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私を育てた
あの時代、あの出会い

第6 回

「
人
と
人
と
が
真
剣
に
向
き
合
う
」

恩
師
が
行
動
で
示
し
た
教
育
の
本
質

東
京
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教
師
は
日
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
掛
け
の
中
で
生
徒
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
、
大
江
校
長
が
語
る
。

1975（昭和50）
新採として
江東区立第四砂町
中学校に赴任

1966（昭和41）
中学２年時に教わった
先生に影響を受け、
教師を志す

1982（昭和57）
江戸川区立
篠崎第二中学校に赴任。
小川先生と出会う

1989（平成元）
練馬区教育委員会
指導主事に就任

1996（平成８）
東京都教育庁に勤務。
以後１１年にわたり、
特に道徳と人権教育
の知見を深める。
当時の先輩・仲間とは
現在も年１回、
宿泊を伴う勉強会で
白熱した議論を交わす

2007（平成19）
渋谷区立上原中学校に
校長として赴任

1

教
師
全
員
が
関
わ
る
こ
と
で

生
徒
は
変
わ
っ
て
いっ
た

　
１
９
８
０
年
代
初
め
、
教
職
８
年
目
で

赴
任
し
た
中
学
校
で
は
、
喫
煙
や
器
物
破

損
が
日
常
的
に
見
ら
れ
ま
し
た
。
落
ち

着
い
た
生
徒
が
多
か
っ
た
前
任
校
と
の

ギ
ャ
ッ
プ
に
戸
惑
っ
て
い
た
私
は
、
問
題

行
動
を
厳
し
く
指
導
し
つ
つ
、「
こ
の
生

徒
た
ち
と
心
か
ら
向
き
合
う
に
は
ど
う
す

べ
き
だ
ろ
う
」
と
自
問
し
て
い
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
私
に
教
師
と
し
て
の
道
を
示
し

て
く
れ
た
の
が
、
小
川
洋
先
生
で
す
。
当

時
４０
代
前
半
で
、
生
活
指
導
主
任
を
務
め

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
背
筋
を
伸
ば
し
た
毅

然
と
し
た
態
度
な
が
ら
、「
お
い
、
元
気

か
？
」
と
い
つ
も
笑
顔
で
生
徒
に
声
を
掛

け
る
先
生
で
、
ど
の
生
徒
の
話
に
も
分
け

隔
て
な
く
丁
寧
に
耳
を
傾
け
、
校
外
で
の

ト
ラ
ブ
ル
に
も
駆
け
付
け
て
い
ま
し
た
。

　
生
徒
の
誰
も
が
「
何
が
あ
っ
て
も
、
小

川
先
生
な
ら
力
に
な
っ
て
く
れ
る
」
と
信

頼
し
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
全
校
集
会

で
小
川
先
生
が
マ
イ
ク
を
持
つ
と
、
そ
れ

ま
で
騒
が
し
か
っ
た
生
徒
た
ち
が
一
斉
に

静
か
に
前
を
向
く
の
で
す
。
初
め
て
そ
れ

を
目
の
当
た
り
に
し
た
時
、
生
徒
の
心
を

つ
か
む
と
は
こ
う
い
う
こ
と
か
と
、
衝
撃

を
受
け
ま
し
た
。

　
小
川
先
生
は
、
教
師
に
対
し
て
も
行
動

おおえ・ちかし　専門教科は社会科、道徳。江東区立第四砂町中学校、江戸川区立篠
崎第二中学校、練馬区教育委員会、東京都教育庁指導部指導主事、義務教育心身障害
教育指導課長などを経て、２００７年より現職。２０１１年、全日本中学校長会会長に就任。

［中学版］ 2011  Vol .2



2

で
範
を
示
し
ま
し
た
。
毎
日
の
よ
う
に
夜

遅
く
ま
で
残
り
、
壊
れ
た
机
な
ど
を
修
理

さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
い
か
に
学
校
が
荒

れ
て
も
、
教
師
が
負
け
て
は
い
け
な
い
」

と
い
う
先
生
の
強
い
気
概
を
、
ど
の
教
師

も
感
じ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ほ
ぼ
全
員

の
教
師
が
修
理
に
加
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　
修
理
が
深
夜
に
及
ぶ
と
、
皆
疲
れ
て
口

数
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
そ
ん
な
時
、
小

川
先
生
は
決
ま
っ
て
大
き
な
声
で
こ
う
言

い
ま
し
た
。「
明
日
も
い
い
天
気
！
」
と
。

い
か
に
全
員
の
表
情
に
気
を
配
っ
て
い
る

か
が
分
か
る
、
絶
妙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
し

た
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
の
何
気
な
い

一
言
で
元
気
が
出
た
も
の
で
す
。

　
小
川
先
生
は
よ
く
校
庭
で
生
徒
と
サ
ッ

カ
ー
を
し
て
い
ま
し
た
。
授
業
で
向
き
合

う
だ
け
で
な
く
、
生
徒
と
教
師
が
共
に
汗

を
流
す
こ
と
で
、
互
い
に
理
解
し
合
え

る
。
我
々
教
師
が
、
も
っ
と
生
徒
に
寄

り
添
お
う

　
　そ

ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝

わ
っ
て
き
ま
し
た
。
先
生
に
続
く
教
師
は

次
第
に
増
え
、
つ
い
に
は
職
員
室
が
が
ら

が
ら
に
な
る
ほ
ど
、
多
く
の
教
師
が
参
加

す
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

　
教
師
全
員
で
生
徒
に
関
わ
る
と
い
う
雰

囲
気
は
小
川
先
生
が
異
動
さ
れ
た
後
も
学

校
の
伝
統
と
し
て
残
り
、
少
し
ず
つ
で
す

が
確
実
に
、
生
徒
は
変
わ
っ
て
い
き
ま
し

た
。
問
題
行
動
は
減
り
、
態
度
に
落
ち
着

き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

率
先
垂
範
し
、
伝
え
、

関
わ
る
教
師
で
あ
り
た
い

　
私
は
小
川
先
生
か
ら
、
教
育
は
人
と
人

と
の
関
わ
り
で
あ
る
こ
と
を
学
び
ま
し

た
。
生
徒
と
ま
っ
す
ぐ
に
向
き
合
い
、
自

分
が
正
し
い
と
信
じ
る
こ
と
を
伝
え
て
い

く
こ
と
で
、
学
校
は
よ
り
良
く
な
り
、
ひ

い
て
は
平
和
で
健
全
な
社
会
の
構
築
に
も

つ
な
が
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
意

見
を
言
う
だ
け
で
は
、
説
得
力
が
あ
り
ま

せ
ん
。
自
ら
進
ん
で
実
践
し
て
初
め
て
、

他
者
の
心
を
動
か
せ
る
の
で
す
。

　
こ
の
考
え
は
、
校
長
に
な
っ
て
ま
す
ま

す
強
く
な
り
ま
し
た
。
生
徒
と
な
る
べ
く

多
く
接
し
よ
う
と
、
毎
朝
８
時
か
ら
校
門

に
立
ち
、
一
人
ひ
と
り
に
声
を
掛
け
て
い

ま
す
。掛
け
る
言
葉
は
、小
川
先
生
に
倣
っ

て
「
お
い
、
元
気
か
？
」
で
す
。

　
先
生
方
に
は
、「
校
長
室
通
信
」
を
毎

週
の
職
員
打
ち
合
わ
せ
で
配
布
。
学
力
向

上
や
生
活
指
導
な
ど
、
学
校
運
営
に
必
要

な
テ
ー
マ
を
選
び
、
校
長
と
し
て
の
考
え

を
端
的
に
伝
え
て
い
ま
す
。
部
活
動
の
意

義
と
教
師
の
役
割
に
つ
い
て
書
い
た
時

は
、
複
数
の
顧
問
の
先
生
が
「
取
り
上
げ

て
く
れ
て
う
れ
し
い
」
と
、
喜
び
の
感
想

を
言
い
に
来
て
く
れ
ま
し
た
。
文
字
を
通

し
て
先
生
方
と
の
関
係
を
深
め
る
き
っ
か

け
に
も
な
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
私
が
目
指
す
の
は
、
管
理
職
を
含
め
た

教
師
全
員
が
、
ど
の
生
徒
と
も
正
面
か
ら

向
き
合
う
学
校
で
す
。
先
生
方
に
は
、
生

徒
が
良
い
こ
と
を
す
れ
ば
心
か
ら
褒
め
て

ほ
し
い
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
厳
し
く
叱
っ

て
ほ
し
い
。
生
徒
と
真
剣
に
関
わ
っ
て
こ

そ
、
彼
ら
が
何
を
求
め
て
い
る
か
が
見
え

て
き
ま
す
。
教
師
に
は
、
そ
れ
に
応
じ
た

指
導
を
追
究
す
る
使
命
が
あ
る
の
で
す
。

そ
う
し
た
意
識
を
共
有
で
き
る
よ
う
、
校

長
と
し
て
、
一
教
師
と
し
て
、
呼
び
掛
け

続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

教師には、
目の前の生徒を伸ばす指導を
　　　　追究する使命がある

「校長室通信」のタイトルは、「ささやき」
「つぶやき」「やまびこ」「かたらい」と毎
年変え、赴任５年目の１１年度は「かかわ
り」とした。いずれのタイトルにも、「教
師が生徒にいかに働き掛けるかを考える」
というメッセージを込めている
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新
学
習
指
導
要
領
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
「
言
語
活
動
の
充
実
」。

子
ど
も
の
日
々
の
様
子
か
ら
言
語
活
動
の
重
要
性
を
感
じ
つ
つ
も

全
校
挙
げ
て
の
研
究
や
実
践
に
は
結
び
付
い
て
い
な
い
の
が
現
状
の
よ
う
だ
。

今
号
で
は
、
各
教
科
等
の
目
標
達
成
に
向
け
て
言
語
活
動
を
取
り
入
れ
た
授
業
づ
く
り
に
つ
い
て

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
学
校
事
例
か
ら
考
え
る
。

「
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

特
集

※２０１１年２月、全国の『VIEW21』中学版読者モニター（中学校教師）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５１

学校全体での基本方針や
推進・研修体制、

先生方の雰囲気づくり

57%
ご自身の授業での
指導内容や指導方法の工夫

4%

教科会や学年会での
指導計画策定や
実際に推進すること

14%

生徒の様子や
学力の実態

25%

言語活動の充実を図る上で、
最も課題と感じていることは何ですか？Q

［中学版］ 2011  Vol .2
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こ
れ
ま
で
の
日
本
の
教
育
は
知
識
の
習
得
が
中
心

で
、
応
用
す
る
力
や
生
活
に
役
立
て
る
実
践
力
を
育

て
る
授
業
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
│
│
。
そ
の
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
２
０
０
０
年
に
始
ま
っ
た

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
の
結
果
で
す
。
子
ど
も
の
考
え
る
力

や
情
報
活
用
力
な
ど
が
課
題
と
な
り
、
そ
の
解
決
の

手
立
て
の
一
つ
と
し
て
、
言
語
活
動
の
充
実
が
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
先
生
方
は
、
日
々
の
生
徒
の
様
子
な
ど
か
ら
言
語

活
動
の
重
要
性
を
感
じ
つ
つ
も
、
そ
の
目
的
や
手
法

を
誤
解
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
よ
う
で
す
。
言
語

活
動
の
位
置
付
け
は
、新
学
習
指
導
要
領
の
総
則「
教

育
課
程
編
成
の
一
般
方
針
」
を
読
む
と
分
か
り
ま
す

（
図
１
）。
教
育
の
最
終
目
標
は「
生
き
る
力
の
育
成
」

で
あ
り
、そ
の
中
の
「
学
力
」
の
要
素
は
「
基
礎
的
・

基
本
的
な
知
識
・
技
能
の
習
得
」「
課
題
解
決
に
必

要
な
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
そ
の
他
の
能
力
」「
主

体
的
な
学
習
態
度
」
の
三
つ
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の

三
つ
を
育
て
る
こ
と
で
生
き
る
力
を
付
け
ま
し
ょ
う

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
大
切
な
の
が
、「
学
習

習
慣
の
確
立
」
と
「
言
語
活
動
の
充
実
」
な
の
で
す
。

　
注
意
し
た
い
の
は
、
言
語
活
動
は
あ
く
ま
で
生
き

る
力
を
養
う
た
め
の
「
手
段
」
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
生
き
る
力
は
各
教
科
の
授
業

な
ど
を
通
じ
て
育
む
も
の
で
す
か
ら
、
言
語
活
動
は

各
教
科
な
ど
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
言

い
換
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
や
や
も
す
る
と
誤
解
さ

め
り
は
り
を
つ
け
た
言
語
活
動
で

将
来
を
生
き
る
力
を
育
む

東
京
女
子
体
育
大
理
事
／
教
授

　
田
中
洋
一

言
語
活
動
と
は
ど
の
よ
う
な
活
動
を
指
し
、
授
業
に
は
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
も
の
な
の
か
。

