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学
校
事
例
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S c h o o l  D a t a
◎１９４７（昭和２２）年開校。
農村地帯と住宅地が混在する
地域にある。２００９年度から２
年間、小牧市からの指定を受
けて、「まなびを楽しむ学校をめ
ざして」をテーマに校内研究を
行った。

校長◎安藤和憲先生　

生徒数◎４４４人　　学級数◎１５学級（うち特別支援学級２）

所在地◎〒485-0051　愛知県小牧市下小針中島 2-170

TEL◎ 0568-73-3171

URL◎ http://www.komaki-aic.ed.jp/kitasato-j/

公開研究会◎２０１１年１１月２１日（月）、２０１２年３月１５日（木）

生徒の現状と
学び合いで特に付けたい力

●純朴で素直に指示に従うが、主体性に欠ける

●他者を認め、他者とかかわり合いながら自己を
高めていこうとする意欲が弱い
➡他者を認め、他者と高め合いながら、自らの
考えで判断し、行動できる自主性

学び合いの工夫
●学び合いをマニュアル化せず、生徒の反応を見
ながら、グループでの学び合いや一斉指導を取
り入れるタイミング、時間を考える

●公開授業前の「授業を語る会」、公開授業後の
研究協議（事後検討会）、「学び合い通信」を通
した目指す授業像の構築

●「学び合い通信」を発行する

●月１回の校内公開授業を行う

●公開授業前の事前検討会「授業を語る会」では、
教科を超えて学び合いのイメージを共有し、深
める

学び合いの概要

●５年前に全校で取り入れたが、浸透しなかった

●模範授業や「学び合い通信」を発行し、教師間
の共有が進む

●２００９年度から研究指定を受け、全ての教師が
良さを実感し、研究指定終了後も学び合いを深
めている

学び合い導入の経緯

模
範
授
業
や「
学
び
合
い
通
信
」で

目
指
す
授
業
像
を
共
有
し
、校
内
研
で
深
め
る

愛
知
県

小
牧
市
立
北
里
中
学
校

子
ど
も
の
主
体
性
を
育
て
る
た
め
に
学
び
合
い
を
導
入
し
た
小
牧
市
立
北
里
中
学
校
。

当
初
は
取
り
組
み
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
ま
な
か
っ
た
が
、

全
校
で
目
指
す
授
業
像
の
共
有
と
実
践
を
進
め
て
き
た
こ
と
で
、
学
び
合
い
の
あ
る
授
業
が
浸
透
し
て
き
た
。
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「授業」で生徒を、学級を伸ばす
第 3 回

