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学
校
事
例
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S c h o o l  D a t a
◎１９74（昭和 49）年に６
つの中学校が統合して開校。
２００８～１０年度は県の「学
力向上のための重点支援事
業」、09年度には県の「目
指せ！教育先進校応援事業」
の指定を受ける。

校長◎勝間 慎先生　

生徒数◎３３６人　　学級数◎１３学級（うち特別支援学級３）

所在地◎〒786-0011　高知県高岡郡四万十町香月が丘 8-18

TEL◎ 0880-22-0020

URL◎ http://www.kochinet.ed.jp/kubokawa-j/

公開研究会◎２０１１年１０月５日（水）

毎年４月に職員全員で「協同的な学び」の理論を
基礎から学習しなおし、目指す指導法を確認、見
直す機会をつくっている
「学び合い」を共通言語に、発問の仕方や発言の
つなぎ方によって、生徒が深く考えていたかを教
科を超えて議論し合う授業研究の場をつくる

●

●

取り組みを続けるポイント

授業を2段階で構成。前半は「個人作業の共同化」
による基本事項の習得。後半は「背伸びとジャン
プ」による質の高い学びを目指す
「待つ」「追い込む」「つなぐ」など、生徒のつぶ
やきや意見を大切にし、それらをつないだ柔軟な
授業展開を行う

●

●

取り組みの概要

以前は荒れていたが、「学び合い」の導入により、
生徒は落ち着きを取り戻している
勉強が苦手な生徒や意見を十分に出せない生徒
が、まだ「学び合い」に参加しきれていない

●

●

生徒の現状

「学び合い」を通して、温かい学級集団をつくる
１人では解決できないような難易度の高い課題を
与え、「学び合い」を行うことで生徒一人ひとり
が課題に向き合い、思考力を高める機会をつくる

●

●

取り組みの基本的な考え方

「
待
つ
」「
追
い
込
む
」「
つ
な
ぐ
」授
業
で

生
徒
に
と
こ
と
ん
考
え
さ
せ
る

高
知
県

四
万
十
町
立
窪
川
中
学
校

四
万
十
町
立
窪
川
中
学
校
は
、
５
年
前
か
ら
言
語
活
動
を
意
識
し
た
グ
ル
ー
プ
活
動
を
軸
に
授
業
を
展
開
し
、

生
徒
同
士
の
学
び
合
い
を
大
切
に
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
生
徒
の
自
己
肯
定
感
が
高
ま
り
、
互
い
を
認
め
る

雰
囲
気
が
生
ま
れ
、
学
校
全
体
が
落
ち
着
い
て
き
た
。
更
に
学
力
の
向
上
に
も
成
果
が
表
れ
て
き
て
い
る
。