指
導
の
ヒ
ン
ト
を
、
言
語
活
動
に
詳
し
い
東
京
女
子
体
育
大
の
田
中
洋
一
教
授
に
う
か
が
っ
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

言
語
活
動
は

教
科
目
標
達
成
の
た
め
の
手
段

教育課程編成の一般方針（抜粋）
学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、生

徒に生きる力をはぐくむことを目指し、創意工夫を生かした

特色ある教育活動を展開する中で、基礎的・基本的な知識及

び技能を確実に習得させ、これらを活用して課題を解決する

ために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐく

むとともに、主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生

かす教育の充実に努めなければならない。その際、生徒の発

達の段階を考慮して、生徒の言語活動を充実するとともに、

家庭との連携を図りながら、生徒の学習習慣が確立するよう

配慮しなければならない。（新学習指導要領　第１章総則 第１より）

目標  生きる力の育成

主体的に学習に取り組む態度

課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等

基礎的・基本的な知識及び技能

＊田中教授の資料を基に編集部で作成＊下線と囲みは編集部による

生きる力（学力）の要素

教育の手段

言語活動の充実

教育の手段

学習習慣の確立

教
科
目
標
の

達
成

図１ 学習意欲と学力、学習方法の有無の関係
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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

れ
、
言
語
活
動
の
充
実
自
体
が
目
的
と
さ
れ
る
場
合

が
多
い
よ
う
で
す
。
言
語
活
動
の
視
点
で
授
業
を
捉

え
直
し
、
工
夫
を
凝
ら
す
こ
と
で
、
生
徒
が
身
に
付

け
る
力
の
質
が
変
わ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。

　
言
語
能
力
そ
の
も
の
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
の
向
上
が
、
各
教
科
の
言
語
活
動
の
目
標
で
あ
る

か
の
よ
う
に
錯
覚
さ
れ
て
い
る
例
も
見
受
け
ら
れ
ま

す
。
例
え
ば
、
数
学
で
は
、
言
語
活
動
の
例
と
し
て

「
数
学
的
な
表
現
を
用
い
て
、
根
拠
を
明
ら
か
に
し

筋
道
立
て
て
説
明
し
伝
え
合
う
活
動
」
が
挙
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
説
明
の
方
法
そ
の
も
の
を
学

ぶ
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
数
学
的
な
推
論
の
必

要
性
と
意
味
、
及
び
そ
の
方
法
を
理
解
し
、
論
理
的

に
考
察
し
表
現
す
る
能
力
を
養
う
」（
第
２
学
年
の

例
）
と
い
う
教
科
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段

と
し
て
あ
る
の
で
す
。
具
体
的
に
は
、
校
庭
に
あ
る

木
の
高
さ
を
測
る
方
法
を
皆
で
話
し
合
う
こ
と
で
三

角
比
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
、
と
い
っ
た
活
動
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
国
語
は
言
語
教
科
の
た
め
に
少
し
事
情

が
異
な
り
、
教
科
目
標
に
言
語
能
力
の
育
成
そ
の
も

の
も
含
ま
れ
ま
す
。
上
手
に
話
す
・
聞
く
と
い
う
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
能
を
教
え
る
役
割
で
す
。

　
同
じ
く
言
語
教
科
の
外
国
語
は
、
ペ
ア
ワ
ー
ク
な

ど
の
活
動
が
多
い
た
め
、
十
分
に
言
語
活
動
を
行
っ

て
い
る
と
思
い
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
活
発
に
英
語

が
飛
び
交
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
暗
記
し
た

定
型
文
を
意
味
の
理
解
を
伴
わ
ず
に
口
に
し
て
い
る

だ
け
で
は
、「
言
語
や
文
化
の
理
解
」
と
い
う
教
科

の
ね
ら
い
を
達
成
で
き
ま
せ
ん
。
ね
ら
い
達
成
の
た

め
に
は
、
英
語
の
使
用
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
同
じ
意
味

の
日
本
語
と
英
語
の
表
現
の
違
い
を
比
べ
て
、
文
化

の
差
異
を
考
え
さ
せ
る
活
動
な
ど
を
取
り
入
れ
る
の

も
一
案
で
す
。

　
言
語
を
使
っ
て
考
え
、
人
に
分
か
る
よ
う
に
説
明

し
た
り
、
生
徒
同
士
で
考
え
を
共
有
し
深
め
合
っ
た

り
す
る
こ
と
で
、
教
科
の
内
容
に
対
す
る
理
解
が
深

ま
り
興
味･

関
心
を
高
め
る
。
そ
の
結
果
、
教
科
目

標
に
近
づ
く
こ
と
が
、言
語
活
動
の
効
果
な
の
で
す
。

　
教
科
の
目
標
達
成
以
外
に
も
、
言
語
活
動
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。
言
語
能
力
や
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
は
そ
の
一
つ
で

し
ょ
う
。
話
し
合
い
な
ど
友
だ
ち
の
考
え
を
聞
く
こ

と
で
、
自
分
に
な
い
も
の
が
相
手
に
あ
る
と
い
う
基

本
認
識
が
生
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
話
し
合
い
活
動
を

行
う
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
認
め
合
う
態

度
が
必
要
で
す
か
ら
、
互
い
の
力
を
生
か
し
合
う
力

や
協
調
の
精
神
を
育
む
こ
と
も
可
能
で
す
。
自
分
の

意
見
を
言
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
状
況
を
繰
り
返
し

協
調
の
精
神
や

自
己
肯
定
感
を
育
む
上
で
も
効
果
的

言
葉
が
飛
び
交
う
授
業
が

良
い
活
動
と
は
限
ら
な
い

たなか・よういち◎横浜国立大大学院修了。専門は国語教育。東京都公立中学校教
諭、東京都教育委員会等の指導主事、指導室長を経て現職。中央教育審議会国語
専門委員、教育課程実施状況調査結果分析委員会副主査、評価規準・評価方法
の改善に関する協力者会議主査などを歴任。学習指導要領中学校国語作成協力者。
著書は『国語力を高める言語活動の新展開 全４巻』（東洋館出版社）など多数
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い
う
よ
う
に
、
自
分
の
感
情
や
状
況
に
置
き
換
え
て

読
ん
だ
り
考
え
た
り
す
る
か
ら
で
す
。

　
大
切
な
の
は
、
教
師
が
「
こ
れ
は
考
え
る
力
を
養

う
た
め
の
言
語
活
動
で
あ
る
」
と
意
識
す
る
こ
と
で

す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
教
え
る
内
容
は
同
じ
で
も
、
お

の
ず
と
発
問
の
仕
方
や
教
材
の
作
り
方
が
変
わ
り
、

授
業
の
質
も
向
上
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
言
語
活
動
は
時
間
が
掛
か
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も

あ
り
ま
す
。
確
か
に
、
各
教
科
が
そ
れ
ぞ
れ
筋
道
立

て
て
説
明
す
る
方
法
や
批
評
の
仕
方
な
ど
を
教
え
て

い
た
の
で
は
、
時
間
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
足
り
ま
せ

ん
。
討
論
や
批
評
な
ど
言
語
活
動
に
必
要
な
基
礎
的

な
技
能
は
、
本
来
、
国
語
で
教
え
る
べ
き
も
の
で
す
。

完
璧
で
は
な
く
て
も
、
国
語
で
基
本
的
な
こ
と
を
押

さ
え
て
お
け
ば
、
例
え
ば
、
音
楽
の
授
業
で
批
評
文

と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
説
明
し

な
く
て
も
、
音
楽
の
批
評
に
必
要
な
観
点
を
教
え
る

だ
け
で
、
す
ぐ
に
活
動
に
入
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　
限
ら
れ
た
時
数
を
有
効
活
用
す
る
た
め
に
は
、
国

語
科
の
先
生
は
他
教
科
で
ど
の
よ
う
な
言
語
活
動
を

行
っ
て
い
る
か
を
知
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
他
教

科
の
先
生
は
「
う
ち
の
教
科
は
こ
ん
な
活
動
を
取
り

入
れ
た
い
か
ら
、
国
語
科
で
こ
の
よ
う
な
技
能
を
指

導
し
て
ほ
し
い
」
と
相
談
す
る
こ
と
も
有
効
で
す
。

　
言
語
活
動
に
メ
リ
ハ
リ
を
付
け
る
こ
と
も
大
切
で

す
。
私
は
、
言
語
活
動
に
は
「
大
き
な
言
語
活
動
」

と
「
小
さ
な
言
語
活
動
」
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

小
さ
な
言
語
活
動
を
頻
繁
に
仕
掛
け
な
が
ら
、
年
１

回
は
大
き
な
言
語
活
動
を
行
う
と
い
う
よ
う
に
、
大

小
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
効
果
が
高
ま
り
ま
す

（
図
２
）。

　
単
元
全
体
を
調
べ
学
習
に
し
た
り
、
大
き
な
テ
ー

マ
に
つ
い
て
学
級
全
体
で
数
時
間
に
渡
り
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
し
た
り
す
る
の
は
、
大
き
な
言
語
活
動

で
す
。
大
き
な
言
語
活
動
は
、
準
備
が
必
要
で
あ
り

活
動
に
時
間
も
掛
か
る
の
で
、
頻
繁
に
は
出
来
ま
せ

ん
。
一
方
、
小
さ
な
言
語
活
動
は
、
自
分
の
考
え
を

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
か
せ
る
よ
う
な
活
動
や
、
授
業

で
簡
単
な
問
い
を
投
げ
掛
け
て
答
え
さ
せ
る
も
の
な

ど
を
含
み
ま
す
。
こ
れ
な
ら
、
発
問
の
仕
方
を
工
夫

す
る
だ
け
で
毎
回
の
授
業
で
も
取
り
入
れ
ら
れ
る
と

思
い
ま
す
。

　
一
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。
社
会
科
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ

経
験
す
る
こ
と
で
、
主
体
的
な
学
習
態
度
を
身
に
付

け
る
こ
と
も
出
来
る
で
し
ょ
う
。

　「
自
分
の
意
見
を
持
て
た
」「
友
だ
ち
に
考
え
を
説

明
で
き
た
」
と
い
う
体
験
は
、
受
け
身
の
授
業
だ
け

で
は
得
ら
れ
な
い
自
己
肯
定
感
を
高
め
る
こ
と
も
期

待
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
生
徒
が
自
由
に
発
言

で
き
る
雰
囲
気
づ
く
り
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。
授
業

で
は
一
つ
の
正
答
を
追
い
求
め
て
し
ま
い
が
ち
で
す

が
、
答
え
が
出
る
ま
で
生
徒
を
当
て
続
け
る
こ
と
を

繰
り
返
し
て
い
る
と
、
生
徒
は
間
違
っ
た
答
え
を
言

う
の
は
い
け
な
い
と
考
え
、
発
言
を
た
め
ら
う
よ
う

に
な
り
ま
す
。
途
中
ま
で
は
出
来
た
、
自
分
な
り
の

意
見
が
言
え
た
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
も
、
教
師
が

き
ち
ん
と
評
価
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
ら
が
言
語
活
動
の
主
目
的
に
な
る

と
本
末
転
倒
で
す
。
言
語
活
動
は
あ
く
ま
で
各
教
科

の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い

で
く
だ
さ
い
。

　
言
語
活
動
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
全
く
新
し
い
活
動

な
の
か
と
言
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
数
学

の
証
明
問
題
の
よ
う
に
、
他
者
が
理
解
で
き
る
よ
う

に
筋
道
立
て
て
論
を
組
み
立
て
る
過
程
は
、
言
語
活

動
そ
の
も
の
で
す
。
国
語
で
も
、
ほ
と
ん
ど
の
文
学

鑑
賞
は
言
語
活
動
に
な
っ
て
い
ま
す
。
文
学
は
物
語

の
展
開
を
読
み
取
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
つ
い

て
ど
う
感
じ
た
の
か
、
主
人
公
に
共
感
で
き
た
か
と

「
こ
れ
が
言
語
活
動
」
と

意
識
す
れ
ば
活
動
内
容
は
変
わ
る

大
き
な
言
語
活
動
と
小
さ
な
言
語
活
動
を

織
り
交
ぜ
て
メ
リ
ハ
リ
を

◎単元全体や他の教科等との連動
◎年１回でもよい
◎準備が大変だが生徒の理解度や達成感が高い

大きな言語活動

学習内容を基にした学級全体でのディスカッ
ション
○○に関する身近な使用例を探すフィールド
ワーク

例

◎教師の発問や教材の工夫など。日々の授業で行う
◎従来の指導の延長にあり、高頻度での実践が可能

小さな言語活動

ＡとＢを比較して共通点／相違点を考えさせる
○○を踏まえた上で、大切だと思う点／自分の
意見を考えさせる

例

図２ 言語活動のバリエーション
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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