学び合い─クラス全員が学びに参加する授業─

　
板
書
は
ノ
ー
ト
に
き
れ
い
に
写
す
が
、
丸
写
し
す

る
だ
け
で
自
分
の
考
え
は
ほ
と
ん
ど
書
き
加
え
な

い
。
宿
題
に
は
し
っ
か
り
取
り
組
む
が
、
そ
れ
以
上

の
学
習
は
あ
ま
り
し
な
い
。
安
藤
和
憲
校
長
は
、
赴

任
当
時
、
生
徒
の
そ
の
よ
う
な
姿
勢
に
課
題
を
感
じ

た
と
い
う
。

　「
生
徒
は
純
朴
で
教
師
の
指
示
に
素
直
に
従
い
ま

す
が
、
も
う
一
歩
進
ん
で
、
自
ら
考
え
判
断
し
て
行

動
す
る
主
体
性
や
、
他
者
を
認
め
、
他
者
と
か
か
わ

り
を
持
っ
て
自
己
を
高
め
て
い
こ
う
と
す
る
意
欲
が

弱
い
と
感
じ
ま
し
た
。
友
だ
ち
と
協
力
し
て
話
し
合

い
な
が
ら
、
自
分
の
考
え
を
よ
り
深
く
、
よ
り
広
い

も
の
に
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
か
か
わ
り
合
い
の
あ

る
授
業
を
通
し
て
、
自
主
性
を
身
に
付
け
さ
せ
た
い

と
い
う
思
い
で
、
５
年
前
か
ら
全
校
で
授
業
に
学
び

合
い
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
」

　
考
え
を
深
め
た
り
、
主
体
性
を
高
め
た
り
す
る
た

め
に
、
な
ぜ
学
び
合
い
が
有
効
だ
と
考
え
る
の
か
。

国
語
科
担
当
で
１
学
年
担
任
の
坪
井
小
枝
先
生
は
、

日
々
の
指
導
を
通
し
て
次
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
と

話
す
。

　「
学
び
合
い
で
は
、
相
手
に
自
分
の
意
見
を
伝
え

る
必
要
が
あ
る
た
め
、『
考
え
な
け
れ
ば
』
と
い
う

意
識
が
働
き
ま
す
。
更
に
、
友
だ
ち
の
考
え
と
比
較

し
て
、
自
分
の
考
え
を
磨
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一

斉
授
業
で
も
考
え
る
場
面
は
あ
り
ま
す
が
、
生
徒
に

よ
っ
て
は
、
受
け
身
の
姿
勢
で
聞
い
て
い
る
だ
け
で

授
業
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
人

ひ
と
り
の
生
徒
が
、
自
分
の
頭
で
考
え
た
こ
と
を
自

分
の
言
葉
で
目
の
前
の
相
手
に
伝
え
る
場
面
の
あ
る

学
び
合
い
は
、
生
徒
の
主
体
性
を
育
て
る
の
に
有
効

だ
と
捉
え
て
い
ま
す
」

　
し
か
し
、
導
入
当
初
、
取
り
組
み
は
ス
ム
ー
ズ
に

進
ま
な
か
っ
た
。

　
学
び
合
い
を
行
う
に
は
、
ま
ず
生
徒
が
話
し
合
い

や
す
い
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
、
全

て
の
授
業
で
グ
ル
ー
プ
活
動
や
「
コ
の
字
型
」
の
机

の
配
置
を
取
り
入
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
の
指
導

と
の
違
い
に
戸
惑
う
教
師
が
多
く
、
学
び
合
い
は
学

校
全
体
に
浸
透
し
な
か
っ
た
。

　「
最
大
の
問
題
は
、
教
師
が
『
よ
い
学
び
合
い
と

は
ど
の
よ
う
な
状
態
か
』
と
い
う
目
指
す
授
業
像
を

持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