21 ［中学版］2011 Vol .2

特集

「授業」で生徒を、学級を伸ばす
第 2 回

言語活動で授業を捉えなおす

　
６
年
前
、
四
万
十
町
立
窪
川
中
学
校
は
荒
れ
の

真
っ
た
だ
中
に
あ
っ
た
。
チ
ャ
イ
ム
で
行
動
で
き
な

い
生
徒
や
授
業
に
出
な
い
生
徒
が
い
て
、
落
ち
着
い

て
授
業
が
行
え
る
環
境
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
そ
う

し
た
状
況
を
打
破
す
る
た
め
、
２
０
０
７
年
度
の
校

内
研
究
テ
ー
マ
を
「
活
動
的
で
、
協
同
的
で
、
表
現

的
な
授
業
づ
く
り
」
と
し
、
グ
ル
ー
プ
学
習
を
中
心

と
し
た
学
び
合
い
の
一
形
態
で
あ
る
「
協
同
的
な
学

び
」（
＊
）
を
参
考
に
し
な
が
ら
授
業
改
善
に
取
り

組
み
始
め
た
。
教
頭
の
下
谷
達
也
先
生
は
、
当
時
を

次
の
よ
う
に
振
り
返
る
。

　「『
ど
う
に
か
し
て
学
校
を
変
え
た
い
』
と
い
う
強

い
思
い
が
根
底
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
授

業
を
変
え
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
、
研
究
主
任
が
先

進
校
に
視
察
に
行
き
、
私
た
ち
も
本
を
読
み
、
教
師

が
生
徒
役
に
な
る
模
擬
授
業
を
行
っ
て
自
分
た
ち
で

も
体
験
し
な
が
ら
、手
探
り
の
状
態
で
始
め
ま
し
た
」

　
当
時
３
学
年
担
任
で
、
現
在
は
研
究
主
任
の
本
山

真
美
先
生
は
、
授
業
の
た
び
に
グ
ル
ー
プ
学
習
を
行

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
生
徒
自
ら
が
、
そ
の
良

さ
に
気
付
き
始
め
た
と
話
す
。

　「
自
分
一
人
で
は
分
か
ら
な
い
こ
と
で
も
、
４
人

で
話
し
な
が
ら
考
え
れ
ば
答
え
を
見
つ
け
ら
れ
る
こ

と
に
、
生
徒
は
気
付
い
た
よ
う
で
す
。
あ
る
時
、
少

し
難
し
い
課
題
を
出
し
た
と
こ
ろ
、
生
徒
か
ら
『
グ

ル
ー
プ
で
考
え
て
い
い
で
す
か
』
と
い
う
声
が
上
が

り
ま
し
た
。
私
自
身
は
そ
れ
を
グ
ル
ー
プ
学
習
の
課

題
に
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
生
徒
は
自
分
た

ち
で
話
し
合
い
を
始
め
た
の
で
す
」

　
授
業
に
き
ち
ん
と
参
加
し
な
い
生
徒
が
い
る
と
、

話
し
合
い
を
し
な
が
ら
進
め
る
グ
ル
ー
プ
学
習
は
成

立
し
に
く
い
と
思
わ
れ
や
す
い
。
し
か
し
、
本
山
先

生
は
、
そ
う
し
た
状
況
だ
か
ら
こ
そ
、
少
人
数
で
行

う
グ
ル
ー
プ
学
習
が
生
徒
を
授
業
に
戻
す
有
効
な
手

立
て
に
な
る
と
強
調
す
る
。

　「
当
初
、『
生
徒
は
荒
れ
て
い
る
生
徒
が
い
る
か
ら

授
業
が
進
ま
な
い
と
思
っ
て
い
る
』
と
考
え
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
生
徒
は
『
授
業
が
き
ち

ん
と
進
ま
な
い
の
は
先
生
が
し
っ
か
り
し
な
い
か
ら

だ
』と
思
っ
て
い
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
学
習
に
し
て
も
、

授
業
を
妨
げ
る
よ
う
な
行
動
を
し
て
い
た
ク
ラ
ス

メ
ー
ト
を
仲
間
外
れ
に
す
る
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て

せ
ず
、生
徒
た
ち
は
自
然
に
受
け
入
れ
て
い
ま
し
た
」

　
ま
た
、
下
谷
教
頭
は
、
授
業
に
あ
ま
り
出
て
い
な

か
っ
た
生
徒
に
と
っ
て
も
、
４
人
で
の
グ
ル
ー
プ
学

習
は
参
加
し
や
す
い
要
素
が
あ
る
と
話
す
。

　「
人
数
が
少
な
い
の
で
、
黙
っ
て
い
て
も
『
ど
う

思
う
？
』
と
尋
ね
ら
れ
、
分
か
ろ
う
が
分
か
る
ま
い

が
発
言
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。意
見
を
言
え
ば
、

他
の
生
徒
は
き
ち
ん
と
聞
い
て
く
れ
る
の
で
、
自
分

も
他
人
の
意
見
を
聞
く
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
言

語
活
動
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
生
徒
は
教
室
に
自

分
の
居
場
所
が
あ
る
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
よ
う
で
す
。
授
業
に
参
加
し
な
い
生
徒
は
ほ
と
ん