パ
人
の
生
活
を
教
材
と
し
ま
す
。「
こ
こ
は
試
験
に

出
る
か
ら
マ
ー
カ
ー
を
付
け
て
お
こ
う
」
と
言
う
の

と
、「
前
回
学
習
し
た
『
ア
ジ
ア
人
の
生
活
』
と
の

違
い
を
考
え
な
が
ら
大
事
な
箇
所
に
マ
ー
カ
ー
を
引

い
て
ご
ら
ん
」
と
言
う
の
と
で
は
、
授
業
の
内
容
は

か
な
り
違
っ
て
き
ま
す
。

　
言
語
活
動
で
は
何
ら
か
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
な
け

れ
ば
助
言
や
評
価
は
し
に
く
い
の
で
、
生
徒
に
書
か

せ
た
り
発
表
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
の
は
確
か

で
す
。
し
か
し
、
書
い
た
り
声
に
出
し
た
り
す
る
こ

と
が
必
須
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
語
活

動
の
本
質
は
、
生
徒
に
「
考
え
さ
せ
る
こ
と
」
に
あ

り
ま
す
。書
い
た
り
話
を
し
た
り
す
る
前
提
と
し
て
、

ど
れ
だ
け
生
徒
が
考
え
た
り
工
夫
し
た
り
し
て
い
る

か
が
大
切
で
す
（
図
３
）。

　
こ
れ
ま
で
教
科
の
評
価
は
、
知
識
が
習
得
で
き
た

か
ど
う
か
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
こ
れ
か
ら
は
生
徒
が
自
分
の
考
え
を
持
て
た

か
ど
う
か
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
生
徒
の
成
長
を
見

つ
め
る
こ
と
が
大
切
に
な
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え

正
解
で
は
な
く
て
も
、
自
分
の
意
見
を
持
て
た
と
い

う
の
は
大
切
な
こ
と
で
す
。
調
べ
学
習
で
、
い
つ
も

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
情
報
を
丸
写
し
し
て
い
た
生
徒

が
、
複
数
の
資
料
を
組
み
合
わ
せ
て
レ
ポ
ー
ト
を
書

く
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
も
大
き
な
前
進
で
す
。
評

価
の
観
点
や
角
度
を
少
し
変
え
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま

で
と
は
違
う
側
面
か
ら
生
徒
の
成
長
を
実
感
で
き
る

よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
私
が
中
学
校
教
師
を
し
て
い
た
時
も
、
学
力
を
身

に
付
け
さ
せ
よ
う
と
教
え
込
み
ば
か
り
に
な
っ
た

り
、
一
見
多
く
の
生
徒
に
発
言
さ
せ
て
い
て
も
、
実

は
一
つ
の
正
答
に
向
か
わ

せ
た
り
す
る
授
業
を
し
が

ち
で
し
た
。
し
か
し
、
大

学
や
社
会
で
必
要
と
さ
れ

る
の
は
、
自
分
で
課
題
を

見
つ
け
て
解
決
す
る
力
、

必
要
に
応
じ
て
学
び
続
け

る
力
、
困
難
に
め
げ
な
い

粘
り
強
さ
や
忍
耐
力
な
ど

の
力
で
す
。
大
学
で
は
レ

ポ
ー
ト
や
論
文
が
書
け
る

か
ど
う
か
が
勝
負
で
す

し
、
社
会
に
出
れ
ば
各
自

で
工
夫
や
改
善
が
出
来
る

人
材
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

回
り
道
に
思
え
て
も
、
こ

う
し
た
力
の
土
台
を
中
学

校
の
３
年
間
で
身
に
付
け

さ
せ
る
授
業
こ
そ
が
大
切

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

言
語
活
動
は
そ
の
た
め
の

良
い
学
習
の
機
会
に
な
る

は
ず
で
す
。

　
教
科
の
垣
根
を
超
え
て

先
生
方
の
知
見
を
共
有
し
合
う
場
を
設
け
れ
ば
、
よ

り
多
く
工
夫
の
ヒ
ン
ト
が
見
つ
か
り
ま
す
。
管
理
職

や
リ
ー
ダ
ー
の
先
生
方
の
主
導
の
下
、
ぜ
ひ
、
学
校

全
体
で
言
語
活
動
を
取
り
入
れ
た
よ
り
良
い
授
業
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

言
語
活
動
充
実
の
ヒ
ン
ト
を

教
科
の
垣
根
を
超
え
て
共
有
す
る

形容詞の活用形をペアワークで言
い合う
説明文で筆者の言いたいことは何
かを読み取る

教師が言ったポイント部分にマー
カーを引く

一次関数の素材を与えてグラフを書
く

だ液の働きを調べる実験を行い、
結果をワークシートに書く

ＣＤを聴いて、感想を書く

ゴッホやレンブラントの作品を参考
に自画像を描く

サッカーゲームを楽しむ

情報モラルのハンドブックを読む

教科書の内容をペアワークで暗唱
する

あと少しで
「思考を伴う」言語活動を 「思考を伴う」言語活動にひと工夫

して…

国語

社会

数学

理科

音楽

美術

保健
体育

技術・
家庭

外国語

説明文に書いてあることを踏まえて、自分はどう思うかを書く

前時の学習内容を踏まえて、大事だと思う部分にマーカーを引
く

身近にある一次関数の例を探すことを宿題で出し、授業でそれ
をグラフにする

だ液の働きを調べる実験を行う際に、結果を予想し、実験結果
から何が分かったのかを考察し、グループ内で意見交換する

楽譜を見ながらＣＤを聴き、「ここはスタッカートが使われている
から軽やかな感じがする」など曲想を友だちと意見交換する

自分の作品を発表し、他の生徒の作品について感じたことやア
ドバイスをワークシートに書く

ワールドカップのビデオを観て、一流選手の身体の動きはどう
違うのかを話し合う

最近起きた著作権違反やネットワーク犯罪の事件から、なぜそ
れがいけないことかを話し合う

教科書の表現を日本語の同じ意味の表現と比較して、なぜ異な
るのかを、（日本語で）考えたり調べたりする

「あの人は『かわいい』」を別の言葉に置き換え、それを具体
的な場面を想像しながら言い換えて、整理する

＊田中教授のインタビューを基に編集部で作成

図３ 言語活動を意識した授業の工夫例



8［中学版］2011 Vol .2

学
校
事
例

1

S c h o o l  D a t a
◎１９４７（昭和２２）年開校。
２００９年度から３年間、文
科省の指定を受け三田川小
学校と英語教育の小中連携
を推進。吉野ヶ里遺跡を擁
する歴史の町から世界へ羽
ばたく人材の育成を目指す。

校長◎下川孝廣先生　

生徒数◎ 256 人　　学級数◎９学級（うち特別支援学級１）

所在地◎〒842-0031　佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 303

TEL◎ 0952-52-2195

URL◎ http://www3.saga-ed.jp/school/edq11651/

公開研究会◎２０１１年１１月１８日（金）

研究テーマ◎「やさしさ三田川の心で、コミュニケーションを大切に学
び合う児童・生徒の育成」（小中連携・英語／言語活動の充実）
内容◎全体会、各教科の研究授業と部会、小中合同分科会、講演

公開研究会を２０１１年１１月１８日（金）に実施します

生活指導や集団づくりの要素を取り入れる
教師全員が納得しながら取り組めるように、まず
実践してみて効果を実感し、従来の指導に自信を
持ってもらう
授業以外の場面でも「言葉」を使う活動を組み込
む（毎朝行う「今日のことば」）

●

●

●

取り組みを続けるポイント

講師を招へいし、言語活動の基礎知識を押さえる
授業での実践を通じて感じた課題や疑問、成果を
文献で確認し、実践することを繰り返す
言語活動の具体例を全教科で共有し、それを基に
各教科の指導計画を作成する

●

●

●

取り組みの概要

知識の定着と活用する力の両面に課題
落ち着いているが、人前で表現することや自主的
に物事に取り組むことが苦手

●

●

生徒の現状

従来の教え込み中心の授業を改善することで、知
識の定着と、思考力、判断力、表現力の育成の両
方を目指す
改善の柱に言語活動を据え、校内研究を進める

●

●

取り組みの基本的な考え方

「
ま
ず
や
っ
て
み
る
」で
効
果
を
実
感

独
自
の
言
語
活
動
で
指
導
が
進
化

佐
賀
県

吉
野
ヶ
里
町
立
三
田
川
中
学
校

新
学
習
指
導
要
領
を
２
年
前
倒
し
し
て
、
言
語
活
動
の
充
実
に
取
り
組
み
始
め
た
吉
野
ヶ
里
町
立
三
田
川
中
学
校
。

「
実
践
」
を
重
視
し
、
生
徒
の
課
題
に
即
し
た
「
三
田
川
中
学
校
が
と
ら
え
る
言
語
活
動
」
を
構
築
し
た
。

教
科
横
断
で
の
研
修
に
も
取
り
組
み
、
学
校
全
体
の
教
育
力
の
底
上
げ
を
図
っ
て
い
る
。
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吉
野
ヶ
里
町
立
三
田
川
中
学
校
は
、
２
０
１
０
年

度
に
全
教
科
で
言
語
活
動
を
導
入
し
た
。
そ
の
ね
ら

い
は
学
力
向
上
に
あ
る
。「
全
国
学
力
・
学
習
状
況

調
査
」
の
結
果
で
は
、
知
識
を
問
う
Ａ
問
題
は
ほ
ぼ

全
国
レ
ベ
ル
に
あ
る
も
の
の
、
活
用
す
る
力
を
問
う

Ｂ
問
題
に
課
題
が
あ
り
、
県
の
学
力
調
査
に
お
い
て

も
多
く
の
教
科
が
県
平
均
を
下
回
っ
て
い
た
。
従
来

の
教
え
込
み
中
心
の
授
業
だ
け
で
は
教
科
学
力
の
向

上
に
は
限
界
が
あ
る
と
、
教
師
は
感
じ
て
い
た
。
下

川
孝
廣
校
長
は
次
の
よ
う
に
話
す
。

　「
知
識
を
詰
め
込
む
だ
け
で
は
学
力
は
定
着
せ
ず
、

思
考
力
や
判
断
力
、
表
現
力
も
育
ち
ま
せ
ん
。
言
語

活
動
の
充
実
は
新
課
程
で
も
う
た
わ
れ
て
お
り
、
学

校
に
と
っ
て
検
討
が
必
須
の
課
題
で
す
。
校
内
研
究

の
テ
ー
マ
に
し
て
教
師
全
員
で
取
り
組
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
教
師
一
人
ひ
と
り
の
授
業
力
を
高
め
、
生