し
た
。
グ
ル
ー
プ
活
動

な
ど
の
『
形
』
だ
け
を
取
り
入
れ
て
も
、
生
徒
の
学

び
は
深
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
す
」（
安
藤
校
長
）

　
そ
の
状
況
が
好
転
し
た
の
は
、
４
年
前
に
永
田
春

季
教
頭
（
当
時
は
教
務
主
任
）、
３
年
前
に
教
務
主

任
の
林
文
通
先
生
が
赴
任
し
、
学
び
合
い
の
あ
る
授

業
を
行
い
、
他
の
教
師
に
見
て
も
ら
っ
た
こ
と
が

き
っ
か
け
だ
っ
た
。
２
人
と
も
前
任
校
で
学
び
合
い

を
授
業
に
取
り
入
れ
て
い
て
、
豊
富
な
経
験
が
あ
っ

た
。
林
先
生
は
次
の
よ
う
に
振
り
返
る
。

　「
発
問
の
仕
方
や
教
材
提
示
の
工
夫
に
よ
り
、
生

徒
に
自
分
の
経
験
や
気
付
き
を
発
言
さ
せ
、
教
師
が

そ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
こ
と
で
、
生
徒
に
『
自
分
た
ち
で

答
え
を
導
い
た
』
と
い
う
実
感
を
持
た
せ
る
。
そ
の

よ
う
な
授
業
を
行
い
、
先
生
方
に
学
び
合
い
の
方
法

や
良
さ
を
感
じ
て
も
ら
い
ま
し
た
」

　
教
師
が
答
え
を
「
教
え
る
」
の
で
は
な
く
、
子
ど

も
が
答
え
を
「
つ
く
り
上
げ
て
い
く
」。
林
先
生
の

授
業
に
生
徒
た
ち
が
引
き
込
ま
れ
て
い
き
、
学
び
を

楽
し
む
姿
を
見
て
、
他
の
教
師
は
、
学
び
合
い
の
あ

る
授
業
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
思
い
描
く
こ
と

が
で
き
た
。
こ
う
し
て
、
校
内
に
前
向
き
に
取
り
組

小
牧
市
立
北
里
中
学
校
校
長

安
藤
和
憲Ando K

azunori  

「
教
師
は
人
を
育
て
ら
れ
る
有
難
い
職
業
。

『
人
づ
く
り
は
心
づ
く
り
』
の
気
持
ち
で
、

真
っ
直
ぐ
な
心
を
持
つ
生
徒
を
育
て
た
い
」

学
び
合
い
の
あ
る
授
業
で

主
体
性
を
育
て
た
い

生
徒
が
答
え
を
「
つ
く
り
上
げ
る
」姿
を

見
て
、目
指
す
授
業
像
が
明
確
に

小
牧
市
立
北
里
中
学
校
教
頭

永
田
春
季N

agata  H
aruki   

「
情
熱
を
持
ち
、
生
徒
に
と
っ
て
印
象
深
い

教
師
で
あ
り
た
い
。
教
頭
と
し
て
、
言
い
づ

ら
い
こ
と
も
き
ち
ん
と
教
師
に
伝
え
る
」

小
牧
市
立
北
里
中
学
校

林
文
通H

ayashi Fum
iyuki  

教
務
主
任
。「
プ
ロ
と
し
て
授
業
を
す
る
こ

と
を
楽
し
め
る
教
師
で
あ
り
た
い
。
生
徒
に

は
学
ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
を
伝
え
た
い
」

小
牧
市
立
北
里
中
学
校

坪
井
小
枝

Tsuboi Sae 

国
語
科
担
当
、
１
学
年
担
任
。「
生
徒
が
自

分
で
考
え
る
余
地
を
残
し
た
指
導
を
し
、
生

徒
の
知
恵
を
借
り
な
が
ら
学
級
を
つ
く
る
」
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も
う
と
い
う
空
気
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。