ど
い
な
く
な
り
ま
し
た
」

　「
生
徒
同
士
が
話
し
合
う
グ
ル
ー
プ
学
習
」
を
授

業
に
取
り
入
れ
て
か
ら
、
教
室
の
雰
囲
気
は
大
き
く

変
わ
っ
た
。
そ
れ
と
共
に
、
教
師
の
意
識
と
指
導
法

も
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
協
同
的
な
学
び
を
核
に
し
た

授
業
改
善
の
校
内
研
究
を
重
ね
、
09
年
度
に
は
高
知

県
の
「
目
指
せ
！
教
育
先
進
校
応
援
事
業
」
の
指
定

を
受
け
た
こ
と
で
研
究
に
も
弾
み
が
つ
い
た
。
同
年

に
赴
任
し
た
勝
間
慎
校
長
は
、
先
進
校
へ
の
視
察
が

教
師
の
目
標
意
識
を
高
め
る
契
機
に
な
っ
た
と
話
す
。

　「
先
進
校
の
視
察
で
は
指
導
法
を
学
ぶ
だ
け
で
な

く
、
そ
の
学
校
や
生
徒
の
柔
ら
か
く
落
ち
着
い
た
雰

囲
気
に
大
い
に
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。
目
指
し
た
い

学
校
像
、
生
徒
像
を
実
際
に
見
て
、
肌
で
感
じ
る
こ

四
万
十
町
立
窪
川
中
学
校
教
頭

下
谷
達
也Shim

otani Tatsuya

「
地
域
か
ら
信
頼
さ
れ
る
学
校
を
目
指
し
、

信
頼
さ
れ
る
人
間
を
育
て
た
い
」

四
万
十
町
立
窪
川
中
学
校
校
長

勝
間
慎K

atsum
a Shin 

「
教
師
全
員
で
同
じ
方
向
を
向
い
て
指
導
に

当
た
る
た
め
に
、
先
生
た
ち
を
支
援
し
て
い

き
た
い
」

グ
ル
ー
プ
学
習
に
よ
っ
て

学
校
の
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す

学
力
調
査
の
活
用
問
題
の

正
答
率
が
大
き
く
伸
び
る

四
万
十
町
立
窪
川
中
学
校

本
山
真
美M

otoyam
a Sam

i

研
究
主
任
、
国
語
科
担
当
。「
生
き
る
力
を

身
に
付
け
て
、
中
学
校
を
卒
業
さ
せ
た
い
」

＊ 生徒同士を関わらせ、互いの意思をつないでいく手法。同校では東京大大学院の佐藤学教授が提唱する方法を取り入れている



22［中学版］2011 Vol .2

と
で
、
協
同
的
な
学
び
を
進
め
て
い
る
自
分
た
ち
の

方
向
性
は
間
違
っ
て
い
な
い
、
こ
の
ま
ま
推
進
し
て

い
こ
う
と
い
う
意
識
を
持
て
ま
し
た
」

　
取
り
組
み
の
成
果
は
、
生
徒
と
学
校
の
落
ち
着
き

を
取
り
戻
す
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
生
徒
の
学
力
向

上
に
も
表
れ
始
め
た
。
文
部
科
学
省
「
全
国
学
力
・

学
習
状
況
調
査
」
の
結
果
を
見
る
と
、
取
り
組
み
を

始
め
た
２
年
後
の
09
年
度
調
査
で
、
国
語
の
Ａ
・
Ｂ

問
題
、
数
学
の
Ｂ
問
題
の
正
答
率
が
全
国
平
均
を
初

め
て
上
回
っ
た
。
勝
間
校
長
は
、
こ
の
変
化
を
次
の

よ
う
に
評
価
す
る
。

　「
特
に
、
国
語
も
数
学
も
Ｂ
問
題
の
正
答
率
が
大

き
く
伸
び
た
の
は
、
グ
ル
ー
プ
学
習
で
と
こ
と
ん
考

え
さ
せ
て
い
る
結
果
だ
と
分
析
し
て
い
ま
す
。
グ

ル
ー
プ
学
習
に
よ
っ
て
授
業
に
し
っ
か
り
取
り
組
ま

せ
る
。
こ
れ
が
学
び
の
保
障
に
結
び
付
い
て
い
る
こ

と
を
証
明
で
き
、
教
師
の
自
信
に
な
り
ま
し
た
。
た

だ
、
学
習
へ
の
苦
手
意
識
が
特
に
強
い
生
徒
や
自
分

の
意
見
を
十
分
に
出
せ
な
い
生
徒
も
多
く
い
