の
個
性
を
い
か
に
良
い
方
向
に
伸
ば

す
か
と
い
う
視
点
で
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
目
指
す
授
業
像
に
向
け
て
、
学
校
全
体

で
授
業
づ
く
り
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」（
飯

島
副
校
長
）　

　一人ひとりの子どもに「自分には力がある」という自
信をもってほしい。そのために、子ども時代を、子ども
らしく伸び伸びと過ごせる学校を保障することが、公立
小学校の校長としての私の務めと考えています。
　学校経営の中心は授業づくりです。私も先生方と一緒
に取り組むために、授業中に校内を回り、子どもたちの
表情をよく見ることを心掛けています。その際、担任と
は違う目線で子どもを見取り、子どもに直接、声を掛け
たり、先生方にアドバイスをしたりするようにしていま
す。

校長としての役割
清水校長が重視する
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若
手
を
意
識
し
た
多
様
な
研
修
で

目
指
す
授
業
像
を
共
有

学
校
全
体
の
仕
組
み
づ
く
り

図 指導案の自己評価

指導案に事前評価項目を設けることで、授業づくりのポイントをより強く意識できる。「考
える時間や表現する時間を設定した」など学び合いに関連する項目が多い
＊同校の指導案より一部抜粋



◇授業の流れ
❶前時の学習の振り返り
　大仏が完成した頃の日本とアジアの国々の交流について学ん
だ前時の学習感想・キーワードを発表し合う。「鑑真」「鑑真の
決意」「鑑真、苦難の航海」などが挙がった。

❷学習問題の提示
　木下先生が、藤原道長の画像を見せ、「これは誰でしょう？」
と問い掛ける。これまで天皇中心の国づくりが進んできたが、
次第に藤原道長のような貴族が力をもつようになったことを簡
潔に説明。

❸知識の確認 ･共有
　藤原道長について教科書を音読した後、木下先生が貴族とは
どんな人たちかを問い掛ける。教科書の絵（寝殿造の屋敷で貴
族が暮らす様子）を見て貴族の暮らしについて分かったことを、
各自が箇条書きでできるだけ多くノートに書く。約１０分間。
　続いて、隣同士で情報交換、全体発表で情報を共有する。
　Ｔ　　「隣の人と話し合って、いいなと思ったら自分のノート

に付け加えていいです」

　全体発表では、「蹴鞠をしている」「大きな家に住んでいた」「烏
帽子みたいなものを被っていて、靴を履いている。普通の人は
裸足だけど」などが出された。他の子どもの発表につなげる発
言もあった。木下先生は「いいですね」「同じところに気付いた
人はいますか」「よく気付きました」などと、発言を価値付けた。
　Ｔ　　「もっと言いたいことがあったかもしれませんが、それ

はノートを集めた時に見せてもらいたいと思います」

　この時代について確認するため教科書を読んだ後、この時代
の文化にはどのようなものがあったか、教科書や資料集で各自
が調べて、全体で発表する。発表では、「七夕」「お月見」「かな
文字」「宴」「大和絵」「七草粥」「束帯と十二単」などが出された。

■教師の工夫・振り返り
　授業の前半は、教科書や資料を読み取って歴史的事実を確認
する学習が主体だった。木下先生は、子どもの発表時にはどの
資料にあった情報かを必ず併せて述べるように伝える。資料か

ら情報を読み取る力の育成のためだ。
　「子どもによって資料から読み取れる情報の数にはばらつきが
あります。それをペアや全体で確認し共有することで、皆が十
分な情報をもって、その後の学び合いに生かせるように時間を
掛けました」（木下先生）
　授業だけで知識を定着させるのが難しい場合には、「歴史キー
ワードブック」や年表にまとめる作業などを宿題に出すことで
知識の定着を補完している。

❹１人で考える
　Ｔ　　「文化がたくさん出てきました。実はこの頃の文化をま

とめて言うと、平安文化と言います。では、この平安
文化を短い言葉で言い換えると、特徴からどんな文化
と言えるでしょう。○○な文化とした時に、○○に入
る言葉を考えてみてください。答えは一つではないよ」

❺全体での学び合い
　Ｔ　　「では、考え終わった人、起立。鉛筆を持って、友だち

のノートを見に行って、その友だちの意見に対して感
想を書いてください。どうぞ」

　Ｃ　　（書き終えた子どもから他の子どものノートを見に行き
感想を書き込む　写真３、4）

　Ｔ　　「いくつか書いてもいいですよ」
　Ｔ　　「（数分後）席に戻ってください。では、発表してもら

いたいと思います。どんな文化かな、そう考えた理由
も言ってください」（以下、挙手した子どもから指名）

徳　田　「貴族の文化です」
　Ｔ　　「その理由は？」
徳　田　「その理由は、かな文字とか大和絵とかを考えたのは貴

族だからです」

◉本時のねらい　貴族中心の文化について理解する

写真２　全体で共
有した事実を基に、
まずは個人で考え
る。机間指導で
個々の理解度や考
えの多様性を見取
る木下先生
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社会と国語の授業に見る学び合いの流れとポイント
実際の授業の中で、学び合いはどのような工夫と共に実践されているのか。