徒
の
学
力
向
上
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
し

た
」

　
教
科
学
力
の
向
上
に
加
え
て
、
生
徒
の
主
体
性
を

伸
ば
す
手
立
て
と
し
て
も
、
下
川
校
長
は
言
語
活
動

に
期
待
を
寄
せ
る
。

　「
本
校
の
生
徒
は
人
前
で
自
分
を
表
現
す
る
こ
と

が
苦
手
で
、
自
ら
進
ん
で
取
り
組
も
う
と
い
う
姿
勢

が
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
授
業
中
に
活
躍
の
機
会

を
設
け
、
主
体
的
な
学
習
態
度
や
表
現
す
る
力
を
身

に
付
け
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
し
た
」

　
同
校
は
、
言
語
活
動
を
教
科
目
標
達
成
の
手
立
て

の
一
つ
と
し
て
明
確
に
位
置
付
け
て
い
る
。
佐
賀
大

文
化
教
育
学
部
附
属
中
学
校
で
言
語
活
動
を
研
究
し

た
古
賀
勝
利
教
頭
は
こ
う
強
調
す
る
。

　「
各
教
科
の
授
業
で
行
う
言
語
活
動
は
、
各
単
元

の
目
標
や
流
れ
に
合
わ
せ
て
組
み
込
ん
で
い
ま
す
。

単
に
話
し
合
い
や
発
表
の
場
を
設
け
る
だ
け
で
は
意

味
が
あ
り
ま
せ
ん
」

　
同
校
で
は
言
語
活
動
を
４
領
域
に
分
類
。
授
業
の

目
的
や
意
図
に
応
じ
て
領
域
を
組
み
合
わ
せ
る
。

①
思
考
操
作
…
マ
ッ
ピ
ン
グ
や
比
較
・
構
成
・
分
類

な
ど
を
行
う

②
言
語
操
作
…
記
録
す
る
、
調
べ
る
、
読
み
取
る

③
言
語
運
用
…
発
表
や
表
現
、
説
明
、
振

り
返
り

④
交
流
…
話
し
合
い
や
問
答
、
相
互
モ
ニ

タ
リ
ン
グ

　
今
で
こ
そ
言
語
活
動
は
授
業
に
定
着
し

て
い
る
が
、
そ
の
道
の
り
は
平
た
ん
で
は

な
か
っ
た
（
図
１
）。
当
時
は
先
行
事
例

が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
解
説
書
も
少
な
か
っ

た
た
め
、
同
校
は
教
師
自
身
が
実
践
し
な

が
ら
言
語
活
動
と
は
何
か
を
体
得
し
て
い

く
方
法
を
取
る
こ
と
に
し
た
。
古
賀
教
頭

や
外
部
講
師
に
よ
る
研
修
を
行
い
、
活
動

の
意
義
や
目
的
を
明
確
に
し
た
上
で
、
教

師
全
員
が
授
業
に
言
語
活
動
を
取
り
入
れ
た
。
研
究

主
任
の
日
吉
政
治
先
生
は
次
の
よ
う
に
振
り
返
る
。

　「
ま
ず
は
実
践
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
校
の

吉
野
ヶ
里
町
立
三
田
川
中
学
校
教
頭

古
賀
勝
利Koga K

atsutoshi

「
他
者
を
認
め
、
周
り
の
人
と
調
和
し
な
が

ら
、
の
び
の
び
と
自
己
表
現
で
き
る
子
ど
も

を
育
て
た
い
」

吉
野
ヶ
里
町
立
三
田
川
中
学
校
校
長

下
川
孝
廣Shim

okaw
a Takahiro 

「『
豊
か
に
自
律
、
た
く
ま
し
く
自
立
』。
自

主
性
と
判
断
力
を
身
に
付
け
た
生
徒
を
育
て

た
い
」

活
用
型
の
力
の
不
足
が
課
題

言
語
活
動
に
活
路
を
見
い
だ
す

「
ま
ず
は
実
践
し
て
み
よ
う
」

実
践
主
義
で
言
語
活
動
を
体
得

吉
野
ヶ
里
町
立
三
田
川
中
学
校

日
吉
政
治H

iyoshi M
asaharu

研
究
主
任
。
理
科
担
当
。「
人
か
ら
言
わ
れ

た
ま
ま
動
く
の
で
は
な
く
、
自
分
で
考
え
て

行
動
で
き
る
生
徒
を
育
て
て
い
き
た
い
」

図１ 言語活動の取り組みの流れ

言語活動の具体的な取り組みについての研修1

言語活動を意識した授業実践2

同校がとらえる言語活動の作成6

同校の言語活動のとらえ方作成7

国や県の学力調査と県立高校入試の分析8

各教科の指導方針の作成9

各教科での言語活動例の文献調査3

各教科の言語活動実践の記録（第１回）と検討（単元
の指導目標との関連付け）

4

各教科の言語活動実践の記録から言語活動の抜粋（教
科の枠を超えて一覧化）

5

各教科の言語活動実践記録（第２回）と検討10

図２

図３

図４

＊同校の資料を基に編集部で再構成
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方
針
で
す
。『
教
科
目
標
を
達
成
す
る
』
と
い
う
目

的
だ
け
は
ぶ
れ
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
な
が
ら
、
自

分
た
ち
が
思
う
言
語
活
動
を
実
践
し
ま
し
た
」

　
実
践
後
は
文
献
調
査
（
＊
）
を
し
、
活
動
は
適
切

で
あ
っ
た
か
、
活
動
相
互
の
つ
な
が
り
は
ど
う
す
べ

き
か
な
ど
を
理
論
面
か
ら
確
認
。
そ
こ
で
得
た
知
見

を
授
業
に
反
映
し
、
指
導
の
改
善
を
図
る
と
い
う
サ

イ
ク
ル
を
繰
り
返
し
た
。
目
の
前
の
生
徒
の
課
題
に

即
し
た
実
践
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
言
語
活
動
だ
か
ら

こ
そ
、
学
校
の
力
と
な
り
、
教
師
が
継
続
で
き
る
指

導
が
可
能
と
な
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
成
果
を
踏
ま
え
、
各
教
科
で
行
っ
た
言

語
活
動
を
洗
い
出
し
、
そ
の
活
動
は
本
当
に
言
語
活

動
な
の
か
、
単
元
の
指
導
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に

効
果
的
か
な
ど
を
勘
案
。
先
述
の
４
領
域
（
Ｐ
．９
）

ご
と
に
教
科
の
枠
を
超
え
て
分
類
し
「
三
田
川
中
学

校
が
と
ら
え
る
言
語
活
動
」
に
ま
と
め
た
（
図
２
）。

　
こ
れ
ら
の
活
動
を
よ
り
現
実
の
課
題
に
即
し
た
も

の
と
す
る
た
め
に
、「
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
」

と
県
の
学
習
状
況
調
査
に
お
い
て
正
答
率
の
低
い
問

題
を
抽
出
し
て
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
解
決
を
図
る

た
め
の
言
語
活
動
の
方
法
を
探
っ
た
。
そ
し
て
、
各

教
科
で
領
域
・
学
年
ご
と
に
行
う
言
語
活
動
を
明
確

に
し
、
３
年
間
を
見
通
し
た
系
統
的
な
指
導
を
行
う

基
本
方
針
を
つ
く
り
上
げ
た
（
図
３
）。

　
こ
う
し
た
作
業
を
経
て
、
研
究
開
始
か
ら
１
年
後

図2 三田川中学校がとらえる言語活動

全
教
科
の
言
語
活
動
を
一
覧
に
集
約

年
間
指
導
計
画
づ
く
り
の
基
準
に

＊主な参考･調査文献は『学習指導要領解説』（文部科学省）、『「言語力」を育てる授業づくり・中学校』
（図書文化社）、『各教科等における言語活動の充実』（教育開発研究所）

○○をするためにマッピングする
　自分が知っている情報を集めるためにマッ

ピングする

○○するための観点をみつける
　情報を整理するための観点をみつける

○○を構成する
　説明する文章の順序を構成する

○○を比較する
　有理数と無理数の無限小数を比較するこ

とで違いを見いだす

　日本とアメリカの農業を比較する

　豆電球の前後の電流の大きさを比較して

違いを見いだす

　仮説の真偽を検討するために、仮説と結

果を比較する

　友達の作品と自分の作品を比較する

　表やグラフを用いて栄養の特徴を比較する

　各グループの献立を比較する

○○と○○を関連付ける
　仮説の真偽を検討するために、現象と原

因を関連付ける

○○に気付く
　立場によってものの使いやすさが異なるこ

とに気付く

○○を分類する
　観点別に情報を分類する

○○を予想する
　降水量のグラフをもとに、農業の分布を予

想する

○○を追及する
　電卓を利用し、逐次近似値的に追及する

○○をつかって記録する
　実験結果を表やグラフで記録する

○○しながら聞く
　情景を想像しながら聞く

○○を読み取る
　情報の中心となるものを考えながら読む

　地図から日本の位置を読み取る

　面積のバランスに関する約束事を読み

取る

　石油の分布を読み取る

　アメリカの割合をグラフから読み取る

○○を箇条書きに書く
　絵を見て、色の対比について気付いたこ

とを箇条書きに書く

　アメリカの学生に尋ねたいことのキーワード

を列挙する

○○を調べる
　曲の構造的要素を調べる

　食品に含まれる栄養素について、食品成

分表をもとに調べる

○○を評価し合う
　捕球姿勢や投球のポイントをもとに、互い

の活動を評価し合う

○○を振り返る
　ねらいに沿った活動の振り返りを行い、次

の活動へどのようにいかすのか考える

○○するために○○を書く
　説明するために文章を書く　　　根号の中を簡単な数にする途中の式を書く

　問題解決の流れで課題解決レポートを書く

　アメリカの学生に質問するための原稿を書く

　相手にわかりやすく説明するための説明文を書く　　　アメリカの地図から断面図を書く

○○を表現する
　日本の範囲を表現する　　　さまざまな地方区分を用いて表現する

　方程式の考え方を利用して表現する　　　分母の有理化を段階的に表現する

○○について話し合う
　題材について話し合う　　　感性的側面からの曲のイメージを話し合う

　仮説を立てるために、個々の意見をもとに話し合う

　さまざまな地方区分が存在する理由について話し合う

　題材について話し合う　　　グループで中心的に尋ねたいことを話し合って決める

○○を説明する
　緯度や経度の既習の知識を用いながら説明する

　経済発展に欠かせないことを説明する　　　多民族国家の理由を説明する

　アメリカの特徴を説明する　　　平方根の意味に基づいて大小比較を説明する

　有理数でないことを背理法で説明する　　　ペアで問題を作り解き合い説明する

　等しくならないことを根拠を明らかにして説明する　　　ポイントを絞って説明する

○○で問答する
　訪問した場所などについて英語で問答する

○○を発表する
　理由を添えて話し合ったことを発表する　　　参考となる点を発表する

○○を振り返る
　自分の言葉で感想を書き題材を振り返る

○○をまとめる
　食品群と栄養素のかかわりをまとめる

○○で出題し合う
　グループ内で出題し合う

○○に紹介する
　友人を紹介する文を書き、友人に紹介する

思考操作 言語操作 言語運用・交流

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

＊同校の資料を基に編集部で作成。下線は言語活動に関する部分
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の
10
年
度
末
に
は
、
ど
の
教
師
も
「
言
語
活
動
実
践

の
記
録
」
を
作
成
し
て
活
動
の
有
効
性
を
検
討
す
る

ま
で
に
至
っ
た
（
Ｐ
．12
図
４
）。

　「
初
め
は
『
話
し
合
う
』『
発
表
す
る
』
く
ら
い
し

か
案
が
出
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
実
際
に
活
動
を
す
る

と
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
る
と
分
か
り
ま
し
た
。
何

よ
り
も
有
意
義
だ
っ
た
の
は
、
決
し
て
新
し
い
取
り

組
み
ば
か
り
で
は
な
い
と
分
か
っ
た
こ
と
で
す
。
理

科
で
複
数
の
現
象
を
比
較
さ
せ
た
り
、
体
育
で
試
合

前
に
作
戦
を
立
て
た
り
と
い
っ
た
活
動
は
、
従
来
、

授
業
で
行
っ
て
き
た
こ
と
で
す
。
自
分
た
ち
の
指
導

は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
安
心
や
自
信
に
も

つ
な
が
り
ま
し
た
」（
日
吉
先
生
）

　
研
究
授
業
の
方
法
も
工
夫
し
た
。
各
教
科
の
指
導

方
針
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
校
内
で
公
開
授
業
や
研

究
会
を
行
う
際
、
議
論
の
焦
点
を
絞
り
に
く
い
。
学

校
全
体
の
取
り
組
み
に
す
る
た
め
に
は
、
教
科
横
断

で
協
議
を
行
う
た
め
の
工
夫
が
必
要
だ
っ
た
。

　「
各
教
科
の
言
語
活
動
を
横
断
的
に
検
証
し
た
結

果
、
ど
の
教
科
で
も
大
事
な
要
素
と
し
て
『
話
し
合

う
こ
と
』『
説
明
す
る
こ
と
』
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
研
究
協
議
の

際
に
は
、
異
な
る
教
科
で
も
共
通
の
土
台
で
議
論
で

き
る
よ
う
、
こ
の
二
つ
の
い
ず
れ
か
を
授
業
に
盛
り

込
み
、
協
議
の
柱
に
し
ま
し
た
」（
日
吉
先
生
）

　
同
校
が
行
う
言
語
活
動
を
、
６
月
に
行
わ
れ
た
社

図３ 各教科の指導方針　国語の例

話された内容を、話し手の目的を意識して聞き取る
話し合いの場において、自分の意見をわかりやすく伝える
話し合いの目的に沿った自分の提案ができる

話された内容について話し手や聞き手の目的に応じたメモの
取り方を学習させる
日常生活の中での話題を題材にしたスピーチをする場を設定
し、メモを作ることで構成を考えて話させる
話し合いの役割や方法を身につけさせる

インタビューで取材することを通して、目的に沿って質問を考
え、テーマに関する情報を収集し、自分の考えを持たせる
自分の考えを述べるために、資料を使うことが有効であるこ
とを学習させ、効果的に使わせる
話し合いの形態（ディベート、パネルディスカッション等）を
実践することで学習させる

話し合いについて計画を立てて実践する学習活動を通して、
自分の考えや意見を話したり意見を比較して聞いたりするこ
とで、話し合いの目的に沿った提案をしたり、柱に沿った質
問をしたりすることを目的とする

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

　三田川中学校では、教科の授業以外の場面における言語活動も大切にする。「今日のことば」は、教師や
生徒の代表が書いた原稿用紙１枚程度のエッセイを毎朝放送で流し、印象に残った言葉や感想を書く活動で
ある。生徒たちは放送を聞きながらメモを取り、それを基に自分なりの考えをまとめて文章を起こす。その
作業を毎朝繰り返すことで、学習のベースになる聞く力や書く力、考える力を養うのがねらいだ。
　原稿のテーマは教訓的な話や印象に残った出来事など。ちなみに６月某日のテーマは「ありがとうについ
て」。「生徒の学校評価においても、この取り組みを『誇りに思う』と回答する生徒は多いです。自分たちの
ためになっているという実感を、生徒たち自身が得ているからではないでしょうか」（古賀教頭）