ま
す
。

こ
う
し
た
生
徒
を
学
び
合
い
に
参
加
さ
せ
、
更
な
る

学
力
向
上
を
図
る
こ
と
が
課
題
で
す
」

　
窪
川
中
学
校
で
は
、
授
業
で
生
徒
に
考
え
さ
せ
る

た
め
に
「
待
つ
」「
追
い
込
む
」「
つ
な
ぐ
」
の
三
つ

の
指
導
を
大
切
に
し
て
い
る
。

　「『
待
つ
』
の
ね
ら
い
は
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
が
内

省
す
る
時
間
を
つ
く
り
、
考
え
を
深
め
さ
せ
る
こ
と

に
あ
り
ま
す
。
生
徒
が
発
言
に
困
っ
て
い
る
と
、
教

師
は
何
ら
か
の
助
言
を
し
た
く
な
る
も
の
で
す
。
し

か
し
、
あ
え
て
生
徒
に
『
沈
黙
』
を
与
え
て
、
自
分

の
頭
で
整
理
す
る
ま
で
待
ち
、
深
く
考
え
る
よ
う
に

促
し
て
い
ま
す
。
教
師
が
粘
り
強
く
『
待
つ
』
こ
と

で
、
生
徒
同
士
の
助
け
合
い
が
生
ま
れ
ま
す
。
生
徒

を
信
じ
て
待
つ
こ
と
が
大
切
で
す
」（
本
山
先
生
）

　「
追
い
込
む
」
に
は
、生
徒
の
発
言
に
対
し
て
「
な

ぜ
」
と
迫
り
、
そ
の
発
言
や
考
え
方
に
至
っ
た
理
由

や
過
程
を
、
生
徒
自
身
に
深
く
考
え
さ
せ
た
い
と
い

う
ね
ら
い
が
あ
る
。
生
徒
に
た
だ
発
言
さ
せ
て
終
わ

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
発
言
に
対
し
て
教
師
が
「
問

い
か
け
」
を
重
ね
る
こ
と
で
、
生
徒
を
よ
り
高
く
、

本
質
的
な
課
題
に
導
い
て
い
け
る
と
い
う
。た
だ
し
、

生
徒
を
「
追
い
込
む
」
課
題
や
発
問
を
投
げ
か
け
る

こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

　「
教
師
が
ど
れ
だ
け
教
材
研
究
を
し
て
い
る
か
が

一
番
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。
設
定
す
る
課
題
に

迷
っ
た
時
は
、
同
じ
教
科
の
先
生
に
相
談
し
て
い
ま

す
」（
本
山
先
生
）

　「
つ
な
ぐ
」
に
は
、
一
人
の
生
徒
の
発
言
や
つ
ぶ

や
き
を
、
学
級
全
体
で
取
り
上
げ
、
問
い
返
し
、
生

徒
一
人
ひ
と
り
に
考
え
さ
せ
る
と
い
う
ね
ら
い
が
あ

る
。
教
師
の
言
葉
だ
け
で
な
く
、
生
徒
の
疑
問
や
発

問
を
丁
寧
に
拾
い
、
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
で
、
生
徒

の
理
解
を
促
し
た
り
、
思
考
を
よ
り
深
め
た
り
す
る

こ
と
が
出
来
る
と
い
う
。

　「
一
人
の
生
徒
を
当
て
て
答
え
さ
せ
る
だ
け
で
は
、

学
び
は
そ
こ
で
止
ま
っ
て
し
ま
い
、
せ
っ
か
く
の
グ

ル
ー
プ
学
習
の
良
さ
を
生
か
す
こ
と
が
出
来
ま
せ

ん
。
生
徒
の
発
言
を
受
け
止
め
、
学
級
全
体
に
広
げ

て
い
く
。
そ
れ
が
教
師
の
指
導
力
が
問
わ
れ
る
場
面

で
も
あ
り
ま
す
」（
下
谷
教
頭
）

　
更
に
、
同
校
で
は
グ
ル
ー
プ
学
習
を
活
性
化
さ
せ

る
た
め
に
次
の
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
る
。

①
２
段
階
の
課
題
を
提
示

　
授
業
の
基
本
的
な
流
れ
を
示
し
た
も
の
が
図
１
で

あ
る
。

　
１
回
目
の
グ
ル
ー
プ
学
習
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の