木下先生の授業を通して、子どもたちが伸び伸びと意見を交わし合い、個人や集団の考えを深めていくプロセスを追った。

６年生　社会「大陸に学んだ国づくり」（5／6時間目）
Ｔ：教師　Ｃ：子ども、子どもの名前は仮名

P.23左上へ

感想を書き合うことで、子どもたちの考えを交流させるねらい

「大陸に学んだ国づくり」という単元全体のねらいを思い出
させながら、本時の学習を位置付けるねらい

隣の友だちと分かったことを比べ合い、個々の視点を広げ
るねらい

一人ひとりのノートを必ず見ていることを伝え、書く意欲
を育むねらい



特集

思考が深まる「学び合い」──「そうか、なるほど！」のある授業づくり

　Ｔ　　「貴族が考えたことだから貴族の文化だそうです。同じ
意見の人、いますね。なるほど。他にどうですか」

横　川　「日本独自の文化にしました（「いいと思います」とい
う反応）。その理由は、日本にしかない文化が多かった
からです」

　Ｔ　　「日本にしかない文化があった。日本独自の文化。どう
ですか。横川さんと同じ考えの人？（５人くらいが挙
手）。ああ～、結構いますね」

大　泉　「ほぼ同じなんですけど、国風の文化だと思います。理
由は、横川さんと同じなんですけど日本独自の文化だ
からです」

　Ｔ　　「どうですか？ 国風の文化。これ、日本独自のという
意味ですね。山下くんはどうですか。発表してください」

山　下　「風流な文化です」
　Ｔ　　「風流な文化。どうですか？」
Ｃ複数　「いいと思います」
　Ｔ　　「どうしてですか？ どういうところが風流な文化でし

ょう？」
山　下　「日本的な文化」
　Ｔ　　「日本的な文化が風流だと思ったということですね。ど

うですか。賛成？ 風流だなという気持ちって分かりま
すかね。お、最後にどうしても言いたい？ 岩田くん」

岩　田　「優雅な文化だと思います。蹴鞠とか、和歌とか作った
りするから、おしゃれだと思いました」

　Ｔ　　「なるほど。いろいろ考えられましたね。答えは一つで
はないですよね。最後、難しかったかもしれないけれど、
よく考えられましたね」

❻振り返り
　木下先生は、子どもがよく考え、たくさんの考えが出たこと
を褒めた。学習感想とキーワードを書いたノートを集めて終了。

■教師の工夫・振り返り
　木下先生はこの時代の文化を自分の言葉で捉え直し、学級全
体で考えを深めるために「○○な文化」を考えることにした。学
び合いの一環として、友だちのノートを読んで感想を書く活動
を取り入れた。年度初めは、ノートの見方に偏りがある子ども
もおり、「男子は女子のノートを３人以上見るように」などと伝
えていたが、どの子も経験を重ねるうちに、仲の良し悪しや男
女の区別なく、空いている席に率先して向かうようになった。
　「子どもたちは、自分の考えに友だちから感想をもらえるうれ
しさを知っています。授業後『書くのが遅くて、誰にも感想を書
いてもらえなかった』と私に言った子のつぶやきを耳にして、『ぼ
くが書くよ』とその場で書いてくれた子がいました。この活動
を通して人間関係も育まれていると感じます」（木下先生）
　「○○な文化」の発表の時、木下先生は山下くんを指名して「風
流な文化」と発表させた。机間指導の際に、他の子どもとは異
なる視点の表現だと感じていたからだ。この日は時間が足りず、
十分な意見交流ができなかったため、次時に「○○な文化」を再
び取り上げて話し合う活動を組み込む構想を練った。

◇授業の流れ
❶前時の学習の振り返り
　前時の学習感想・キーワードを発表し合う。「貴族。理由は貴
族の世の中になったから」「貴族の文化。その理由は貴族が考え
た文化が生まれたから」などが挙がった。

❷学習問題の提示
　電子黒板で紫式部の画像を提示し、今日学ぶことを確認する。

❸知識の確認 ･共有
　教科書や資料集で紫式部と清少納言を調べ、全体発表で情報
を共有。木下先生が大きく分けて、全体的なこと、紫式部に関
係すること、清少納言に関係することの三つに分かれることを

伝えた。紫式部と清少納言に関して調べられたことの発表後、
教科書を読み、この時代にかな文字が生み出され、日本独自の
文化が生まれたことを確認する。

❹１人で考える
　本時の知識も踏まえ、前時に考えた「○○な文化」について再
考する。
　Ｔ　　「この間、平安文化はどういう文化か、○○な文化とい

うのを考えてもらい、いくつか出てきましたよね。覚
えていますか。風流な文化、貴族の文化、日本独自の
文化、国風文化……。その他に○○な文化って考えら
れますか。昨日と今日のことと合わせてみて、どうい
う文化か、考えてノートに書いてみましょう」

◉本時のねらい　紫式部と清少納言についての理解を通じ、この時代の文化についての理解を深める

写真３　教室を歩
き回って友だちの
ノートを読み、感
想を書き込む

写真４　2人の友
だちの感想が書か
れている社会の
ノート
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６年生　社会「大陸に学んだ国づくり」（６／６時間目）

P.24左上へ



❺全体での学び合い
　隣同士・全体で話し合う。各自がノートに考えを書いた後、挙
手して発表し合う。木下先生は意見を価値付けながら板書する。
　Ｔ　　「新しいものを考えられた人、ぜひ言ってみてください」
　森　　「昨日、書いていたんですけど、はなやかな文化です。

女の人が何枚も服を着ていたり、文化をいろいろ見て、
はなやかなんじゃないかと思いました」

勝　又　「全体的に、平和な文化だと思います」
　Ｔ　　「全体的に、これはいい言葉ですね」
勝　又　「争いとかも、書いていないだけかもしれないけどなか

ったみたいなので。皆、和歌を書いたり蹴鞠をして遊
んでいる人もいたので、平和で楽しそうだからです」

　Ｔ　　「いいね、書いてありましたよね。まだあります？ 岩
田くん」

岩　田　「国文学の文化です」
　Ｔ　　「その理由は？」
岩　田　「それは枕草子とか源氏物語とかが書かれるようになっ

て、急激にかな文字とかが広まったと思うからです」
　Ｔ　　「なるほど、国文学の文化。さあたくさん出てきました。

平安文化って、こういう文化だよと。ちょっと考えて
みましょう。この中で、あなたが一番ふさわしいと思
うものはどれですか。それをノートに書きましょう」

　Ｃ　 （それぞれの考えをノートに書く）
　Ｔ　　「書いた人は理由を考えてください。あと、山下くん、

風流な文化について付け足しがありますね。『風流につ
いてよく分かりません』って山下くんのノートに感想
を書いている人がいたんだよね。どういうこと？」

山　下　「（辞書で調べたことを説明）自然を愛し味わう心。歌、
絵、生け花などの上品な遊びです」

　Ｔ　　「それを風流という。なるほど。では聞きたいと思いま
す。風流な文化が一番ふさわしいと思う人？（１人が
挙手）。貴族の文化の人（１人）。国風文化の人（７人）。
日本独自の文化の人（１４人）。はなやかな文化の人（２
人）、平和な文化の人（４人）、国文学の文化の人（２人）。
ちょっと分かれました。では、なぜそういう意見にし
たか、隣の人と自分の考えを説明し合ってください」