　
し
か
し
、
目
標
と
す
る
学
び
合
い
の
あ
る
授
業
の

イ
メ
ー
ジ
が
で
き
て
も
、
自
分
の
授
業
で
実
践
す
る

の
は
容
易
で
は
な
い
。
林
先
生
は
、
空
き
時
間
に
他

の
教
師
の
授
業
を
見
て
回
り
、
学
び
合
い
の
場
面
を

「
ま
な
び
を
訪
ね
て
」
と
い
う
プ
リ
ン
ト
に
ま
と
め

て
、
配
布
し
た
（
写
真
）。
例
え
ば
、
国
語
の
授
業

で
「
意
味
を
調
べ
な
が
ら
、
ど
の
生
徒
も
詩
を
物
語

り
始
め
て
い
ま
し
た
。
自
分
の
読
み
取
っ
た
詩
の
世

界
を
、
自
分
の
言
葉
で
伝
え
合
っ
て
い
る
の
で
す
」

と
生
徒
の
様
子
を
具
体
的
に
伝
え
た
。

　「『
こ
う
い
う
風
に
す
れ
ば
い
い
の
か
』
と
感
じ
て

も
ら
え
る
よ
う
に
、
学
び
合
い
を
深
め
る
発
問
や
学

び
合
う
生
徒
の
姿
な
ど
、
で
き
る
だ
け
具
体
的
な
場

面
を
紹
介
し
、
目
指
す
べ
き
学
び
合
い
に
近
づ
く
に

は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
説
明
し
ま
し
た
。
こ
れ

を
教
師
全
員
に
配
る
こ
と
で
、
学
び
合
い
に
対
す
る

イ
メ
ー
ジ
の
共
有
が
進
み
ま
し
た
」（
林
先
生
）

　
し
か
し
、
中
に
は
従
来
の
指
導
に
こ
だ
わ
る
教
師

も
い
た
。
そ
う
い
う
教
師
に
は
、「
具
体
的
な
指
導

法
は
変
え
な
く
て
も
よ
い
が
、
学
び
合
い
の
考
え
方

だ
け
は
共
有
し
て
取
り
入
れ
て
ほ
し
い
」と
伝
え
た
。

　
教
師
の
足
並
み
を
そ
ろ
え
る
契
機
と
な
っ
た
の

は
、
２
０
０
９
年
度
か
ら
２
年
間
、
小
牧
市
教
育
委

員
会
か
ら
研
究
指
定
を
受
け
た
こ
と
だ
。
そ
れ
ま
で

学
び
合
い
に
抵
抗
感
を
持
っ
て
い
た
教
師
も
、
校
内

研
究
に
取
り
組
む
中
で
実
践
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

が
生
ま
れ
た
。
永
田
教
頭
は
次
の
よ
う
に
話
す
。

　「
研
究
指
定
を
受
け
た
こ
と
で
、
教
師
全
員
が
同

じ
方
向
を
向
く
き
っ
か
け
が
で
き
ま
し
た
。
学
び
合

い
に
前
向
き
で
は
な
か
っ
た
教
師
も
、
実
際
に
取
り

入
れ
て
み
て
、
子
ど
も
が
積
極
的
に
話
し
合
う
姿
を

目
の
当
た
り
に
し
、
学
び
合
い
の
よ
さ
を
実
感
で
き

た
よ
う
で
す
」

　
ベ
テ
ラ
ン
教
師
は
も
と
も
と
経
験
が
豊
富
な
た

め
、
自
分
が
納
得
し
て
価
値
を
認
め
さ
せ
す
れ
ば
、

学
び
合
い
の
あ
る
授
業
に
転
換
す
る
の
は
早
か
っ
た

と
い
う
。

　「
教
師
の
中
で
最
も
指
導
法
が
変
わ
っ
た
の
は
、

最
初
は
最
も
学
び
合
い
に
懐
疑
的
で
、
一
斉
授
業
に

こ
だ
わ
っ
て
い
た
ベ
テ
ラ
ン
の
教
師
で
し
た
」（
安

藤
校
長
）

　
校
内
研
究
を
通
し
て
目
指
す
授
業
像
や
生
徒
像
が

明
確
に
な
り
、
更
な
る
授
業
改
善
の
必
要
性
を
多
く

の
教
師
が
感
じ
た
こ
と
か
ら
、
研
究
指
定
の
終
了
後

も
授
業
研
究
を
続
け
て
い
る
。

　
中
心
と
な
る
の
は
、
月
１
回
の
公
開
研
究
会
だ
。

特
に
、
そ
の
事
前
検
討
会
に
当
た
る
「
授
業
を
語
る

会
」
は
、
教
師
間
で
の
学
び
合
い
の
イ
メ
ー
ジ
を
共

有
す
る
と
共
に
、
同
僚
の
つ
な
が
り
を
深
め
る
上
で

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
教
科
部

会
ご
と
に
事
前
検
討
会
を
実
施
し
て
い
た
が
、
担
当

教
師
が
１
人
し
か
い
な
い
実
技
教
科
も
あ
る
こ
と
か

ら
、「
教
科
を
超
え
て
皆
で
話
し
合
お
う
」
と
い
う

会
に
変
え
た
。

　「
授
業
者
は
『
事
前
検
討
会
で
出
さ
れ
た
意
見
を

授
業
に
反
映
し
な
く
て
も
よ
い
』
と
い
う
ル
ー
ル
に