今日の
ことば

＊同校の資料にある４領域のうち「話すこと･聞くこと」「書くこと」のみ抜粋。
他の教科も、領域・学年ごとの指導方針を作成した

学年 今後の指導方針と導入する言語活動（学習活動）

全学年

１　年

２　年

３　年

わかりやすい説明をする能力を育成するための言語活動に重点化して単元を構想し実践する
目的に応じたメディア（言語を用いる媒体─新聞、パンフレット、リーフレット等）や文章の
形態を意識させた言語活動を行う

目的に応じてとったメモの情報を、多様な目的（相手を設定する、三つのキーワードで再構
成する、自分の体験や考えを入れて再構成する、小学生にわかるように再構成する等）を
設定し再現させる
パンフレットやリーフレットの特徴を理解させ、目的を設定して教科書教材の内容をパンフレッ
トやリーフレットに再構成させる
非連続テキスト（図表）からわかることを文章で説明させる

調査報告文や記録報告文の執筆を行う言語活動を導入する。目的に応じた文章の型を知
識としてもち、それを活用して執筆活動を行う。また、まとまった文章をもとに資料を作成し、
それをもとにして発表会を行う。その際、同じ報告文をもとにして、目的を変えた資料を作成
した発表も行わせる
資料を作成する条件として、調査や記録したデータを非連続テキストを使って表現させ、それ
を活用して報告文の執筆や発表を行わせる
新聞のメディアとしての特徴を理解させ、職場体験を通して知ったことや考えたことを新聞形
式にまとめさせる

説明文執筆のまとめ学習として、鑑賞文や批判文を執筆させる。観点（カテゴリー）を設
定して説明することや比較しながら説明すること、評価する語彙に対する理解を深めることを
目的とする

●

●

●

●

●

●

●

●

●

学年 今後の指導方針と導入する言語活動（学習活動）

全学年

１　年

２　年

３　年

話すこと･聞くこと領域 書くこと領域

言
語
活
動
を
意
識
し
た
ら

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
作
り
方
も
変
化
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会
科
の
研
究
授
業
の
例
で
見
て
い
く
。

　
こ
の
授
業
で
は
「
選
挙
制
度
」
を
テ
ー
マ
に
話
し

合
っ
た
。
過
去
３
回
の
国
政
選
挙
の
結
果
（
当
選
者

名
、
投
票
数
、
政
党
名
な
ど
）
を
見
て
、
分
か
る
こ

と
と
分
か
ら
な
い
こ
と
を
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
、

結
果
を
ボ
ー
ド
に
書
い
て
発
表
す
る
。「
復
活
当
選

と
は
何
か
」「
参
院
選
は
同
月
に
実
施
す
る
が
、
衆

院
選
は
違
う
」
な
ど
、
次
々
と
出
て
き
た
気
付
き
や

疑
問
を
教
師
が
集
約
し
、
選
挙
区
制
度
、
一
票
の
格

差
問
題
な
ど
、
選
挙
制
度
の
理
解
に
つ
な
げ
る
。

　「
選
挙
制
度
に
つ
い
て
一
方
的
に
知
識
を
与
え
る

の
で
は
な
く
、
話
し
合
い
で
考
え
を
深
め
た
後
に
結

論
へ
導
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
の
理
解
は
よ
り
深

ま
る
と
思
い
ま
す
」（
古
賀
教
頭
）

　
話
し
合
い
は
４
人
１
組
で
行
い
、そ
れ
ぞ
れ
司
会
、

副
司
会
、
書
記
、
発
表
者
の
役
を
担
う
。
分
担
は
座

席
に
よ
っ
て
自
動
的
に
割
り
当
て
、
特
定
の
生
徒
に

難
し
い
役
回
り
が
集
中
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

　「
ど
の
生
徒
に
も
平
等
に
機
会
を
与
え
、
皆
が
力

を
伸
ば
せ
る
よ
う
に
と
、
役
割
分
担
は
機
械
的
に
決

め
る
ル
ー
ル
と
し
ま
し
た
。
消
極
的
な
生
徒
も
き
ち

ん
と
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
り
、
主
体
的
な
学
習

態
度
が
育
ち
つ
つ
あ
り
ま
す
」（
古
賀
教
頭
）

　
こ
れ
ま
で
授
業
で
行
っ
て
い
た
活
動
で
も
、
言
語

活
動
で
あ
る
と
意
識
す
る
こ
と
で
、
指
導
の
ア
プ

ロ
ー
チ
や
教
材
の
作
り
方
が
変
わ
る
と
い
う
。
例
え

ば
、
今
回
、
使
用
し
た
選
挙
制
度
に
つ
い
て
分
か
っ

た
こ
と
や
疑
問
点
を
書
く
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
は
、「
資

料
Ａ
と
Ｂ
を
見
比
べ
て
〜
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分

か
る
」
と
い
う
文
例
が
示
さ
れ
て
い
た
。

　「
以
前
な
ら
、
こ
こ
ま
で
丁
寧
に
話
型
を
示
す
こ

と
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
言
語
活
動
に
こ
だ
わ

る
こ
と
で
、
生
徒
に
ど
の
よ
う
な
力
を
身
に
付
け
さ

せ
た
い
か
が
明
確
に
な
り
、
よ
り
焦
点
を
絞
っ
た
指

導
が
可
能
に
な
り
ま
す
」（
古
賀
教
頭
）

　
言
語
活
動
は
学
力
向
上
や
主
体
性
の
育
成
と
い
っ

た
成
果
が
見
込
め
る
が
、
一
方
的
な
講
義
形
式
の
授

業
に
比
べ
時
間
が
か
か
る
点
で
敬
遠
さ
れ
が
ち
だ
。

図４ 言語活動実践の記録　３年生数学 単元「三平方の定理」の例（部分抜粋）

「三平方の定理」を発見するために、ピタゴラスが発見したとされる状況
を再現することで、疑似体験しながら、発見までの経緯を予想する

いろいろな「三平方の定理」の証明を知り、証明の過程を理解しなが
ら説明する

「三平方の定理」を用いて辺の長さを求めるために、二次方程式の解
法を振り返り、丁寧に計算をおこなう

「三平方の定理の逆」の意味を理解するために、身近なところに利用さ
れていることに気づく。また、いろいろな問題解決の糸口になることに
気づく

正三角形のなかに直角三角形を見出すために、正三角形の性質を書き
出す

「６０°や４５°を持つ直角三角形」の辺の長さに特別な比があることに気
づくために、辺の長さに注目して三角形を比較する

関数の問題において、グラフの中に見える「直角三角形」と「三平方
の定理」を関連付け、２点間の距離を求める

図の中に、直角三角形を見出し、手順を考え、求める過程を明確にす
るために途中の式・考えなどを表現する

空間図形において、「三平方の定理」を用いて、長さ・面積・体積
等が求められることを理解するために、立体の性質について意見を出し
合いまとめる

考え方を確認するために、途中の式等をしっかりと表現し、問題を解く

○三平方の定理を知る

○三平方の定理を証明する

○２辺の長さがわかっている直角三
角形の残りの辺の長さを求める

○三平方の定理の逆を知る

○正三角形の高さと面積を求める

○三角定規の３辺の比を知る

○座標平面上の２点間の距離を求め
る

○直方体の対角線の長さを求める

○正四角錐の高さと体積を求める

○基本を活用しながら問題を解く

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

三平方の
定理

平面図形
への利用

空間図形
への利用

章末問題

三平方の定理を理解・活用するために、定理の発見において「予想から一般化」に向かう「証明」の過程を
大切にしていきたい。また、三平方の定理が有効に活用されている問題を解くことを通して、図形の性質をきちん
と理解しまとめさせていきたい。

◎単元での言語活動のつながり

◎単元の指導計画と言語活動
時間学習の流れ

4

2

3

2

主な学習活動 単元の指導目標を達成するために取り入れる言語活動

実際の記録用紙には、上記の要素の他に、単元名と単元の指導目標が入る。これを用いて、取り入れた言語活動が単元
の指導目標の達成に有効だったかを検討した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊同校の資料を基に編集部で作成

授
業
に
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
て

授
業
時
間
の
不
足
を
カ
バ
ー
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同
校
で
も
、
言
語
活
動
を
意
識
し
始
め
た
当
初
は

取
り
組
み
に
不
慣
れ
な
こ
と
も
あ
り
、
授
業
時
数
が

足
り
な
い
と
感
じ
た
教
師
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

活
動
に
慣
れ
る
に
つ
れ
、
時
間
不
足
を
補
う
工
夫
が

出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
日
吉
先
生
は
話
す
。

　「
教
科
書
を
す
べ
て
読
ま
せ
よ
う
と
思
っ
た
ら
時

間
が
足
り
ま
せ
ん
が
、
話
し
合
い
の
中
で
教
科
書
を

読
ま
せ
た
り
、
教
え
込
み
た
い
知
識
は
プ
リ
ン
ト
を

併
用
し
た
り
と
、
授
業
に
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
れ
ば
十

分
カ
バ
ー
で
き
る
こ
と
を
皆
が
実
感
し
て
い
ま
す
」

　
教
師
は
言
語
活
動
に
よ
っ
て
学
力
の
定
着
度
が
高

く
な
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。

　「
知
識
の
習
得
に
は
反
復
練
習
が
効
果
的
と
い
う

考
え
も
あ
り
ま
す
が
、
目
的
が
不
明
確
な
ま
ま
反
復

練
習
を
し
て
も
徒
労
と
感
じ
る
だ
け
で
す
。
１
０
０

回
反
復
し
て
頭
に
叩
き
込
む
よ
り
も
、
言
語
活
動
を

通
し
て
体
験
的
・
帰
納
的
に
習
得
し
た
知
識
の
方
が

定
着
は
よ
り
高
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
遠
回
り
の
よ

う
に
見
え
て
、
実
は
こ
の
よ
う
な
指
導
こ
そ
が
学
力

向
上
の
王
道
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」（
下
川
校
長
）

　
日
吉
先
生
も
手
ご
た
え
を
語
る
。

　「
言
語
活
動
を
反
映
し
た
テ
ス
ト
作
り
を
心
掛
け

て
い
ま
す
が
、
教
え
込
み
中
心
の
授
業
の
時
よ
り
も

定
着
率
は
高
い
と
い
う
結
果
が
出
て
い
ま
す
」

　
同
校
で
教
師
が
一
丸
と
な
っ
て
研
究
を
推
進
で
き

る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
、
研
究
主
任
の

日
吉
先
生
を
中
心
に
現
場
か
ら
意
識
を
高
め
て
い
っ

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　「
こ
の
先
10
年
は
学
習
指
導
要
領
が
変
わ
ら
な
い

以
上
、
言
語
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
は
必
須
で
す
。

研
究
を
推
進
す
る
先
生
方
は
、
そ
こ
を
決
定
事
項
と

し
て
強
制
す
る
の
で
は
な
く
、『
子
ど
も
た
ち
の
学

力
を
伸
ば
し
た
い
か
ら
今
ま
で
行
っ
て
い
た
言
語
活

動
を
意
識
し
て
み
よ
う
』
と
呼
び
掛
け
、
実
行
プ
ロ

セ
ス
の
一
つ
ひ
と
つ
を
先
生
方
と
納
得
し
合
い
な
が

ら
積
み
重
ね
て
く
れ
ま
し
た
」（
下
川
校
長
）

　「
私
た
ち
の
時
は
事
例
も
少
な
く
手
探
り
の
状
態

か
ら
始
め
た
の
で
、
言
語
活
動
と
は
何
か
を
理
解
す

る
ま
で
に
だ
い
ぶ
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
今
は
指

導
書
や
行
政
の
資
料
な
ど
が
充
実
し
て
い
ま
す
が
、

文
字
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
我
々
教
師
は
、
実
践
し
て
こ
そ
効
果
や
課
題

を
実
感
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
」（
日
吉
先
生
）

　
同
校
が
ス
ム
ー
ズ
に
言
語
活
動
を
導
入
で
き
た
も

う
一
つ
の
理
由
は
、
か
ね
て
か
ら
授
業
で
生
活
指
導

的
な
要
素
を
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
に
も
あ
る
。
同

校
で
は
生
徒
の
自
立
を
促
す
た
め
に
、
授
業
で
「
自

己
選
択
・
自
己
決
定
を
さ
せ
る
」「
自
己
存
在
感
を

生
み
出
す
」「
共
感
的
理
解
を
育
む
」
と
い
う
「
生

徒
指
導
の
３
要
素
」
に
即
し
た
場
面
を
出
来
る
だ
け

設
け
て
き
た
。
生
徒
指
導
や
集
団
づ
く
り
に
少
な
か

ら
ぬ
効
果
を
上
げ
て
き
た
が
、
生
徒
が
主
体
的
に
動

け
る
よ
う
一
人
ひ
と
り
に
役
割
を
与
え
た
り
発
言
の

機
会
を
増
や
し
た
り
す
る
手
法
は
、
言
語
活
動
と
重

な
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
う
。
先
述
し
た
４
人
１
組

で
行
う
話
し
合
い
の
活
動
は
そ
の
一
例
だ
。

　「
言
語
活
動
が
学
び
に
向
か
う
集
団
づ
く
り
に
も

一
定
の
効
果
を
上
げ
る
と
い
う
こ
と
が
、
今
回
の
校

内
研
究
を
通
し
て
確
認
で
き
ま
し
た
」（
古
賀
教
頭
）

　
今
後
は
、
授
業
力
の
向
上
に
更
に
注
力
す
る
考
え

だ
。
11
年
度
中
に
す
べ
て
の
教
師
が
公
開
授
業
を
行

い
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
と
共
に
、
校
外
の
識
者

に
協
力
し
て
も
ら
い
、
教
科
ご
と
に
ア
ド
バ
イ
ス
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
な
外
部
の
人
脈
を
構
築
し
て
い