　Ｔ　　「では、ちょっと意見を言ってみてください」
河　合　「私は日本独自の文化にしました。理由は、日本独自と

いう言葉が、外国にはない、日本だけの文化というと
ころがいいと思ったからです」

　Ｔ　　「どうですか、賛成の人？（半数以上が挙手）。付け足
しは？」

岸　井　「河合さんに付け足しなんですけど。日本独自の文化が
ある前は漢字だけで大陸の文化だったので、それから
は日本だけの文化を築いていたので、日本独自の文化
がいいと思います」

　Ｔ　　「だそうです、どうでしょうか。では、森さん」
　森　　「私は国風文化にしました。その理由は、最初は大陸か

ら伝わってきたからです。資料集を読むとひらがなは
女の人が使うことが多かったみたいだけど、漢字をま
だ使っている人も多かったと思うから、日本だけじゃ
なくて大陸からの文化もあるので、全てをまとめて日
本という国だから国風文化だと思います」

　Ｔ　　「どうですか？ 大陸から伝わってきた文化も入ってい
るから国風文化がいいんじゃないかと。賛成の人（あ
まりいない）、反対の人（あまりいない）、では悩んで
いる人（半数以上）。悩んでいる。では山下くん、反対
だったら言ってください。あなたの意見も含めて」

山　下　「ぼくは風流な文化にしました。風流的な文化だから」
　Ｃ　　「なんか理由になっていない」
　Ｔ　　「もう少し詳しく言えるといいね。せっかく意味を調べ

たんだから、その理由を言えるといいですね。他はど
うですか。平和な文化、勝又さんが言ってくれた意見
に賛成な人、誰か理由を言えませんか。付け加えで。
では勝又さん、言ってみてください」

勝　又　「船に乗ったり、和歌を書いたり、蹴鞠をして、みんな
楽しそうに暮らしているから、たぶん平和だったんじ
ゃないかと思います」

❻振り返り
　Ｔ　　「いろいろな意見が出ましたね。最後、キーワードと学

習感想のところに、考えが変わった人はその考えを書
いてみましょう」

■教師の工夫・振り返り
　１人で考える時間を設けた後、ペア学習で考えを比較して深
めさせた上でいくつかの案に集約。賛成・反対を出させることで、
平安文化についての考えを深めやすくした。
　前時、山下くんのノートには友だちから「風流の意味が分から
ない」という感想が書かれていたため、木下先生は辞書で調べた
ことを発表させて
学び合いのきっか
けの一つとした。
　「『分からない』と
きちんと伝えた子ど
もがいたことで、風
流の意味を皆で考え
る学習に広がりまし
た」（木下先生） 写真６　賛成・反対の挙手をさせながら進める

写真５　本時の板書。それぞれの文化の横には挙手した子どもの人数
が書かれている
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平安文化についての考えを深めた上で、前時の学習を思い
出させて発展させるねらい

自分の意見を決め、理由を説明し合う学習で更に考えを深
めるねらい



特集

思考が深まる「学び合い」──「そうか、なるほど！」のある授業づくり

◎４月の時点ではあまり長い文章を書けない子どもが多かっ
たため、いろいろな教科で書くことへの指導を大切にしま
した。結果は２か月ほどで表れ、自分の考えや理由などを、
順を追って説明する子どもが増えてきました（木下先生）

◎学び合いが充実するにつれて、「もっと考える時間をくだ
さい」など、子どもが考えることを欲する言葉が聞かれる
ようになりました。授業中の会話も活性化し、友だちの考
えを知ることの楽しさを実感しているように思います（木
下先生）

◎ノートにコメントを書き合う中で、友だちへの理解が深ま
り、子どもたちの人間関係が良くなってきました。また、
普段は仲の良い子が授業では反対意見を言えるようになっ
てきたこともうれしいことです（木下先生）

◎木下先生の学級では「先生が全て受け止めてくれる」とい
う安心感があります。そのため、どの子も安心して発言し
たり、さまざまなことに自信をもって取り組めるように
なってきていると思います（清水校長）

◇授業の流れ
❶１人で考える
　教科書の本文を読み、筆者の考えが一番表れている部分を確
認した上で、筆者の考えに対する自分の考えをノートに書く。
　Ｔ　　「5行ぐらい書いている人がいますね。自分の考えです

から、迷わず思ったことを書いてください」

❷全体での学び合い
　Ｔ　　「いつも通り、友だちのノートを見せてもらい、そこに

感想を書いてもらいたいと思います。終わった人は筆
記用具を持って後ろに並びましょう。目安として３人
以上、友だちの感想に対する自分の考えを書きましょ
う」

　友だちのノートを読み、そこに自分の感想を書き込む。ひと
通り書き終わった頃、席に戻り、友だちの感想の中で良いと思
ったものを推薦し合う。推薦された子どもは自分の考えを発表。
一同、推薦されたことを讃えながら聞き合う。木下先生は一人
ずつ良い点をコメントし、学級全体で共有する（下記では省略）。
　森　　「勝又さんの感想がいいと思いました」
勝　又　「私のような人間だって、ずっと前の先祖は猿という動

物になり、その前はとても小さな生物だった。どんな
生き物でも時代をさかのぼっていけば同じ生き物にな
ると思う。今は姿や形が全く違った生き物でも大昔は
みんな同じだったので、動物や人類の無駄な殺し合い
をすると、味方を殺していることになる。だから、そ
んなことはやめてみんな平等に平和に生きていけたら
いいなと思いました」

下　山　「大泉さんの感想がいいと思いました」
大　泉　「筆者はロボットの犬と本物の犬を比べて、特徴や変化

を書いて、最後に生き物と人間についてまとめて、『今
生きていることは素晴らしい』と書いたり、『あなたは
たった一つのかけがえのない存在です』など、人間な
どに呼びかけ、人間を励ましてくれているように感じ、
自分も生き物も生きているということが改めて感じら

れました」
　他にも数人が推薦され、発表した。
　Ｔ　　「友だちからの感想が書いてあると思いますので、それ

はしっかり見てもらいたいと思います。では、もっと
もっと発表してもらいたいのですが、先生ももう１回
読ませてもらいたいので、ノートを出してください。
よく考えて、たくさん書いていました。次回からまた
違う勉強をしていきましょう」