し
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
取
り
入
れ
て
、
自

分
の
授
業
で
な
く
な
っ
て
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん

し
、
ア
イ
デ
ア
を
出
す
側
も
『
こ
ん
な
導
入
が
面
白

い
か
も
』『
こ
の
課
題
は
分
か
り
づ
ら
い
』な
ど
、思
っ

た
こ
と
を
気
軽
に
発
言
で
き
ま
す
」（
林
先
生
）

　「
授
業
を
語
る
会
」
へ
の
参
加
は
自
由
だ
が
、
校

長
や
教
頭
を
含
め
、
毎
回
、
ほ
ぼ
全
て
の
教
師
が
参

加
し
て
い
る
。
全
員
で
一
緒
に
授
業
を
つ
く
っ
て
い

る
感
覚
が
持
て
る
と
い
う
。
ま
た
、
会
を
通
し
て
、

事
前
に
授
業
を
見
る
視
点
が
定
ま
る
た
め
、
事
後
検

討
会
で
の
協
議
の
論
点
も
絞
り
や
す
い
。
こ
の
よ
う

写真　林先生が他の教師の授業を回ってまとめた「まなびを訪ねて」。現在まで１８号を発行し、
今も継続中。学び合いの具体的な手法を共有する情報源となっている

「
授
業
を
語
る
会
」
で

教
科
を
超
え
て
教
師
が
学
び
合
う
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「授業」で生徒を、学級を伸ばす
第 3 回

学び合い─クラス全員が学びに参加する授業─

に
事
前
検
討
会
か
ら
事
後
検
討
会
ま
で
が
上
手
く
連

動
し
て
い
る
こ
と
で
、
教
師
の
参
加
意
識
が
強
く
な

り
、
校
内
研
究
の
効
果
が
高
ま
る
と
考
え
て
い
る
。

　
他
教
科
の
教
師
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
、
し
ば
し

ば
授
業
の
大
き
な
改
善
に
つ
な
が
る
と
い
う
。

　「
例
え
ば
、
社
会
科
の
教
師
は
資
料
の
提
示
の
仕

方
に
長
け
て
い
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
得
意
分
野
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
教
科
を
超
え
て
共
有
す
る
こ
と

で
、『
そ
れ
ま
で
は
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う

な
授
業
』
が
実
現
で
き
る
の
で
す
」（
安
藤
校
長
）

　
学
び
合
い
の
あ
る
授
業
を
通
し
て
、
生
徒
は
ど
の

よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
の
か
。
ま
ず
、
教
室
や
廊
下

で
の
生
徒
の
会
話
の
様
子
が
目
に
見
え
て
変
化
し
て

い
る
と
い
う
。

　「
全
体
的
に
落
ち
着
い
た
ト
ー
ン
に
な
り
、
大
声

で
騒
ぐ
姿
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
相

手
の
話
を
よ
く
聞
い
て
、
周
囲
に
気
を
配
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
学
び
合
い
の
効
果
の
一
つ
で
し
ょ

う
」（
永
田
教
頭
）

　
授
業
で
は
、
教
師
の
発
問
に
対
し
、「
単
語
」
で

は
な
く
、「
文
章
」
で
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
も
、
学
び
合
い
と
大
い
に
関
係
が
あ
る
。

　「
先
生
方
が
子
ど
も
の
話
し
合
い
を
深
め
る
た
め

に
、『
な
ぜ
、
そ
う
思
っ
た
の
か
』『
今
の
発
言
は
ど

こ
に
書
い
て
あ
る
の
か
』
な
ど
意
識
し
て
根
拠
を
聞

く
よ
う
に
し
た
成
果
だ
と
思
い
ま
す
」（
安
藤
校
長
）

　
ま
た
、
生
徒
の
学
び
に
向
か
う
姿
に
も
変
化
が
見

ら
れ
る
。

　「
授
業
時
間
内
に
共
有
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、

授
業
後
、
真
剣
な
表
情
で
共
有
し
合
う
姿
が
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
生
徒
が
学
び
を
楽
し
む
よ