問
題
を
解
く
な
ど
、
本
来
な
ら
一
人
で
取
り
組
む
作

業
を
、
４
人
で
机
を
向
か
い
合
わ
せ
に
し
て
行
う
。

基
本
的
に
は
個
人
作
業
だ
が
、
互
い
に
話
し
や
す
い

状
況
に
し
、
分
か
ら
な
い
生
徒
は
友
だ
ち
に
説
明
し

て
も
ら
う
こ
と
で
理
解
を
深
め
、
分
か
る
生
徒
は
友

だ
ち
に
説
明
す
る
こ
と
で
理
解
の
定
着
を
図
る
、
と

い
う
ね
ら
い
が
あ
る
。

　
２
回
目
の
グ
ル
ー
プ
学
習
は
、「
ジ
ャ
ン
プ
課
題
」

と
し
て
、
学
力
上
位
層
の
生
徒
で
も
一
人
で
は
解
決

で
き
な
い
課
題
を
提
示
し
、
グ
ル
ー
プ
で
考
え
て
答

え
を
見
付
け
る
活
動
を
行
う
。

　「『
ジ
ャ
ン
プ
課
題
』
で
は
、
生
徒
が
相
当
難
し
い

と
感
じ
る
課
題
を
出
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
生
徒
の

反
応
を
見
て
難
易
度
が
高
す
ぎ
る
と
感
じ
た
ら
ヒ
ン

ト
を
出
し
ま
す
が
、
難
易
度
が
低
す
ぎ
る
と
答
え
が

す
ぐ
出
て
し
ま
い
、
話
し
合
い
に
な
り
ま
せ
ん
。
学

生
徒
の
発
言
を
丁
寧
に
つ
な
げ

思
考
を
促
す

一
人
で
は
解
け
な
い
課
題
で

生
徒
に
考
え
さ
せ
る
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「授業」で生徒を、学級を伸ばす
第 2 回

言語活動で授業を捉えなおす

力
下
位
層
の
生
徒
は
答
え
を
出
せ
な
く
て
も
、
話
し

合
い
の
過
程
で
答
え
に
結
び
付
く
こ
と
は
言
え
る

と
、
達
成
感
や
自
己
肯
定
感
を
得
る
こ
と
が
出
来
ま

す
」（
本
山
先
生
）

　
グ
ル
ー
プ
学
習
中
、
教
師
は
グ
ル
ー
プ
を
回
り
な

が
ら
生
徒
の
発
言
を
聞
き
取
り
、
そ
の
後
の
全
体
学

習
で
そ
の
意
見
を
伝
え
て
学
習
を
深
め
て
い
く
。
ど

の
よ
う
な
発
言
が
あ
っ
て
も
授
業
を
進
め
ら
れ
る
よ

う
、生
徒
の
発
言
を
想
定
し
て
お
く
こ
と
も
重
要
だ
。

②
「
学
び
の
約
束
」
を
掲
示
し
、
意
識
さ
せ
る

　「
学
び
の
約
束
」（
図
２
）
を
黒
板
の
上
に
掲
示
し
、

生
徒
に
意
識
さ
せ
て
い
る
。

　「
大
勢
の
前
だ
と
発
言
し
づ
ら
い
生
徒
で
も
、
隣

の
生
徒
に
は
自
分
の
意
見
を
言
え
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
グ
ル
ー
プ
学
習
で
は
意
見
交
換
が
大
切
で
あ
る

こ
と
を
強
調
し
、
他
人
の
意
見
で
も
自
分
の
考
え
と

す
り
合
わ
せ
て
、
自
分
の
意
見
と
し
て
も
良
い
と
伝

え
て
い
ま
す
」　

　
こ
う
し
た
姿
勢
が
浸
透
し
た
結
果
、
学
力
上
位
層

の
生
徒
が
下
位
層
の
生
徒
に
教
え
る
姿
が
よ
く
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　「
学
力
の
高
い
生
徒
は
、
他
人
に
分
か
る
よ
う
に

教
え
る
過
程
で
、
だ
ん
だ
ん
と
教
え
方
を
工
夫
す
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
グ
ル
ー
プ
活
動
に
お
け

る
言
語
活
動
の
一
つ
と
い
え
ま
す
。
教
師
に
と
っ
て

は
、
分
か
ら
な
い
生
徒
を
教
え
て
く
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
効
率
的
に
授
業
が
進
め
ら
れ
る
と
い
う
利