■教師の工夫・振り返り
　「３人以上の友だちのノートに感想を書くように」と伝えたが、
８人の感想が書かれた子ども
もいた。
　「友だちが自分の考えを読
んで、どう思うかを知るのは
とても楽しいものです。自分
が書けばいっぱい友だちも書
いてくれるという気持ちにな
りますし、また次に書こうと
いう意欲にもつながります」
（木下先生）
　推薦された子どもが感想を
読み上げると、全員から大き
な拍手が起こった。発表した
子どもの誰もが、とても誇ら
しげな表情を浮かべていたの
が印象的だった。木下先生は、
隣同士で考えを確認し合い、
良いと思ったら推薦し合う活
動を、多く取り入れる。
　「初めにペア学習をし、友
だちに考えを認められること
で、自信をもって全体に向け
て発表できます」（木下先生）

◉本時のねらい　筆者の考えを読んで、自分の考えをまとめる

写真７　友だちの感想が書かれた国
語のノート。感想に名前も添える
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学び合いを通じた子どもの成長

６年生　国語「生き物はつながりの中に」（７／７時間目）



　
網
走
市
立
東
小
学
校
で
は
、
全
学
級
で

年
４
回
の
交
流
授
業
（
公
開
授
業
）
を
行

い
、
そ
の
日
の
放
課
後
に
参
観
者
全
員
が

出
席
す
る
40
分
間
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型

検
討
会
を
開
い
て
い
る
。
参
観
者
は
授
業

を
見
な
が
ら
、「
よ
い
と
思
う
点
」
を
黄

色
の
付
せ
ん
、「
自
分
な
ら
こ
う
す
る
点
」

を
ピ
ン
ク
の
付
せ
ん
に
書
い
て
お
く
。

　
検
討
会
で
は
、
ま
ず
授
業
者
が
授
業
の

ポ
イ
ン
ト
を
端
的
に
発
表
し
た
後
、
授
業

の
よ
か
っ
た
点
に
つ
い
て
10
分
間
、
改
善

点
に
つ
い
て
20
分
間
話
し
合
う
（
図
１
）。

そ
の
際
、
参
観
者
は
付
せ
ん
の
内
容
と
そ

う
考
え
た
理
由
を
発
表
し
な
が
ら
、
付
せ

ん
を
授
業
者
に
渡
す
。
研
究
主
任
の
後
藤

亜
希
先
生
は
、
付
せ
ん
を
使
う
利
点
を
次

の
よ
う
に
話
す
。

　「
短
い
文
章
で
気
負
わ
ず
に
考
え
を
述

べ
ら
れ
る
た
め
、
若
手
の
先
生
を
含
む
全

教
師
が
積
極
的
に
意
見
を
出
せ
ま
す
」

　
石
田
篤
司
校
長
は
、
教
師
全
員
で
事
後

研
を
つ
く
る
雰
囲
気
も
大
切
だ
と
話
す
。

　「
管
理
職
も
一
参
観
者
と
し
て
出
席
し

ま
す
が
、
若
手
の
先
生
の
意
見
に
ベ
テ
ラ

ン
の
先
生
が
う
な
ず
く
こ
と
も
し
ば
し
ば

で
す
」

　
授
業
者
は
２
色
の
付
せ
ん
を
そ
れ
ぞ
れ

別
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
図
２
）
に
貼
り
、

発
言
の
趣
旨
ご
と
に
分
類
し
、
見
出
し
を

付
け
る
。
授
業
者
が
主
体
と
な
っ
て
そ
の

場
で
分
類
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
と
、

秋
山
康
則
教
頭
は
話
す
。

　「
参
観
者
か
ら
の
意
見
を
授
業
者
自
身

が
整
理
す
る
こ
と
で
、
本
時
の
最
大
の
改

善
点
を
見
極
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
後
の
授
業
改
善
の
設
計
図
を
自
ら
の
手

で
作
る
作
業
と
言
え
る
で
し
ょ
う
」

　
授
業
者
は
、
検
討
会
の
内
容
や
そ
れ
を

踏
ま
え
た
改
善
点
を
「
反
省
用
紙
」
に
ま

と
め
、
次
時
の
授
業
か
ら
実
践
す
る
。

　「
既
に
ポ
イ
ン
ト
は
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に

整
理
し
て
い
る
た
め
、
反
省
用
紙
作
り
に

手
間
は
か
か
り
ま
せ
ん
」（
後
藤
先
生
）

　
授
業
者
が
参
観
者
か
ら
意
見
を
引
き
出

そ
う
と
努
め
て
い
る
こ
と
も
、
同
校
の
検

討
会
の
特
徴
だ
。

　「『
今
の
意
見
に
関
連
し
て
何
か
あ
り
ま

せ
ん
か
』
と
、
先
生
方
に
問
い
掛
け
ま
す
。

授
業
者
が
『
も
っ
と
意
見
を
聞
か
せ
て
ほ

し
い
』
と
い
う
謙
虚
な
姿
勢
を
見
せ
、
参

観
者
の
発
言
に
耳
を
傾
け
て
こ
そ
、
誰
も

が
発
言
し
や
す
い
雰
囲
気
が
生
ま
れ
る
と

思
い
ま
す
」（
後
藤
先
生
）

「
事
後
研
」
を
活
性
化
さ
せ
る
工
夫

授
業
研
究
の
カ
ギ
を
握
る
の
は
、
授
業
を
公
開
し
た
後
に
行
う
事
後
研
究
会
（
事
後
研
）
だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
の
意
見
を
受
け
止
め
、

分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
授
業
者
は
自
分
の
授
業
を
客
観
的
に
把
握
で
き
、
改
善
へ
の
糸
口
を
見
つ
け
や
す
く
な
る
。

今
号
で
は
、
授
業
者
が
主
体
と
な
っ
て
活
発
に
意
見
を
交
換
し
て
い
る
事
後
研
の
事
例
を
紹
介
す
る
。

授
業
者
中
心
に
議
論
を
進
め
、
短
時
間
で
授
業
改
善
に
つ
な
げ
る

北
海
道
網
走
市
立
東
小
学
校

事
例

今
回
の
テ
ー
マ

付
せ
ん
を
活
用
し
た

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
検
討
会

ひ
が
し

パワーアップ！

      授業研究
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網
走
市
立
東
小
学
校
研
究
主
任