う
に
な
っ
て
き
た
と
感
じ
ま
す
」（
坪
井
先
生
）

　
生
徒
の
変
化
の
背
景
に
は
、教
師
の
変
化
が
あ
る
。

「
授
業
を
語
る
会
」
や
事
後
検
討
会
で
は
、
校
長
を

含
め
た
教
師
全
員
が
、
役
職
や
教
科
に
関
係
な
く
、

自
由
に
意
見
を
交
わ
し
合
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
公

開
授
業
以
外
に
も
、
日
常
的
に
授
業
を
見
合
う
こ
と

が
増
え
て
お
り
、
教
師
も
学
び
を
楽
し
ん
で
い
る
。

　「
よ
り
良
い
授
業
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
は
、
苦

し
い
け
れ
ど
、
楽
し
い
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
経
験

を
共
有
し
な
が
ら
、
皆
が
前
向
き
な
気
持
ち
で
研
究

に
臨
む
こ
と
で
、
指
導
力
が
底
上
げ
さ
れ
つ
つ
あ
る

と
思
い
ま
す
」（
林
先
生
）

　
同
僚
性
が
高
ま
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
活

発
に
な
っ
た
こ
と
は
、
生
徒
に
も
良
い
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
と
安
藤
校
長
は
話
す
。

　
一
方
、
学
び
合
い
を
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
授
業

に
取
り
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
、
生
徒
を
見
取
る
力

も
高
ま
っ
て
き
た
が
、
ま
だ
課
題
を
感
じ
る
こ
と
も

あ
る
と
い
う
。

　「
学
び
合
い
を
促
す
た
め
の
発
問
や
そ
の
タ
イ
ミ

ン
グ
は
、
生
徒
の
姿
を
よ
く
見
て
い
な
い
と
判
断
が

難
し
い
で
す
。
生
徒
が
十
分
に
課
題
意
識
を
持
ち
、

誰
か
と
相
談
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
高
ま
っ
た
タ

イ
ミ
ン
グ
で
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
生

徒
を
見
取
る
力
を
高
め
る
こ
と
に
終
わ
り
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
か
ら
も
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
」（
永

田
教
頭
）

　
６
年
間
の
研
究
を
通
し
て
実
感
し
て
い
る
の
は
、

研
究
の
蓄
積
の
大
切
さ
だ
。
生
徒
や
教
師
は
徐
々
に

変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
継
続
が
重
要
で
あ
る
。

　「
全
員
が
参
加
す
る
こ
と
で
、
教
師
個
人
の
成
果

で
は
な
く
、
学
校
全
体
の
成
果
と
し
て
蓄
積
さ
れ
る

研
究
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
学
び
合
い
に
マ
ニ
ュ

ア
ル
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
校
長
や
管
理
職
が
異
動
し

て
も
研
究
を
継
続
す
る
た
め
の
研
究
の
マ
ニ
ュ
ア
ル

は
つ
く
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」（
安
藤
校
長
）

　学び合いの基本は、相手の話をきちんと聞くこと。教
師同士、教師と子ども、生徒同士の間に壁があったら話
を聞こうという気持ちになりません。学級や学校の雰囲
気づくりが学び合いの土台になります。これまでの研究
で、教師の支援によって子どもたちが変わることを実感
しました。主体性に欠けていた生徒たちが、学び合いを
通じて意欲的な集団に変わりつつあります。しかし、学
び合いはマニュアル化できるものではなく、我々の研究
に完成形はありません。常に発展途上だと意識し、方向
性を明確にして全校で取り組んでいきたいと思います。

安藤校長が考える学び合い

教
師
も
生
徒
も

「
学
び
を
楽
し
む
」
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学び合いのポイント
「弟と散歩をした」という記憶から出発し、質問によって「引っ越し
たばかりで小牧のことを知らない」「まず家の周りを知ろうと思った」
といったエピソードや気持ちが引き出されている。

●「リンキンボム」の場面①
B「どうやって質問したらいい？ 思い出すようなことだよね。
分かっていることはだめで」

A「そうそう、相手があまり分かっていないこと、覚えていない
ことを質問しないといけないんだよね。うわー、質問難しいね。
いや、難しいわ。じゃあいくよ」

A「僕は、夏休みに寝相が悪くて、扉を開けて廊下までいってし
まいました」

B「本当に？」
A「本当に」
B「でも、それじゃ何を質問すればいいか分からんやん」
A「そうか。じゃあ、他のものに変えよっか」
A「僕は夏休みにサッカーの夏合宿にいきました。これは？」