く
。
ま
た
、
現
在
は
英
語
の
み
で
実
施
し
て
い
る
三

田
川
小
学
校
と
の
連
携
事
業
の
中
に
、
言
語
活
動
を

取
り
入
れ
る
こ
と
も
検
討
中
だ
。

　本校の言語活動は、教科の目標を達成するための手立てと
して始まりました。言語活動は日々の授業の延長線上にある
がゆえに、すぐに効果が表れないこともあります。しかし、
我々がすべきことは、目先のテストの点数を２点、３点上げ
ることではなく、将来、子どもたちが中学時代を振り返った
時、「このような力を身に付けることが出来た」と言えるも
のを残していくことではないでしょうか。
　そのために言語活動の充実は有効な指導であるという確信
を持って、今後も先生方の指導力の向上、学校としての支援
体制の整備を進めていきたいと思います。

下川校長が考える言語活動

生
徒
の
主
体
性
を
重
視
す
る

言
語
活
動
は
生
徒
指
導
に
も
有
効
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S c h o o l  D a t a
◎ 1960（昭和35）年開校。
東京都の中央部、多摩地域
に位置する。市内中学校初の
通級指導学級を設置。自然教
育にも力を入れている。２００７
年に中央が吹き抜けの新校舎
が完成した。

校長◎谷合しのぶ先生　

生徒数◎ 589 人　　学級数◎ 16 学級

所在地◎〒183-0027　東京都府中市本町4-16-10

TEL◎ 042-361-9303

URL◎ http://www.fuchu03c.fuchu-tokyo.ed.jp/

公開研究会◎未定

「言語活動」は新しいキーワードのため、まず校
長が基本計画やひな形を作成し、それを基に各教
師が改善していく
日々の授業観察を通じて、管理職と各教師がこま
めに、授業づくりについて丁寧に話し合う

●

●

取り組みを続けるポイント

研究１年目：基礎知識と実践の方向性を共有
研究２年目：言語活動の具体的な実践イメージを
描き、評価の観点のポイントを理解することを目
指し、新学習指導要領の完全実施に備える
言語活動を取り入れるプロセスを明確にし、各教
科の年間指導計画を作成。研究会などで全教師が
共有する

●

●

取り組みの概要

感受性が強く、豊かな内面性を持つ
自分の考えを自信を持って表現することが苦手

●

●

生徒の現状

これまでも行っていた言語活動を意識し直すこと
で授業力を更に高め、目指す生徒像に迫る
全ての教育活動で言語活動を意識することで、「生
きる力」を育む

●

●

取り組みの基本的な考え方

年
間
計
画
や
指
導
案
の
ひ
な
型
を

校
長
が
示
し
、全
教
師
で
練
り
上
げ
る

東
京
都

府
中
市
立
府
中
第
三
中
学
校

府
中
市
立
府
中
第
三
中
学
校
は
、
２
０
１
１
年
度
の
校
内
研
修
の
テ
ー
マ
を
「
言
語
活
動
の
充
実
」
と
設
定
し
、

全
教
師
が
各
授
業
に
言
語
活
動
を
主
体
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
各
教
科
の
ね
ら
い
を
達
成
す
る
た
め
の
取
り
組
み
と
、

特
別
活
動
や
日
常
的
な
場
面
で
の
取
り
組
み
と
を
関
連
さ
せ
、
効
果
を
高
め
る
言
語
活
動
を
目
指
し
て
い
る
。
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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

　
府
中
市
立
府
中
第
三
中
学
校
は
、
２
０
１
１
年
度

の
校
内
研
究
の
テ
ー
マ
を
前
年
度
に
引
き
続
き
「
言

語
活
動
の
充
実
」
と
設
定
し
た
。
そ
の
背
景
と
な
る

生
徒
の
現
状
と
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
を
、
谷
合
し

の
ぶ
校
長
は
次
の
よ
う
に
話
す
。

　「
本
校
の
生
徒
は
感
受
性
が
強
く
、
ス
ピ
ー
チ
や

運
動
会
の
選
手
宣
誓
、
作
文
な
ど
の
『
場
』
を
与
え

る
と
、
内
面
に
あ
る
豊
か
な
言
葉
を
紡
ぎ
出
す
こ
と

が
出
来
ま
す
。
一
方
で
、
日
常
生
活
や
授
業
の
中
で

自
分
の
考
え
を
表
現
し
た
り
、
自
信
を
持
っ
て
発
言

し
た
り
す
る
こ
と
は
苦
手
で
す
。
言
語
活
動
を
通
し

て
、
生
徒
が
持
っ
て
い
る
豊
か
な
内
面
性
を
日
常
的

に
自
ら
表
現
す
る
力
を
付
け
、
主
体
的
に
学
ぶ
力
や

人
間
関
係
力
を
高
め
た
い
と
考
え
ま
し
た
」

　
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
授
業
で
各
教
科
の
ね
ら
い

を
達
成
す
る
た
め
の
言
語
活
動
を
充
実
さ
せ
る
こ
と

を
中
心
に
捉
え
た
。
そ
し
て
、学
校
行
事
や
生
徒
会
・

学
級
活
動
な
ど
の
特
別
活
動
、
日
常
的
な
場
面
で
の

言
語
活
動
を
、
各
教
科
で
の
言
語
活
動
と
意
識
的
・

有
機
的
に
関
連
さ
せ
て
効
果
を
高
め
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
る
。

　
谷
合
校
長
は
、
言
語
活
動
の
手
法
そ
の
も
の
は
既

に
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
全
く
新
し
い
取
り
組

み
を
始
め
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
校
内
で
繰
り
返

し
伝
え
て
い
る
。

　「
各
教
科
に
は
ね
ら
い
が
あ
り
、
そ
れ
を
達
成
す

る
授
業
を
行
う
こ
と
が
大
前
提
と
な
り
ま
す
。
重
要

な
の
は
、
今
ま
で
漠
然
と
し
て
き
た
こ
と
を
『
言
語

活
動
』
と
し
て
意
識
し
、
理
論
を
理
解
し
、
枠
組
み

を
作
り
、
指
導
に
し
っ
か
り
位
置
付
け
る
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
」

　
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
は
図
１
の
通
り
だ
。
実
践
に

当
た
り
谷
合
校
長
は
、
急
に
「
言
語
活
動
の
充
実
」

を
掲
げ
て
も
、
教
員
の
足
並
み
を
そ
ろ
え
る
こ
と
は

難
し
い
と
考
え
た
。
そ
こ
で
10
年
度
の
１
年
間
は
、

教
師
全
員
が
、
言
語
活
動
の
基
礎
知
識
を
得
て
、
大

ま
か
で
よ
い
の
で
実
践
の
型
や
方
法
論
を
イ
メ
ー
ジ

で
き
る
よ
う
に
な
る
こ

と
を
目
標
と
し
た
（
図

１
❶
）。

　「
先
生
方
に
は
、
頭

の
片
隅
で
常
に
言
語
活

動
を
意
識
す
る
よ
う
に

伝
え
続
け
ま
し
た
。
校

内
研
修
会
に
は
講
師
を

招
き
、
言
語
活
動
の
効

果
や
、
従
来
の
指
導
を

ひ
と
工
夫
す
る
ヒ
ン
ト

を
話
し
て
も
ら
い
ま
し

た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

生
徒
の
意
欲
や
主
体
性

を
ど
う
や
っ
て
高
め
る

か
を
考
え
る
際
に
も
、『
授
業
の
中
に
言
語
活
動
を

取
り
入
れ
た
ら
ど
う
か
』
と
意
識
で
き
る
よ
う
に
し

て
い
き
ま
し
た
」（
谷
合
校
長
）

　
教
師
が
週
ご
と
の
指
導
計
画
を
提
出
す
る
際
に

は
、「
国
語
で
も
グ
ル
ー
プ
討
論
を
取
り
入
れ
て
み

て
は
」「
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
形
式
に
し
て
質
問
を
投
げ

か
け
れ
ば
、
生
徒
は
も
っ
と
主
体
的
に
勉
強
で
き
る

の
で
は
」
な
ど
、
少
し
ず
つ
授
業
に
言
語
活
動
を
取

り
入
れ
る
よ
う
に
提
案
し
た
。

言語活動を正しく理解し、共通実践の方向性を明確にする1

言語活動で身に付けさせたい資質・能力を明らかにし、生徒
の実態を検証する

2

言語活動についての取り組みと身に付けさせたい資質・能力を、
生徒にも具体的に伝え、授業中に意識して取り組ませるように
する

6

授業改善推進プランを具体的に提示し実践する7

指導状況や生徒の変容について評価し改善を図る8

次年度の指導計画に位置づけ、計画的に実践する9

学校全体で取り組む言語活動と、教科ごとに取り組む言語活動
を明確化し実践する

3

各教科が取り組む内容を整理する

4

指導の目標（期待する生徒の効果）を明確にする5

どの単元で、どのように実施するのかを整理する
取り組む言語活動の指導上のポイントを明確にする
「考える」「話し合う」「表現する」などの活動時のポイント
を明確にした指導をする
教材の工夫を図る。状況が見取れる工夫をする

●

●

●

●

＊同校の資料を基に編集部で再構成

府
中
市
立
府
中
第
三
中
学
校
校
長

谷
合
し
の
ぶTaniai Shinobu  

「
自
分
の
生
き
が
い
を
持
ち
、
与
え
ら
れ
た

役
割
を
認
識
し
な
が
ら
社
会
に
貢
献
で
き
る

人
材
を
育
成
し
た
い
」

豊
か
な
内
面
性
を
自
ら
表
現
で
き
る

力
を
身
に
付
け
さ
せ
た
い

漠
然
と
行
っ
て
き
た
言
語
活
動
を

理
論
付
け
し
て
枠
組
み
を
作
る

図１ 言語活動を充実させた授業づくりのプロセス（研究計画）
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谷
合
校
長
は
、
毎
日
教
室
に
足
を
運
び
、