　
３
・
４
学
年
担
任

後
藤
亜
希

G
o

to
 A

ki

「
常
に
よ
り
良
い
授
業
研
究
の
あ
り
方
を
考

え
、
試
し
て
い
る
。
模
擬
授
業
も
他
の
先
生

方
の
２
倍
多
く
行
お
う
と
努
め
て
い
る
」

網
走
市
立
東
小
学
校
教
頭

秋
山
康
則

A
kiyam

a Yasu
n
o

ri

「
普
段
か
ら
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
良
さ

が
生
か
さ
れ
、
学
習
状
況
に
合
っ
た
授
業
か

ど
う
か
を
見
る
よ
う
心
掛
け
て
い
る
」

網
走
市
立
東
小
学
校
校
長

石
田
篤
司

Ish
id

a A
tsu

sh
i

「
子
ど
も
と
の
関
係
づ
く
り
や
学
級
運
営
な

ど
、
大
局
的
な
観
点
か
ら
授
業
を
見
て
、
良

い
点
を
中
心
に
先
生
方
に
伝
え
て
い
る
」

北海道網走市立東小学校
◎ 1985（昭和６０）年、小規
模校６校を統合して開校。教
師全員が積極的に発言する
授業研究を目指して、2010
年度からワークショップ型の
検討会を実施している。周
辺の小学校との交流授業も
盛ん。

授
業
研
究
に
学
校
全
体
で
主
体
的
に

取
り
組
む
た
め
に
心
掛
け
て
い
る
こ
と

校　長 石田篤司先生
児童数 ５３人　学級数　７学級（うち特別支援学級２）　教員数　１４人
所在地 〒０９９-３１１１　北海道網走市藻琴２２５
T E L  ０１５２-４６-２７７０
ＵＲＬ なし　　E-mail　higashi@study.hs.plala.or.jp
公開研究会 ２０１１年１０月２８日（金）

図１ 検討会の流れ

図２ 「ワークシート」（左）と「反省用紙」（下）
貼る付せんの種類に合わせて、「よ
いと思う点」「自分ならこうする
点」の２種類のワークシートを用
意。参観者一人ひとりから渡され
た付せんを授業者が分類し、見出
しを付ける。用紙の大きさはいず
れも A３で、左は「自分ならこう
する点」の例

話し合いの時間は短めに設定
し、ストップウォッチで管理。
他者の発言を待つのではなく、
参観者に進んで発言してもら
おうというねらいだ

授業者は検討会後、ワークシートを基に、次の授業に
生かす改善点をまとめた「反省用紙」を作成。次時以降
の具体的なアクションにつなげる重要な過程だ

「反省用紙」は、Benesse教育研究開発センターのウェブサ
イトから加工可能な形式でダウンロード出来ます
http://benesse.jp/berd/→情報誌ライブラリ（小学校向け）

参観者が「よいと思う点」についての付せんを授業者に渡し、
簡潔に意見を述べる。授業者は意見を聞き、付せんをワークシー
トに分類しながら貼る

授業のねらいや工夫した点、授業後の反省などを授業者が参観
者に説明

授業者が付せんを貼り終えたシートを見ながら、自分の授業の
よかった点を振り返る

授業者は付せんを貼り終えたワークシートを見ながら、翌日か
らの授業改善の見通しを述べる

「よいと思う点」と同様に、参観者が意見を述べ、授業者がワー
クシートに付せんを貼る。「なぜ改善が必要か」「どう改善する
か」という踏み込んだ話し合いに発展させるため、「よいと思う
点」よりも話し合いの時間を長く取る

①授業者による授業の
　ポイント・反省（１～３分）

②「よいと思う点」についての
　検討（１０分）

③「よいと思う点」のまとめ
　（３分）

⑤「自分ならこうする点」の
　まとめ（４分）

④「自分ならこうする点」に
　ついての検討（２０分）
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る
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家
事
を
手
伝
う
こ
と
で

　
　
　

働
く
喜
び
を
感
じ
さ
せ
る

　
飯
田
市
立
丸
山
小
学
校
は
２
０
０
９
年

度
、
飯
田
市
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
校
に

指
定
さ
れ
、
全
学
年
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
を

始
め
た
。
北
澤
正
光
校
長
は
、
同
校
の
キ

ャ
リ
ア
教
育
を
次
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
。

　「
小
学
校
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
挨
拶

を
す
る
、
時
間
を
守
る
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
礎
や
、
社
会
の
一
員
と