●「リンキンボム」の場面②
D「次は誰がやる？いいや、自分が評価役をやるよ」
A「私は夏休みに弟と散歩をしました」
B「どこに散歩に行きましたか」
A「引っ越してきたばかりで、まだ小牧のことを全然知らなかっ
たから、家の周りを散歩しました。スーパーとか」

D「２人がお互いの目を見ながら、具体的な話し合いをしていた
のがいいと思いました。また人の話を真剣に聞こうとしてい
たところもよかった。こんな感じ？ じゃあ交代」

学び合いのポイント
相手が質問しやすい一品を探すことが思った以上に難しい様子。Ａく
んはまだ「夏の一品」が決まっていなかった。いろいろな思い出を話
す中で、質問が広がりやすい「夏の一品」を探し出そうとしている。

坪井先生「スピーチの題材を決めて内容を１人で考えても、
なかなか話が膨らみません。友だちから質問されることで、
忘れていたことを思い出してほしいと学び合いを行いまし
た。想定外だったのは、多くの生徒が質問の難しさに戸惑っ
ていたことです。冒頭で、答えが広がりやすい質問の例をロー
ルプレイなどで示すべきだったかもしれません。ただ、良い
質問をすれば、たくさんの答えが返ってくるといった経験か
ら、最終的に『質問の内容によって答えが変わる』ことを多
くの子どもが理解していました。この経験は、今後、学び合
いに良い影響をもたらすと思います」

教師の振り返り

●「リンキンボム」の場面③
A「私の一品は、いとこと撮っ
た写真です」

B「じゃあ、いとこの名前は？」
D「どうでもいい質問じゃな
い？」

A「上の子が○○で、下の子が
△△」

C「どこで撮ったんですか」
A「えーっと、どこだっけ」
D「山とか？ 海とか？」
A「キャンプ場。山の中」
D「素敵じゃん」
A「山の中というか、芝生が広がっていたな」
B「じゃあ、山の中のキャンプ場の芝生ってことね」
A「そうね」
D「すごく素敵な一品だと思いました」

学び合いのポイント
いとこと撮った写真の撮影場所を質問されたことで、具体的な状況
を思い出そうとしている。

リンキンボムの様子

１年生の国語、2年生の数学の授業に見る学び合いの様子
北里中学校の授業で学び合いはどのように取り入れられているのかを紹介する。

◉学び合いのポイント  「リンキンボムを使う」
友だちからアイデアをもらい、それがリンクし、化学反応を起こして爆発（ボム）するかのようにアイデアを出す手法。４人グループで行い、
１人が題材を提供する役A、２人が質問役BC、１人がやりとりを評価する（褒める）役Dとなる。質問のルールは、○か×で答えられる
ものは出さないこと。

◉授業の概要
２学期最初の国語の授業。夏休みの思い出をスピーチするための題材探しが本時の目的。

◉授業の流れ
①プリントに「夏休みにしたこと」を５つ書く。②その中から、「夏の一品」を決め、スピーチをすることを伝える。
③スピーチの中身を広げるために、４人グループで「リンキンボム」をする。

１年生国語 授業者・坪井小枝先生
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特集

「授業」で生徒を、学級を伸ばす
第 3 回

学び合い─クラス全員が学びに参加する授業─

F「 　＋ 　 ＝４時間」
T「みんな、この式はよかったかな？ じゃあ、どんな式ができ
た？」

 （なんとなくうなずく生徒が見られるも、まだ納得しきってい
ない様子）

G「まだ分かりません」
T「ちょっと聞いておきたいのだけど、　 って何？ 単位は何？」

◎ 佐藤先生が生徒のつまずきを黒板で線分図に示しながら、一つ
ひとつ説明。立式の手順とそのポイントを再確認した。その後、
新しい問題を配り、もう一度、立式をさせる。個々に考えさせ
た後、再びグループ活動を行った。