点
も
あ
り
ま
す
」（
本
山
先
生
）

③
座
席
は
男
女
の
市
松
模
様
と
す
る

　
学
級
の
座
席
は
コ
の
字
型
を
基
本
と
し
、
男
女
が

市
松
模
様
に
な
る
よ
う
に
配
列
（
Ｐ
．24
写
真
）。
４

人
の
グ
ル
ー
プ
学
習
で
机
を
寄
せ
合
っ
た
時
に
、
男

女
が
ク
ロ
ス
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

　
取
り
組
み
を
始
め
た
当
初
は
、
話
し
合
い
が
活
発

に
な
る
よ
う
に
、
教
師
が
生
徒
同
士
の
人
間
関
係
を

図１ 授業の基本的な流れと基本技能

やわらかく、しっとりとした授業の始まり
　教師自身がまずテンションを下げる
ふせっている生徒への声掛け（１分以内）
実物（モノ）をできるだけ使う

机をしっかりつける
机上をシンプルに（特に４人の中心を）
私語が始まったら、座席を戻しルールの再確認
学び合いに参加できていない生徒がいれば、そのグ
ループに関わる
　気になる生徒に直接関わる場合と、他の生徒に関
わることでグループ全体をつなぐ場合とを見極め
る

グループ内でおとなしい、意見が十分出せそうにな
い生徒を中心に

どうしてそう考えるのか、どこからそう考えるのか、
仲間の言葉やテキストなどの根拠を示させる。教師
のつなぎの言葉がポイント
全体での意見のすり合わせや交換で、さらなる“返し”
による思考の深度を上げる
生徒に傾聴することを意識させる

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

経  過 全体の主な流れ、基本的な留意事項

始まり

7分

ゴールより始まりを大切にする

全体での意見のすり合わせ・交換

１回目の小グループ学習
個人作業の共同化と、

基本事項の習得による全体の底上げ

高い課題設定により、“ジャンプ”をねらう

自分１人ではできないが、仲間の協力で乗り越えようと
できる難易度の高い課題

２回目の小グループ学習

20分

23分
～

25分

生徒同士の意見を
つなぐ教師の居方
を考える

教師のテンション
を下げ、無駄のな
い言葉、丁寧な言
葉を使う

「教え合う」関係
ではなく、「学び
合う」関係をつく
り出す

１時間の授業で小
グループとコの字
を必要に応じて取
り入れる

プラン：授業前に決
定する
デザイン：授業過程
において構成する

プランと
デザインの違い

同校の資料を基に、編集
部で作成

＊

図２ 「学びの約束」

同校の資料をそのまま掲載＊

分からなかったら「ここ教えて」と
自分からきこう

●

一、自分から「学ぶ」

「教えて」ときかれたら、分かるま
で互いに学び合おう

人の話は十分に聴き合おう

●

●

二、みんなで「学ぶ」
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考
慮
し
て
座
席
を
決
め
て
い
た
。
現
在
は
、
ど
ん
な

座
席
で
あ
っ
て
も
、
話
し
合
い
は
ス
ム
ー
ズ
に
進
む

よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
支
え
る
の
は
、
校
内
研
究

だ
。
毎
年
４
月
に
な
る
と
、
教
師
全
員
で
協
同
的
な

学
習
の
理
論
を
基
礎
か
ら
学
習
す
る
よ
う
に
し
て
い

る
。
他
校
か
ら
赴
任
し
た
教
師
の
大
半
は
協
同
的
な

学
び
の
経
験
が
な
い
た
め
、
同
校
の
指
導
法
を
つ
か

む
機
会
と
し
て
位
置
付
け
る
。
以
前
か
ら
在
籍
し
て

い
る
教
師
に
と
っ
て
は
、
基
本
を
学
び
直
し
、
今
ま

で
の
指
導
を
見
直
す
機
会
と
位
置
付
け
て
い
る
。

　
研
究
授
業
は
年
６
回
以
上
行
い
、
当
日
の
う
ち
に

事
後
研
究
会
を
開
い
て
生
徒
の
様
子
を
中
心
に
話
し

合
う
。
教
科
内
容
に
関
す
る
気
づ
き
や
助
言
す
べ
き

点
が
あ
れ
ば
、
研
究
会
と
は
別
に
直
接
、
授
業
者
に

伝
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

　「
教
師
の
発
問
の
仕
方
や
、
生
徒
の
発
言
の
拾
い

方
、
間
の
取
り
方
な
ど
、
教
師
と
生
徒
の
や
り
取
り

や
生
徒
同
士
の
様
子
な
ど
を
見
取
り
、
意
見
を
出
し

合
っ
て
い
ま
す
。
教
科
の
枠
を
超
え
て
、
活
発
な
話

し
合
い
に
な
っ
て
い
ま
す
」（
下
谷
教
頭
）

　
勝
間
校
長
は
、そ
れ
を
「
教
師
同
士
の
学
び
合
い
」

と
し
て
評
価
す
る
。

　