し
て
役
割
を
果
た
す
こ
と
、
目
標
に
向
か

っ
て
根
気
よ
く
努
力
す
る
こ
と
な
ど
、
将

来
の
社
会
生
活
に
不
可
欠
な
力
の
育
成
で

す
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
も
大
切
に
し
て

き
た
教
育
活
動
の
延
長
上
に
キ
ャ
リ
ア
教

育
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
」

　
同
校
は
、
当
時
５
年
生
の
学
級
を
モ
デ

ル
ケ
ー
ス
と
し
て
取
り
組
み
を
進
め
た
。

柱
と
な
っ
た
活
動
は
、
年
２
回
の
「
チ
ャ

レ
ン
ジ
ウ
ィ
ー
ク
」
だ
。
子
ど
も
自
身
が

１
週
間
に
家
庭
で
ど
ん
な
お
手
伝
い
を
す

る
か
を
決
め
、「
学
習
カ
ー
ド
」（
図
１
）

に
毎
日
ど
れ
だ
け
出
来
た
か
を
記
録
す
る
。

キ
ャ
リ
ア
教
育
研
究
主
任
の
熊
谷
博
先
生

は
、「
チ
ャ
レ
ン
ジ
ウ
ィ
ー
ク
」
の
ね
ら

い
を
次
の
よ
う
に
話
す
。

　「
家
庭
で
の
自
分
の
役
割
や
責
任
を
果

た
す
こ
と
で
、
人
の
役
に
立
つ
喜
び
を
知

っ
て
ほ
し
い
と
考
え
ま
し
た
。
面
倒
で
も

自
分
で
決
め
た
お
手
伝
い
を
毎
日
続
け
、

大
変
さ
と
そ
の
先
に
あ
る
達
成
感
を
得
る

体
験
は
、
働
く
素
晴
ら
し
さ
に
気
付
く
こ

と
に
も
つ
な
が
る
と
思
い
ま
し
た
」

　
保
護
者
に
は
１
週
間
の
お
手
伝
い
の
様

子
を
見
て
感
じ
た
こ
と
を
手
紙
（
図
２
）

に
書
い
て
も
ら
い
、
担
任
か
ら
子
ど
も
た

ち
に
手
渡
し
た
。「
毎
日
、
ご
飯
の
支
度

を
手
伝
っ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」「
と

て
も
助
か
り
ま
し
た
」
な
ど
、
感
謝
の
気

持
ち
を
伝
え
る
手
紙
を
読
ん
だ
時
の
子
ど

も
た
ち
の
様
子
を
、
５
年
生
の
担
任
だ
っ

た
安
藤
幸
彦
先
生
は
次
の
よ
う
に
話
す
。

　「
自
分
の
お
手
伝
い
が
保
護
者
の
役
に

立
っ
た
と
分
か
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
う

れ
し
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
全
員
が
恥
ず

か
し
が
り
な
が
ら
も
手
紙
を
何
度
も
読
み

返
し
、大
切
そ
う
に
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
」

　「
チ
ャ
レ
ン
ジ
ウ
ィ
ー
ク
」
の
前
後
に

は
、
子
ど
も
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
思
い
を

記
入
。
始
め
る
前
は
「
面
倒
く
さ
く
て
嫌

だ
な
と
思
っ
た
」
と
書
い
て
い
て
も
、
お

手
伝
い
を
し
た
後
に
は
「
家
族
の
た
め
に

な
る
か
ら
や
っ
た
か
い
が
あ
っ
た
。
こ
れ

か
ら
も
続
け
た
い
」
と
書
く
な
ど
、
子
ど

も
の
気
持
ち
の
変
化
が
見
て
取
れ
た
。

保
護
者
の
手
紙
が
児
童
の
意
欲
を

高
め
る「
チ
ャ
レ
ン
ジ
ウ
ィ
ー
ク
」

長
野
県
飯
田
市
立
丸
山
小
学
校

飯
田
市
立
丸
山
小
学
校
は
、家
庭
や
職
場
で
働
く
保
護
者
の
姿
を
通
し
て「
生
き
る
力
」を
育
む
取
り
組
み
と
し
て

キ
ャ
リ
ア
教
育
を
位
置
付
け
る
。
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
出
来
る
活
動
を
積
み
重
ね
て
き
た
結
果
、

多
く
の
子
ど
も
が
人
の
役
に
立
つ
喜
び
を
感
じ
取
り
、何
事
に
も
意
欲
的
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
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飯田市立丸山小学校

熊谷　博
Kumagai Hiroshi

キャリア教育研究主任、６学年担任
「友だちにも両親にも地域に
も、そして自分自身にも応え
られる子どもを育てたい」

長野県飯田市立丸山小学校
◎１８７３（明治６）年創立。2010年度、飯田西中学校と
連携。両校の教師全員と校区内の三つの公民館長が出
席する合同研修会を年３回行うなど、地域と一体となって
キャリア教育を進めている。
校長 北澤正光先生
児童数 ６６０人
学級数 ２７学級（うち特別支援学級５）
所在地 〒３９５－００７１
　　　　長野県飯田市今宮町２－１１３－１
TEL ０２６５－２２－０５８０
URL http://marusc.ed.iidanet.jp/

飯田市立丸山小学校校長

北澤正光
Kitazawa Masamitsu

「いかなる困難に直面しても
一歩前へ足を踏み出す気力
を持った子どもを育てたい」

飯田市立丸山小学校

安藤幸彦
Ando Yukihiko

キャリア教育係主任、５学年担任
「今出来ること、目の前のこと
に、常に一生懸命取り組む子
どもになってほしい」

　「
子
ど
も
は
保
護
者
に
家
事
を
教
わ
り
、

実
際
に
し
て
み
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
い
か

に
大
変
か
を
知
っ
た
よ
う
で
す
。
１
週
間

の
記
録
を
付
け
た
り
、
感
想
を
書
い
た
り

す
る
こ
と
で
、
自
分
の
変
化
に
気
付
き
、

意
識
次
第
で
自
分
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て

い
け
る
と
い
う
実
感
も
得
ら
れ
た
で
し
ょ

う
。
更
に
、
保
護
者
か
ら
の
手
紙
で
自
分

の
お
手
伝
い
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ

た
か
も
分
か
り
、『
お
父
さ
ん
や
お
母
さ

ん
の
た
め
に
も
っ
と
喜
ん
で
も
ら
お
う
』

と
い
う
前
向
き
な
気
持
ち
が
生
ま
れ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
保
護
者
か
ら
は
『
子
ど

も
に
感
謝
し
、
そ
の
思
い
を
伝
え
る
良
い

機
会
に
な
り
ま
し
た
』
と
い
う
声
が
寄
せ

ら
れ
る
な
ど
、
親
子
関
係
に
も
良
い
影
響

が
あ
る
よ
う
で
す
」（
安
藤
先
生
）

　「
チ
ャ
レ
ン
ジ
ウ
ィ
ー
ク
」
終
了
後
も
、

保護者からの手紙を読んで書いたBさんの感想
「いつもお母さんに任せていたので、自分で出来ることは全部やりたい。お母さん
たちのためにもっとお手伝いをしたいと思った」

１週間のお手伝いを終えて書いた
Aさんの感想
「お手伝いをすることでお家の人に喜んで
もらえるし、これから先将来のことなど、自
分のためになるから、これからもずっといろ
いろなお手伝いを、自分から進んで続けて
いきたいです。お母さんやお父さんを楽に
させてあげたいです。しっかり『チャレンジウ
ィーク』が出来て良かったです。『チャレン
ジウィーク』をやるのにお母さん、班のみん
なからの応援メッセージがあったから続ける
ことが出来たんだと思いました」

「チャレンジウィーク」を始める前に、友だちと
保護者に応援メッセージを書いてもらう。楽し
い気持ちでお手伝いが出来るようにするねら
いだ。「学習カード」は自宅に持ち帰り、お手
伝いをした後に毎日、「今日やった感想」「明
日工夫したいこと」を書いて一日を振り返る。
お手伝いが「自分からできた」場合は◎、「言
われてできた」場合は○、「できなかった」場
合は△を記入する

図１　「食器をぴっかぴかにしよう」という目標を立てたAさんの「学習カード」

図２　Ａさんと同じく、食後の食器洗いに取り組んだ
　　　Bさんの保護者からの手紙



キャリア教育の授業でご活用いただける
６年生向けの無料教材の事前予約受付中！
ベネッセは２００７年度から「家庭学習に関する冊子」などを先生方やご家庭に無料で提供する「学び
応援プロジェクト」を実施しております。２０１０年度は、のべ約１１,０００校から約１８７万冊ものお申し込
みをいただきました。
２０１１年度は、小学６年生の児童向けに、１月にキャリア教育の授業に役立つ副教材を無料でご提供
いたします。ただ今、予約受付中です。詳しくは本誌同送のチラシをご覧ください。
ぜひ貴校の教育活動にお役立て下さい。