◎学び合いでは、学ぶのは生徒なので、自分の始めたいとこ
ろからスタートして、自分のペースで進める。だから、ゴー
ルもプロセスも個々に違います。学びとはたどり着いた先
で得ることではなく、過程で生じるものだと思います。教
師は当然、任せっ放しでよいわけではなく、生徒を主役に
しながら力を付けてあげたい。では、この授業で付けなけ
ればいけない力とは何だったのでしょうか。

◎「 x＋ y＝１０」が出た時、それに対して先生は「 xって
何？単位は何？」などと発問しました。ここを分かったふ
りをしている生徒に「 xと yを使うのか。では、この場合、
何を xにして、何を yにするの」と問い、もっと何が問わ
れているのかを確認させたり、更に「どうしてそうするの
か」と掘り下げることができたのではないかと思いました。

◎生徒が考えながら取り組むことが大事。生徒は「分からな
い、分からない」と言いながらも、最後まで問題に向き合っ
ていました。なぜそれができたのか。学力に差はあっても、
その差を把握して、支え合うクラスをつくることができて
いるからだと思います。そこがよかったです。

授業後の研究協議で出た先生方の発言

x－６

●グループ学習の様子
A「僕は『みはじ（道のり・速さ・時間）』とか習ってないから」
B「前にやったやん（笑）」
A「知らないって」
C「全長が１０km。距離÷速さだから、x÷６、y÷２。６と２
の分母をはらうために最小公倍数をかけて……。あ、間違えた」

D「（隣で見ていた生徒が）何で。そっちで合っているよ。xを
引くとこれでなくなるやん。『 y－３y 』でマイナスやん」

C「なんて、もう１回言って」
D「（線分図を指しながら）ここからここまでが１０kmで、こっ
からここまでが４時間。滝からスタートまでの時間が　で、
滝からゴールまでが　。これは時間を求めている」

C「そうか、これ時間だったの？」
D「そうそう。だから……」

●全体での学び合いの様子　T：教師
 グループ学習が始まり２０分ほどしたところで、机をコの字型
に戻す。立式までの手順でつまずいている生徒が多かったため、
グループで話し合ったことを発表してクラス全体で確認し、「み
んなの考え」に発展させる。

T「じゃあ、みんなで確認して」
E「何回やっても答えがマイナスになります。プラスですか？ x
＋ y＝１０しかできません」

T「 xは何かな？ スタートからの道のり。xはスタートから滝、
あともう一つの式をどうするか」

x－６
y－2

学び合いのポイント
何となく立式までたどり着いたが、今ひとつ xと yの意味を理解で
きていなかった。隣の生徒の一言をきっかけにできた立式の手順とそ
の意味を再確認している。生徒の理解度には差が見られるが、グルー
プ全員でこれまでの知識を出し合い、立式にたどり着こうと試行錯誤
する姿が他のグループでも見られた。

◉学び合いのポイント「グループ活動を効果的に活用」
授業は、コの字型の机配置で始まり、途中で２回、４人でのグループ活動を行った。グループ活動の回数やタイミングは、事前に決めてい
たわけではなく、生徒の反応を見て、教師が導入を判断した。

◉授業の概要
連立方程式を利用して、距離・速さ・時間の問題を解く。問題文が長くなり、数量関係が把握しにくいため、不得意な生徒が多い課題。
・学習課題
全長１０kmのハイキングコースを歩きました。スタートからコースの途中にある滝までは時速６km。滝からゴールまでは時速2kmで歩い
て、4時間かかりました。スタートから滝までの道のりと滝からゴールまでの道のりを求めなさい。

◉授業の流れ
①本時の課題を提示し、生徒が読み上げて確認する。
②距離・速さ・時間の関係を簡潔に復習した後、個別に問題に取り組ませる。
③ほどなく「先生、やり方が分かりません」という発言があった。これを受けて「グループでやってみましょう」と、グループ活動に入る。

※生徒が新しい問題に迷い、誰かと相談したくなったタイミングを見計らってグループ活動に移行した。

2年生数学 授業者・佐藤史洋先生

x－６y－2