　「
職
員
室
で
も
、
先
生
た
ち
が
授
業
で
の
生
徒
の

様
子
を
伝
え
合
い
、
課
題
設
定
に
つ
い
て
意
見
交
換

を
し
て
い
る
姿
が
見
ら
れ
ま
す
。
ベ
テ
ラ
ン
教
師
ほ

ど
自
分
の
指
導
ス
タ
イ
ル
を
変
え
に
く
い
も
の
で
す

が
、
本
校
で
は
50
代
の
教
師
が
先
頭
に
立
っ
て
研
究

に
取
り
組
み
、
指
導
を
よ
り
よ
く
し
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。
学
び
合
い
を
教
師
自
ら
が
体
験
し
て
こ
そ
、

授
業
で
も
実
践
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　
研
究
授
業
は
、
教
育
委
員
会
や
町
内
の
小
・
中
学

校
に
も
案
内
を
送
り
、
な
る
べ
く
多
く
の
人
た
ち
に

見
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
生
徒
指
導

に
も
大
き
な
成
果
を
見
せ
て
い
る
。

　「
教
室
が
汚
く
て
も
平
気
だ
っ
た
生
徒
た
ち
が
、

研
究
授
業
の
前
に
自
ら
掃
除
を
す
る
よ
う
に
な
り
、

だ
ら
し
な
か
っ
た
服
装
を
き
ち
ん
と
整
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
少
し
早
く
来
校
さ
れ
た
先
生
方
が
そ

の
姿
を
見
て
褒
め
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
生
徒
た
ち

が
変
わ
る
、
大
き
な
契
機
と
な
り
ま
し
た
」

　
協
同
的
な
学
び
は
５
年
目
を
迎
え
、
学
校
の
雰
囲

気
の
変
化
や
学
力
向
上
と
い
う
成
果
を
得
た
。
勝
間

校
長
は
今
後
の
課
題
を
次
の
よ
う
に
話
す
。

　「
11
年
度
は
ピ
ン
チ
で
あ
り
、
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ

る
年
だ
と
捉
え
て
い
ま
す
。
学
校
は
落
ち
着
い
て
来

ま
し
た
が
、
研
究
開
始
当
初
か
ら
い
た
教
師
の
数
人

が
異
動
し
ま
し
た
。
こ
の
１
年
を
教
師
全
員
で
し
っ

か
り
ま
と
ま
っ
て
取
り
組
め
ば
、
今
後
10
年
は
落
ち

着
い
た
学
校
で
い
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
油
断
を
し

た
ら
昔
に
戻
る
と
い
う
危
機
感
を
持
ち
、
生
徒
に
丁

寧
に
関
わ
っ
て
指
導
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

　本校では、グループ学習の一環として言語活動を行ってい
ます。グループ学習では、意見を聞く機会と発言する機会が
一人ひとりに必ずあります。だからこそ、生徒は誰の発言に
対しても聞く姿勢が持て、自分の考えを遠慮なく発言できる
ようになったのだと思います。勉強が苦手な生徒や気が弱い
生徒も、友だちに認められる場を自然とつくることができま
す。この繰り返しによって、生徒の間に他者を認める気持ち
が生まれ、弱い者いじめが少なくなっていきました。言語活
動は、最終的には生徒一人ひとりに学力を付けることが目的
ですが、学校の雰囲気づくりにも大いに貢献しています。

勝間校長が考える言語活動

写真　２年生の国語の授業の様子。座席はいつもコの字型で、グループ学習の時は４人
ずつで机を合わせる。生徒のかばんは全てロッカーに置き、机を合わせやすいようにしている

ベ
テ
ラ
ン
が
先
頭
に
立
ち

教
師
も
学
び
合
う
集
団
に
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「授業」で生徒を、学級を伸ばす
第 2 回