学校＆家庭　学び応援プロジェクトホームページ　http://www.benesse.co.jp/manabiouen/

2011年
事前予約締め切り

11/30 水

30

　「
先
生
方
は
『
チ
ャ
レ
ン
ジ
ウ
ィ
ー
ク
』

や
『
一
日
職
場
体
験
』
を
見
て
、
本
校
の

キ
ャ
リ
ア
教
育
が
目
指
す
『
生
き
る
力
』

の
育
成
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
き
ま
し

た
。
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
出
来
る
活
動
を

続
け
れ
ば
、
子
ど
も
自
身
が
人
の
役
に
立

つ
こ
と
に
喜
び
を
覚
え
、
何
事
に
も
意
欲

的
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
る
こ
と
を
感
じ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
全
学
年
の
教
師
が

一
人
ず
つ
参
加
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
部
会

を
設
け
、
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
各
学
年

で
何
が
出
来
る
か
、
保
護
者
の
理
解
を
ど

う
得
る
か
を
、
毎
月
の
部
会
で
話
し
合
っ

て
い
ま
す
」

　
家
庭
に
対
し
て
は
、
学
級
だ
よ
り
や
懇

談
会
な
ど
で
活
動
の
ね
ら
い
や
子
ど
も
の

様
子
を
伝
え
て
い
る
。
更
に
、
北
澤
校
長

か
ら
も
協
力
を
呼
び
掛
け
て
い
る
。

　「
学
校
だ
よ
り
や
参
観
日
の
講
話
な
ど

を
通
し
て
、
私
が
感
じ
る
子
ど
も
の
成
長

を
保
護
者
に
伝
え
て
い
ま
す
。
学
級
担
任

か
ら
だ
け
で
な
く
、
校
長
と
し
て
学
校
の

姿
勢
や
目
指
す
子
ど
も
像
を
こ
ま
め
に
伝

え
る
こ
と
で
も
、
学
校
と
家
庭
の
結
び
付

き
を
強
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
学

校
と
家
庭
が
連
携
し
て
子
ど
も
を
支
え
ら

れ
る
関
係
、『
チ
ー
ム
丸
山
』
を
目
指
し
て
、

今
後
も
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
」（
北
澤
校
長
）

自
分
か
ら
家
事
を
手
伝
う
子
ど
も
が
多
い

と
い
う
。
ま
た
、
普
段
の
学
校
生
活
で
も
、

自
分
か
ら
進
ん
で
掃
除
を
し
た
り
、
机
を

運
ぶ
友
だ
ち
を
手
伝
っ
た
り
す
る
な
ど
、

「
学
校
で
も
自
分
の
役
割
を
果
た
そ
う
」

「
友
だ
ち
の
役
に
立
と
う
」
と
す
る
姿
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

中
学
校
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
し

６
年
生
で
職
場
体
験
を
実
施

　
10
年
度
か
ら
は
、
同
校
の
卒
業
生
の
大

半
が
進
学
す
る
同
市
立
飯
田
西
中
学
校
と

連
携
。
将
来
、
地
元
で
活
躍
す
る
人
材
を

育
て
よ
う
と
、「
人
と
つ
な
が
る
力
」「
最

後
ま
で
や
り
抜
く
力
」「
夢
や
目
標
を
描

く
力
」「
職
業
・
仕
事
に
関
心
を
持
つ
力
」

「
ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
力
」
の
５
つ
の
力

の
育
成
と
い
う
、
小
・
中
学
校
共
通
の
目

標
を
立
て
た
。
こ
れ
を
基
に
「
飯
田
型
キ

ャ
リ
ア
教
育
」
と
し
て
、
９
年
間
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
を
作
成
し
て
い
る
。

　
そ
の
一
環
と
し
て
、
夏
休
み
に
６
年
生

が
保
護
者
の
職
場
を
訪
問
し
、
仕
事
の
や

り
が
い
や
大
変
さ
、
大
切
に
し
て
い
る
こ

と
な
ど
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
「
一
日
職

場
体
験
」
を
行
っ
た
。

　「
中
学
校
の
職
場
体
験
で
は
保
護
者
の

姿
を
見
る
こ
と
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、

子
ど
も
に
と
っ
て
貴
重
な
経
験
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
職
場
で
働
く
人
た
ち
の
様
子

か
ら
、『
挨
拶
を
す
る
』『
時
間
を
守
る
』『
自

分
の
考
え
を
相
手
に
伝
え
る
』と
い
う『
学

校
で
大
事
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
』
を
、

大
人
も
と
て
も
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
に

気
付
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
気
付
き
こ
そ

が
、
今
の
自
分
を
見
つ
め
直
し
、
将
来
を

描
く
上
で
の
手
掛
か
り
に
な
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
」（
熊
谷
先
生
）

キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て

「
生
き
る
力
」
を
育
む

　
北
澤
校
長
は
、
保
護
者
の
働
く
姿
を
通

し
て
「
生
き
る
力
」
を
育
み
た
い
と
話
す
。

　「『
チ
ャ
レ
ン
ジ
ウ
ィ
ー
ク
』
で
は
家
庭

で
の
仕
事
を
通
し
て
、『
一
日
職
場
体
験
』

で
は
職
場
で
の
仕
事
を
通
し
て
、
保
護
者

が
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
か
を
伝
え
て

き
ま
し
た
。
子
ど
も
に
と
っ
て
最
も
身
近

な
大
人
で
あ
る
保
護
者
の
働
く
姿
を
見
る

こ
と
で
、
働
く
意
味
や
素
晴
ら
し
さ
を
感

じ
取
り
、
人
と
の
関
わ
り
方
の
基
本
を
知

り
、
自
立
す
る
力
を
身
に
付
け
て
ほ
し
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
本
校
で
は
、
キ
ャ
リ

ア
教
育
を
人
生
や
生
き
方
を
学
ぶ
教
育
、

い
わ
ば
『
生
き
る
力
』
を
育
て
る
教
育
と

位
置
付
け
て
い
ま
す
」

　
熊
谷
先
生
は
、
こ
の
２
年
間
の
成
果
を

全
校
に
広
め
た
い
と
話
す
。
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ベネッセのデータでみるベネッセのデータでみる