授
業
を
見
る
。

　「
先
生
方
を
尊
重
し
つ
つ
、
気
に
な
る
こ

と
が
あ
れ
ば
、す
ぐ
先
生
に
伝
え
て
い
ま
す
。

『
あ
の
部
分
は
、
単
に
計
算
さ
せ
る
だ
け
で

な
く
、
具
体
物
を
使
っ
た
方
が
、
子
ど
も
は

も
っ
と
主
体
的
に
取
り
組
め
る
の
で
は
？
』

な
ど
、的
確
で
分
か
り
や
す
い
表
現
で
伝
え
、

良
好
な
人
間
関
係
の
中
で
よ
く
話
し
合
う
よ

う
心
掛
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
授
業
の
内
容

が
良
け
れ
ば
、す
ぐ
に
『
良
か
っ
た
で
す
ね
』

と
伝
え
る
こ
と
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
」

　
年
３
回
行
う
授
業
観
察
の
評
価
シ
ー
ト
に

は
一
人
ひ
と
り
に
コ
メ
ン
ト
を
入
れ
て
渡
す

な
ど
し
て
、
個
々
の
教
師
と
も
真
剣
に
関
わ
っ
て
い

る
。
こ
う
し
て
教
師
が
納
得
し
な
が
ら
言
語
活
動
を

意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
生
徒
の
反
応
が

良
く
な
っ
て
い
っ
た
。
10
年
度
末
、
こ
う
し
た
手
応

え
を
基
に
、
研
究
主
任
が
自
主
的
に
次
年
度
の
研
修

計
画
（
言
語
活
動
）
を
作
成
し
た
。

　
校
内
の
足
並
み
が
そ
ろ
っ
た
11
年
度
、
校
内
研
修

会
の
１
回
目
に
、
谷
合
校
長
は
今
年
度
の
研
究
の
ね

ら
い
と
概
要
を
Ａ
３
用
紙
１
枚
に
明
記
し
、
教
師
に

示
し
た（
図
２
。
当
日
の
様
子
は
Ｐ
．17
〜
19
参
照
）。

こ
れ
は
プ
ロ
セ
ス
の
❷
❸
❹
に
当
た
る
「
生
徒
の
現

状
」「
言
語
活
動
の
充
実
を
目
指
す
こ
と
で
高
ま
る

力
」「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
と
目
指
す
生
徒
像
」「
研

究
の
進
め
方
」「
教
師
が
取
り
組
む
べ
き
内
容
」「
成

果
の
検
証
方
法
」
を
端
的
に
ま
と
め
た
も
の
だ
。

　
研
修
会
で
は
、
教
科
、
学
年
、
単
元
ご
と
の
言
語

活
動
が
一
目
で
分
か
る
「
言
語
活
動
シ
ー
ト
」（
Ｐ
．

18
図
３
）
の
ひ
な
型
を
示
し
た
。
こ
れ
を
基
に
各
教

科
で
１
か
月
ほ
ど
か
け
て
指
導
計
画
を
記
入
す
る
予

定
だ
。
こ
れ
は
プ
ロ
セ
ス
の
❸
❹
に
当
た
る
。

　「
言
語
活
動
シ
ー
ト
」
や
研
究
授
業
で
使
用
す
る

指
導
案
（
Ｐ
．19
図
４
）
の
ひ
な
型
は
、
谷
合
校
長

が
作
成
し
た
。
指
導
案
で
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、「
指

導
と
評
価
の
一
体
化
」
だ
。
授
業
に
言
語
活
動
を
取

り
入
れ
る
だ
け
で
は
、
手
段
が
目
的
化
す
る
だ
け
で

教
師
の
指
導
力
向
上
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
指
導
案

に
は
、
授
業
全
体
に
関
し
て
、
教
科
ご
と
の
評
価
の

観
点
に
応
じ
た
評
価
規
準
と
方
法
を
記
入
す
る
欄
を

設
け
、
指
導
案
の
展
開
の
中
に
評
価
規
準
、
評
価
の

観
点
、
評
価
方
法
を
明
記
す
る
欄
を
設
け
た
。

　
校
長
が
率
先
し
て
枠
組
み
作
り
を
進
め
る
理
由

を
、
谷
合
校
長
は
こ
う
話
す
。

　「
忙
し
い
中
で
、
ゼ
ロ
か
ら
作
り
出
し
て
い
く
の

一番下の「成果の検証方法」に書かれている内容は、検証のポイントとして大切な
だけではない。「言語活動を取り入れた教育活動を続けると、こんな生徒の変容が
見られる」という、同校の目指す生徒像でもある

＊上記は加工可能な形でウェブサイトからダウンロードいただけます
　http://benesse.jp/berd/　＞情報誌ライブラリ（中学校向け）

日
常
的
な
授
業
観
察
を
通
し
て

こ
ま
め
に
改
善
案
を
話
し
合
う

校
長
が
示
し
た
案
を
基
に

全
員
で
協
議

図２ ２０１１年度の研究のねらいと概要

http://benesse.jp/berd/center/open/chu/index.shtml
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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

は
難
し
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
大
枠
や
ひ
な
型
が

あ
れ
ば
、
そ
れ
を
基
に
自
分
で
工
夫
し
な
が
ら
よ
り

良
い
も
の
を
作
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
学
校
全
体
で

新
し
い
取
り
組
み
を
始
め
る
時
は
、
リ
ー
ダ
ー
が
道

筋
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
大
事
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。
私
の
場
合
、
自
分
の
考
え
を
全
て
文
章
化
し
、

先
生
方
に
配
布
し
て
い
ま
す
。
全
て
の
先
生
に
基
本

方
針
を
ぶ
れ
な
く
伝
え
、
共
有
す
る
こ
と
が
出
来
る

か
ら
で
す
。
こ
の
考
え
方
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
分

か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ま
ず
は
私
の
案
を
た
た
き

台
と
し
て
、
先
生
方
の
意
見
も
取
り
入
れ
な
が
ら
方

向
性
を
定
め
て
い
け
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

　
プ
ロ
セ
ス
の
❺
❻
❼
❽
に
あ
る
、
各
教
科
で
取
り

組
む
内
容
や
指
導
内
容
の
明
確
化
な
ど
に
つ
い
て

は
、
研
究
主
任
が
中
心
と
な
り
、
各
教
師
が
研
究
授

業
や
研
究
協
議
会
、
指
導
計
画
案
づ
く
り
な
ど
を
通

し
て
、
主
体
的
に
取
り
組
む
。

　「
校
長
の
仕
事
は
大
枠
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
後
は
先
生
方
に
任
せ
て
い
ま
す
。
生
徒
の
姿
を
最

も
よ
く
知
り
、
各
教
科
の
プ
ロ
で
あ
る
の
は
先
生
方

で
す
か
ら
。も
ち
ろ
ん
、課
題
が
あ
れ
ば
一
緒
に
解
決

法
を
話
し
合
っ
て
考
え
ま
す
し
、
指
導
案
に
も
改
善

を
求
め
ま
す
。そ
こ
は
真
剣
勝
負
で
す
」（
谷
合
校
長
）

　
各
教
科
の
計
画
と
合
わ
せ
て
、
行
事
や
生
徒
会
活

動
な
ど
、学
年
や
学
校
単
位
で
の
活
動
も
検
討
す
る
。

例
え
ば
、
校
外
学
習
の
事
前
・
事
後
学
習
で
ど
の
よ

う
な
調
べ
学
習
や
発
表
会
を
設
け
る
の
か
を
、
言
語

活
動
の
視
点
で
位
置
付
け
て
い
く
。

　「
教
科
を
通
し
て
学
ん
だ
言
語
活
動
を
授
業
以
外

の
場
面
で
生
か
し
、
そ
れ
を
再
び
教
科
に
返
す
。
そ

の
繰
り
返
し
こ
そ
が
本
当
の
『
生
き
る
力
』
を
付
け

る
の
だ
と
思
い
ま
す
」（
谷
合
校
長
）

　
11
年
度
後
半
は
、
教
科
書
研
究
に
力
を
入
れ
る
と

共
に
、
新
学
習
指
導
要
領
の
指
導
評
価
規
準
を
じ
っ

く
り
読
み
込
み
な
が
ら
、
12
月
ま
で
に
12
年
度
の
指

導
計
画
を
完
成
さ
せ
る
予
定
だ
。

　「
新
学
習
指
導
要
領
の
導
入
に
向
け
、
今
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
確
で
す
。
当
た
り
前
の
こ

と
を
当
た
り
前
に
、
確
実
に
取
り
組
み
、
目
指
す
生

徒
を
育
て
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」（
谷
合
校
長
）

　
研
究
を
始
め
て
１
年
が
過
ぎ
た
６
月
、
言
語
活
動

を
意
識
的
に
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
初
め

て
の
校
内
研
修
会
の
様
子
を
紹
介
す
る
。

◉
研
修
会
の
概
要

　
当
日
は
１
年
生
６
ク
ラ
ス
の
全
担
任
が
数
学
、
保

健
体
育
、
理
科
、
英
語
の
授
業
を
同
時
に
公
開
。
他

の
教
師
は
、
あ
ら
か
じ
め
示
さ
れ
た
参
観
の
三
つ
の

視
点
（
①
「
学
習
の
ね
ら
い
に
有
効
な
言
語
活
動

で
あ
っ
た
か
」
な
ど
の
「
言
語
活
動
の
視
点
」、
②

「
評
価
内
容
は
学
習
状
況
を
見
取
る
の
に
適
切
だ
っ

た
か
」
な
ど
の
「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
の
視
点
」、

③
教
材
・
教
具
の
使
い
方
な
ど
「
そ
の
他
の
授
業
改

善
の
視
点
」）
に
沿
っ
て
、「
効
果
的
だ
と
思
う
点
／

自
己
の
教
科
に
活
か
し
た
い
内
容
」
と
「
工
夫
が
必

要
と
思
う
点
／
質
問
事
項
」を
付
せ
ん
に
記
入
す
る
。

　
当
日
の
放
課
後
に
研
究
協
議
会
を
実
施
。
前
半
50

分
の
分
科
会
で
は
、
授
業
者
が
簡
単
な
振
り
返
り
を

し
た
後
、
参
観
者
（
教
科
混
成
）
が
付
せ
ん
の
内
容

を
発
表
し
、
議
論
。
最
後
に
指
導
主
事
が
助
言
を
す

る
。
途
中
、
参
観
者
が
指
摘
し
た
教
材
の
工
夫
に
つ

い
て
、
指
導
主
事
が
授
業
者
に
一
対
一
で
具
体
的
な

ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
場
面
も
見
ら
れ
た
。

　
後
半
30
分
は
、
各
分
科
会
で
の
議
論
内
容
を
代
表

者
（
主
幹
教
諭
）
が
発
表
し
て
内
容
を
共
有
。
そ
の

後
、
助
言
者
の
指
導
主
事
か
ら
の
講
評
の
後
、
谷
合

校
長
が
、「
言
語
活
動
シ
ー
ト
」
の
趣
旨
を
伝
え
た
。

　生徒が授業で学んだ知識を自分の言葉で整理し、相手に分
かりやすく伝えられるようになると、自分や他者に対する認
知力が向上します。そうすれば、「こう言ったら相手が傷つく
だろうから、こんなふうに言ってみよう」と相手を気遣う言葉
を発することができ、人間関係力も向上します。人間関係の質
が高まれば、学級集団も良くなる。言語活動は、学力を向上さ
せるだけでなく、結果的に質の良いコミュニケーションが出来
る集団を生み出せるものだと考えています。先生方にはそうし
た生徒の変化を実感し、教師としてのやりがいを感じていた
だけるように支援していきたいと思います。

谷合校長が考える言語活動

２
０
１
１
年
度
第
１
回

校
内
研
修
会
の
様
子
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◉
分
科
会
の
様
子
（
数
学
分
科

　
会
で
の
内
容
を
部
分
抜
粋
） 

　
主
幹
教
諭
が
司
会
進
行
役
と

な
り
、
参
観
の
三
つ
の
視
点
の

う
ち
「
言
語
活
動
の
視
点
」
に

絞
っ
て
協
議
し
た
。 

参
観
者

　
３
人
で
の
グ
ル
ー
プ

学
習
に
つ
い
て
。
基
本
の
四
則

計
算
が
出
来
な
い
子
ど
も
が
一

定
数
い
た
の
で
、
３
人
全
員
の

理
解
度
が
低
い
場
合
は
時
間
の

無
駄
で
は
な
い
か
。
理
解
で
き

な
い
ま
ま
進
ん
で
し
ま
う
懸
念

が
あ
り
、
今
の
段
階
で
ど
う
に

か
し
な
い
と
い
け
な
い
。 

授
業
者

　
確
か
に
、
一
部
の
子

ど
も
は
混
乱
し
て
い
て
、
期
末

テ
ス
ト
に
向
け
て
補
習
の
必
要

を
感
じ
て
い
る
。

参
観
者

　
計
算
練
習
で
、
マ
イ

ナ
ス
の
マ
イ
ナ
ス
は
プ
ラ
ス
に

な
る
な
ど
は
、
今
日
の
よ
う
な

理
屈
を
教
え
る
よ
り
は
感
覚
的

に
覚
え
さ
せ
る
方
が
良
い
の
で

は
？

司
会

　
い
や
、
今
回
は
４
観
点

の
う
ち
表
現
・
処
理
を
重
視
し

た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
答
え

を
出
す
た
め
の
別
の
授
業
の
パ

タ
ー
ン
が
あ
る
の
で
は
。
今
回
は
「
見
つ
け
る
」
と

い
う
導
入
の
部
分
が
鍵
だ
っ
た
の
で
そ
れ
を
議
論
し

た
い
。

参
観
者

　
４
つ
の
数
を
使
っ
て
合
計
を
10
に
す
る

ゲ
ー
ム
は
、
楽
し
み
な
が
ら
四
則
計
算
の
き
ま
り
を

習
得
で
き
る
良
い
方
法
だ
と
思
っ
た
。
授
業
の
最
後

に
あ
え
て
間
違
っ
て
い
る
子
に
解
き
方
を
説
明
さ

せ
、
間
違
え
た
点
を
全
員
で
共
有
し
た
点
に
つ
い
て

は
、
時
間
は
か
か
る
が
、
個
の
間
違
い
を
正
す
の
で

は
な
く
全
員
を
正
す
良
い
指
導
だ
と
感
じ
た
。 

参
観
者

　
楽
し
く
活
動
し
て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
い
け
な
い
。
単
に
話
し
合
い
を
さ
せ
る
よ
り
も
、

理
解
の
進
ん
で
い
る
子
が
分
か
ら
な
い
子
に
教
え
て

あ
げ
る
よ
う
に
す
る
形
態
の
方
が
良
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

参
観
者

　
子
ど
も
た
ち
自
身
が
、
自
分
の
考
え
を
話

し
た
り
、
分
か
ら
な
い
か
ら
聞
い
た
り
、
そ
れ
に

対
し
て
答
え
た
り
す
る
学
習
形
態
に
慣
れ
て
い
な

い
。
こ
れ
が
ス
ム
ー
ズ
に
出
来
る
力
を
付
け
さ
せ
た

い
。
も
う
一
つ
気
付
い
た
点
は
、
教
師
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
。
授
業
者
が
、
問
題
を
各
自
で
解