言語活動で授業を捉えなおす

◎授業の流れ　Ｔ：教師　Ｓ：生徒

類義語、対義語という言葉について確認する
Ｔ　「今日の学習テーマは、類義語と対義語です。教科書を開いて黙
読しましょう」

生徒たちは黙読する
Ｔ　「では、類義語の『類』にはどんな意味があると思いますか。分
からなければ、隣の人と話してみてください」

生徒は隣同士で話し始め、教室がざわつく
Ｓ　複数　「種類の類」「類似」などの言葉が挙がる
Ｔ　「なるほど、似ているという意味がありそうですね。では、対義
語の『対』にはどんな意味がありますか」

Ｓ　複数　「反対」「対」という言葉が挙がる
Ｔ　「では、両方にある『義』にはどんな意味があるのでしょうか」
隣同士の話し合いを促すものの、生徒の手が挙がらないので教科書
の黙読を促す。再度、生徒に発問を投げ掛ける

机をコの字型から４人で机を寄せ合う形にし、４人グループで音読
とワークシートに取り組む
Ｔ　「類義語は意味が似ている言葉、対義語は意味が反対の言葉です
ね。では、グループで音読して、ワークシートに取り組みまし
ょう」

生徒は一斉に教科書の音読を始める。続いて、ワークシートに取り
組む。初めは個人で取り組んでいるが、次第にあちこちで話し合い
が起こる。グループで話しても分からない場合、教師を呼んで質問
する

◆ワークシートの課題１の答え合わせと話し合い
　　机をコの字型に戻し、課題１の答えを、生徒が発表
Ｔ　「磨いてと拭いては、どう違うと思いますか。言葉を入れ替えて
も大丈夫と思いますか」

少し間があったあと、一人の生徒が挙手
Ｓ　「磨くは表面をつややかにする、拭くは表面に付いているものを
取り除く、という意味の違いがあるから、入れ替えたら不自然
になると思います」

◆ワークシートの課題２の答え合わせと話し合い
　　課題２の答えを、生徒が発表
Ｔ　「どうして、その言葉が入ったのでしょうか」
Ｓ　「良いだから悪い、行きだから帰りと思いました」
Ｔ　「文全体が対比的な表現だからですね」
◆ワークシートの課題３（ジャンプ課題）を投げ掛ける
Ｔ　「あす、あした、みょうにちは類義語ですが、どういう意味の違

いがあるかグループで話し合いましたか」
Ｓ　「……」生徒の反応が悪く、発言がない
Ｔ　「どんな場面で使い分けるか、考えてみてください」
生徒の何か言いたそうな表情を見て、教師はその生徒に発言を促す
Ｓ　「あすとみょうにちは改まっ
た言い方で、あしたはどん
な場面でも使います」

Ｔ　「ほかに意見はありますか」
Ｓ　「みょうにちは尊敬語みたい
に使う」

Ｔ　「この三つを漢字で表すと、
そうだね、『明日』と一つに
なるね。でも、なんで三つ
の言い方があるのだろう」

類義語と対義語がある意義を説明する
Ｔ　「英語だと tomorrow と一つしかないのに、なぜ日本語では三
つも言い方があるのか。次までの課題とします」

◎事後研究会での発言
授業者
「あす、あした、みょうにちの違いの説明をジャンプ課題としました
が、言葉の意味や使い分けを説明するのは難しかったようです。し
かし、それが国語の目指すところでもあるので、生徒から説明が出
てくるのを待ちました」

その他の教師の発言
「課題１，２は生徒にとって簡単だったようです。例題は複数あって
もよかったのではないかと思います」
「全体活動で、答えが出てこない場合、例文を提示しても良かったの
ではないか。生徒が考えるきかっけになると思います」
「あす、あした、みょうにちの違いで、活動が止まっていたので、も
う一度グループ活動を入れても良かったのでは？　グループにすれ
ばつぶやきも増えます」
「生徒からの発言が少ない場面でも、先生は生徒から発言があるまで
よく待ったと思います。私なら答えを言ってしまうと思いました」

聴くこととつなぐこと
類義語、対義語
①類義語の使い分けと対義語の意味や役割について理解
する

②類義語や対義語の存在理由を考える
①は全員につけたい力、②はジャンプによってつけたい力

授業テーマ
学習内容
ねらい

導入

グループ活動

全体活動

まとめ

図３ 授業研究会の例　２年生国語

本時で使用したワークシート

グループ学習の様子