子どもの学び子どもの学び

「家事の手伝い」を「一人ででき
る」割合は６割前後で、項目全
体では中間に位置する数値であ
る。また、学年段階別にみると、
「計画的に勉強すること」は、「一
人でできる」割合の上昇幅が最
も大きい

上記の関連データはコチラ！
http://benesse.jp/berd/
＊「調査・研究データ」コーナーをご覧ください

全体として、小学生
の保護者のほうが中
学生の保護者よりも、
学校や学校外の教育
に対する期待度が高
い。ただし、「受験に
役立つ学力を伸ば
す」「将来の進路や職
業について考えさせ
る」の２項目は、中学
生の保護者の期待度
が約20～30ポイント
高くなっている

６割の子どもが「家事の手伝い」を一人でできる
日ごろの生活習慣

小学生の保護者は、受験や将来の進路よりも、
基本的な学力や生活習慣の定着を望む

保護者が学校や学校外の教育に期待すること

数値は、「完全に一人でできる」と「だいたい一人でできる」を合計した割合注）

出典：Benesse教育研究開発センター「第３回子育て生活基本調査」
調査時期は、2007年９月、調査対象は首都圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）の小学１年生～中学３年生の子どもをもつ保護者7,282人（うち小学生の保護者
は3,625人）、調査方法は学校通しによる家庭での自記式質問紙調査

数値は、「とても期待する」と「まあ期待する」を合計した割合注）

出典：Benesse教育研究開発センター「学校教育に対する保護者の意識調査２００８」
調査時期は、2008年３月、調査対象は全国の小２生、小５生、中２生の子どもをもつ保護者5,399人（うち小学生の保護者は3,４２７人）、調査方法は学校通しによる家
庭での自記式質問紙調査
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◎今後の学校教育において大切なことを再認識させら
れた思いです。公立小学校の役割など5つの視点から
の理論や実践はどれも参考になるもので、校長として
新たな気持ちで学校経営に当たらねばという気持ちに
なりました。今以上に義務教育を意識しつつ、組織で
の取り組みを充実させ、家庭・地域との連携を図って
いこうと思います。

◎向山行雄校長先生と新藤久典校長先生の「基調提案」
にあった「地に足の着いた教育活動を通じて『学校ブラ
ンド』を構築する」「考えることや将来の可能性に消極
的な子どもに付けるべき学力をもっと真剣に検討しな
ければなりません」は、多くの現場教師が共感すること
だと思います。更に「例えば」「具体的には」といった記
述が読みたくなりました。

◎本校は学区再編で児童が約250人減り、今までの学
校運営の基盤が大きく変わりました。新しい学校づく
りの観点からも、自分の考えを整理する上でも、今回の
特集はとても役立ちました。特に「実践編」の露木昌

まさ

仙
のり

校長先生、向山行雄校長先生、加藤博之校長先生のお話
の中に多くのヒントを見付けました（参観者の授業研
究後の4段階評価等）。「福祉」の役割を求める保護者の
増加には同感です。

◎「理論編①公立小学校の役割」で西村佐
すけ

二
じ

教授が述べ
られたことは、とても読みやすく、納得できました。「義
務」であり「サービス」ではないと、学校が出来ることや

責任の範囲を示すことによって、際限のない多忙感か
ら子どもに向き合う意欲、授業づくりに向かう活力が
生まれると思いました。

◎各識者の提言が、今後の学校教育で大切なことにつ
いて具体的に述べられており、その思いもよく伝わっ
てきました。「理論編②学力」の星野昌

よし

治
はる

教授の学力観
に特に共感できました。

◎「理論編③授業づくり」の北俊夫教授の記事が一番参
考になりました。校内での授業研究を予定しているの
で、現状をしっかり把握し、子どもの学力の状況や教師
の指導上の課題などを話し合いながら、充実したもの
にしていきたいと思います。

◎テーマが大きかったせいか、正直に言って、総論・一
般論に終わっているように感じました。「授業づくりの
重要性」「組織づくりの大切さ」は学校経営上からも絶
対に外せないとは承知していますが……。小学校の校
長となり１年目ですが、特に「理論編④組織マネジメン
ト」の天笠茂教授の記事は内容にとても共感できまし
た。

◎「理論編⑤小・中学校の接続」の無藤隆教授の記事は、
今春に中学校から小学校へ異動した私にとって非常に
興味深いものでした。5点のポイントを機会のあるご
とに伝えていきたいです。

2011 Vol.1特集「現在と未来をつなぐ小学校教育」へのご意見

　「学び合い」のある学級は、教室がやわらかな空気に満ちていると感じま
す。子どもが考え、一心にノートに書く鉛筆の音の心地よさ。友だちの発言
に対して、賞賛したり、安心して反対意見を出したり出来る一体感のある雰囲
気。３月の震災後に各国が驚きこぞって報道した、尊重し合い、信頼し合い、
知恵を出し合って力を合わせる社会の姿と重なりました。改めまして被災地の
皆さまに心よりお見舞い申し上げますと共に、『VIEW21』の編集者として何
が出来るのかを考え続けたいと思います。（青木）

編集後記 発行人 新井健一
編集人 原 茂
発行所　　　（株）ベネッセコーポレーション
 Benesse教育研究開発センター
印刷製本　　（株）ビーヴィオコーポレーション
編集協力　　（有）ペンダコ
執筆協力 二宮良太
撮影協力 荒川潤、川上一生、南弘幸
イラスト協力 浅沼リカ、幸剛
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文部科学省が震災地の学校と提供者を結ぶマッチングサイトを
開設しています　

「東日本大震災子どもの学び支援ポータルサイト」http://manabishien.mext.go.jp/

お知らせ

［鹿児島県／T小学校／O・K］

［長野県／Ｔ小学校／Ｙ・Ａ］

［山形県／Ｈ小学校／Ｔ・K］

［岡山県／Ｋ小学校／Ｆ・Ｎ］

［秋田県／Ｓ小学校／K・Ｈ］

［埼玉県／N小学校／Ｉ・Ｃ］

［愛知県／Ｔ小学校／Ｔ・Ａ］

［北海道／Ｍ小学校／Ｔ・Ｓ］
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