か
せ
た
後
に
分
か
っ
た
子
に
挙
手
さ
せ
た
場
面
が

あ
っ
た
が
、
あ
そ
こ
で
ほ
と
ん
ど
の
手
が
挙
が
る
ま

で
じ
っ
と
待
っ
て
い
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

一
つ
の
形
で
あ
り
、
良
い
と
思
っ
た
。
講
義
形
式
の

授
業
と
比
べ
て
全
て
の
理
解
度
の
子
が
意
欲
的
に
学

び
、
力
が
付
く
と
思
う
。

司
会

　
発
表
の
仕
方
は
課
題
。
特
に
、
数
学
な
ら
で

は
の
、『
理
論
や
根
拠
に
基
づ
い
た
説
明
の
仕
方
』

＊図は一部抜粋。資料の全体は加工可能な形でウェブサイトからダウンロードできます　http://benesse.jp/berd/　＞情報誌ライブラリ（中学校向け）

◉「言語活動シート」の活用ステップ
教科単位で作成…各学年、各単元でどのよ
うな言語活動を取り入れるのかを意図的・

計画的に進めるための土台とする。各教科会で、今回の研修
から１か月ほどかけて作成する。

全教科でまとめる…各教科分をまとめ、一
覧できるシートにする。ここまでが 11 年

度の作業目標だ。次年度以降、「総合的な学習の時間」や学級
活動などあらゆる教育活動でも活用できるようにする。

ステップ 1 ステップ 2

◉「言語活動シート」のひな型
図３ 「言語活動シート」

http://benesse.jp/berd/center/open/chu/index.shtml
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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

に
つ
い
て
、
授
業
を
積
み
重
ね
な
が
ら
育
て
て
い
く

必
要
性
を
感
じ
た
。
授
業
時
数
と
指
導
内
容
と
の
バ

ラ
ン
ス
が
あ
る
し
、
今
回
み
た
い
な
こ
と
は
毎
回
出

来
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
年
間
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
を
作
っ
て
い
け
ば
よ
い
。

指
導
助
言
者

　
今
日
の
授
業
は
、
表
現
を
す
る
場
面

を
意
識
的
に
つ
く
り
、
子
ど
も
た
ち
が
意
欲
的
に
取

り
組
ん
で
い
た
点
が
良
か
っ
た
。
こ
う
し
た
授
業
を

１
年
生
で
行
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
、
今
後
も
続

け
る
と
、
３
年
生
に
な
れ
ば
、
必
ず
上
手
に
表
現
で

き
る
よ
う
に
な
る
。
数
学
で
は
、
数
学
の
力
を
深
化

さ
せ
る
こ
と
と
、
全
体
で
共
有
す
る
こ
と
の
た
め
に

言
語
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
数
学
科
の
目
標
に
「
数

学
的
活
動
を
通
し
て
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
を
押
さ
え

る
こ
と
が
重
要
だ
。
ま
た
、
子
ど
も
の
言
語
活
動
を

周
囲
が
支
え
る
こ
と
も
大
切
に
な
る
。
例
え
ば
、
子

ど
も
が
発
表
す
る
時
に
、先
生
が
「
静
か
に
さ
せ
る
」

「
注
目
さ
せ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
気
持
ち
よ
く
発

表
さ
せ
る
こ
と
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。
こ
こ
が
出

来
て
い
た
の
で
、
伸
び
し
ろ
が
あ
る
と
感
じ
た
。
課

題
は
、「
考
え
る
」
と
「
発
表
す
る
」
の
両
方
を
50

分
に
押
し
込
ん
だ
た
め
に
、
時
間
が
足
り
な

か
っ
た
点
。ま
た
、課
題
の
難
易
度
が
高
か
っ

た
の
で
、
も
っ
と
簡
単
に
し
た
方
が
、
子
ど

も
は
考
え
を
巡
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で

は
な
い
か
。
言
語
活
動
は
日
々
の
姿
勢
が
大

事
。
話
し
掛
け
る
子
ど
も
の
方
を
向
い
て
話

す
な
ど
、
先
生
自
身
の
積
み
重
ね
で
子
ど
も

も
変
わ
る
。
３
年
後
の
姿
を
期
待
し
て
、
頑

張
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

◉
研
修
会
を
終
え
て
、
授
業
者
の
感
想

・
言
語
活
動
を
意
識
し
た
授
業
と
は
ど
ん
な

も
の
か
を
実
感
し
、
今
ま
で
の
授
業
を
振
り

返
る
良
い
機
会
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
分
科

会
で
の
議
論
が
、
教
科
や
経
験
年
数
に
関
係

な
く
発
言
し
合
え
た
の
で
、
最
も
勉
強
に
な

り
ま
し
た
（
数
学
・
延
本
先
生
）

・
分
科
会
で
、
グ
ル
ー
プ
学
習
の
仕
方
や
人

数
割
な
ど
に
つ
い
て
、
他
教
科
の
先
生
か
ら

た
く
さ
ん
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
え
て
参
考

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
始
ま
る
習
熟
度

別
の
授
業
で
生
か
し
た
い
で
す
（
数
学
・
千

葉
先
生
）

分科会で議論された授業の指
導案（３人のうちの一つ）。吹
き出しは、指導案のひな形を
示した際に、谷合校長が添え
た作成のポイント

上記のシートは、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できます。
http://benesse.jp/berd/ ＞情報誌ライブラリ（中学校向け）

授業は目標に始まり、
目標に終わります

教科に応じて、また単
元に応じて、どのよう
な言語活動を実施する
のかを記載します。今
後、年間を通して、言
語活動について、どの
ような内容・方法を指
導するのかを検討する
必要があります

単元の指導計画の指導
と評価の一体化に基づ
き、評価の観点に応じ
た評価規準と方法を記
入してください

⑥に示された指導目標
を達成させる内容を示
すこと。⑧に示された
言語活動が必ず示され
ていること。⑨の授業
改善の工夫が示されて
いること。⑩評価規準
を見取ることのできる
指導内容・方法になっ
ていること

共通の授業の視点です

共通の授業の視点です

⑨の授業改善の視点・工夫点
について詳しく記載します

⑩に示した評価規準が
ここに示されます。
・評価の規準
・評価の観点
・評価方法
の３点を必ず明記して
ください。
評価規準と指導内容が
一致していること

図４ 校内研修会用「指導案（数学）」

http://benesse.jp/berd/center/open/chu/index.shtml
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学
校
事
例

3

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
。
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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
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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
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事
例
の
ど
の
学
校
も
、
生
徒
の
実
態
を
基
に
校
内

研
究
に
取
り
組
み
、
理
論
と
実
践
の
両
面
を
大
切
に

し
て
い
る
点
が
印
象
的
で
し
た
。

　
言
語
活
動
は
教
科
や
教
師
に
よ
っ
て
関
心
や
理
解

の
度
合
い
の
差
が
大
き
い
た
め
、
ま
ず
は
「
言
語
活

動
と
は
何
か
」
と
い
う
基
礎
知
識
の
共
有
を
お
勧
め

し
ま
す
。
共
通
理
解
の
な
い
ま
ま
に
い
く
ら
研
修
を

積
ん
で
も
成
果
は
見
込
め
ま
せ
ん
。
吉
野
ヶ
里
町
立

三
田
川
中
学
校
（
Ｐ
．８
）
は
、
取
り
組
み
を
始
め

る
に
当
た
り
、
言
語
活
動
に
詳
し
い
識
者
の
話
を
聞

き
、
自
分
た
ち
で
文
献
を
読
み
、
言
語
活
動
と
は
何

か
と
い
う
本
質
に
迫
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
言
語
活
動

の
質
を
高
め
学
力
向
上
に
つ
な
げ
る
た
め
に
も
、
言

語
活
動
の
目
的
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に

自
分
の
学
校
、
教
科
で
実
践
し
て
い
く
べ
き
か
、
と

い
っ
た
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
教
師
の
共
通
理
解
を
深
め
る
上
で
、
管
理
職
の
役

割
も
重
要
で
す
。
各
教
科･

学
級
の
先
生
に
役
割
や

権
限
を
与
え
る
前
提
と
し
て
、
趣
旨
を
徹
底
す
る
場

面
で
管
理
職
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。
事
例
の
各
校
で
は
、
校
長
や
教
頭
が

け
ん
引
役
と
な
っ
て
言
語
活
動
の
趣
旨
を
徹
底
し
、

計
画
立
案
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
教
師
集

団
が
ま
と
ま
る
に
は
、
常
に
ぶ
れ
ず
に
基
本
路
線
を

提
示
し
て
く
れ
る
存
在
が
必
要
で
す
。
管
理
職
の
先

生
方
に
は
、
率
先
し
て
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

知
識
の
共
有
と
管
理
職
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
「
ぶ
れ
な
い
軸
」を
つ
く
る

1
指
導
計
画
を
教
師
全
員
で
共
有
し
、教
科･

学
年
を
超
え
た
土
台
と
す
る

2
　
教
科
の
ね
ら
い
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
も
、「
言
語

活
動
で
生
徒
に
『
生
き
る
力
』
を
付
け
る
」
と
い
う

最
終
目
標
は
同
じ
、
と
い
う
こ
と
を
教
科
間
で
共
有

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
府
中
市
立
府
中
第
三
中
学
校
（
Ｐ
．14
）
で
は
、
全

教
科
の
言
語
活
動
の
指
導
計
画
を
立
て
、
学
校
全
体

で
共
有
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
指
導
計
画
の
立
案

は
、
学
校
全
体
の
共
通
理
解
を
図
り
、
足
並
み
を
そ

ろ
え
る
上
で
何
よ
り
も
重
要
な
鍵
を
握
り
ま
す
。
教

科
間
の
連
携
を
踏
ま
え
た
計
画
が
立
て
ら
れ
れ
ば
理

想
で
す
が
、
ま
ず
は
担
当
教
科
以
外
の
教
科
で
ど
の

よ
う
な
言
語
活
動
を
し
て
い
る
の
か
を
知
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

　
教
師
の
思
い
つ
き
や
教
科
の
都
合
だ
け
で
言
語
活

動
を
進
め
る
の
で
は
な
く
、
教
科
間
の
連
携
や
学
年

ご
と
の
積
み
重
ね
を
意
識
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ

り
、
指
導
計
画
の
立
案
と
共
有
は
そ
の
第
一
歩
と
な

り
ま
す
。

3
校
の
事
例
か
ら
学
ぶ
言
語
活
動
実
践
の
ポ
イ
ン
ト

Ｐ
．８
〜
25
で
紹
介
し
た
３
校
の
実
践
事
例
を
参
考
に
、
言
語
活
動
を
進
め
る
際
の

計
画
・
実
践
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
東
京
女
子
体
育
大
の
田
中
洋
一
教
授
に
解
説
し
て
い
た
だ
い
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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言語活動で授業を捉えなおす

研
究
授
業
で
は「
子
ど
も
た
ち
の
思
考
の
深
ま
り
」を
評
価
す
る

3
学
び
合
い
を
取
り
入
れ
る
際
は
生
徒
に
応
分
の
役
割
を
持
た
せ
る

4
言
語
活
動
に
慣
れ
親
し
む
場
を
教
科
学
習
以
外
で
設
定
す
る

5
　
研
究
授
業
で
大
切
な
の
は
、
担
当
教
科
に
関
係
な

く
全
教
師
で
話
し
合
え
る
共
通
の
観
点
を
示
す
こ
と

で
す
。「
自
分
は
国
語
科
だ
か
ら
社
会
科
の
こ
と
は

分
か
ら
な
い
」
と
な
る
と
、
言
語
活
動
で
有
意
義
な

研
究
を
進
め
る
こ
と
は
難
し
く
な
り
ま
す
。
四
万
十

町
立
窪
川
中
学
校
（
Ｐ
．20
）
は
校
内
研
究
を
頻
繁

に
行
い
、
教
科
を
超
え
た
意
見
交
換
を
活
発
に
行
っ

て
い
ま
す
。

　
言
語
活
動
の
研
究
で
は
、
そ
の
活
動
に
よ
っ
て
生

徒
は
考
え
を
深
め
ら
れ
た
か
、
自
分
の
考
え
が
持
て

た
か
と
い
う
視
点
が
有
効
で
す
。
府
中
第
三
中
学
校

が
指
導
案
に
「
本
時
に
お
け
る
言
語
活
動
の
視
点
」

を
盛
り
込
ん
で
い
る
の
は
、
言
語
活
動
に
お
け
る
研

修
の
核
心
を
突
い
て
い
ま
す
。

　
授
業
者
は
、
今
回
の
授
業
で
ど
こ
に
言
語
活
動
を

入
れ
る
の
か
、
ど
ん
な
力
が
付
く
と
想
定
す
る
の
か

を
指
導
案
に
明
示
す
る
。
参
観
者
は
、
生
徒
の
考
え

が
深
ま
っ
た
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
。
こ
の
方
法
な

ら
、
教
科
が
異
な
っ
て
も
意
思
疎
通
が
図
れ
る
は
ず

で
す
。「
本
時
の
活
動
で
生
徒
の
考
え
は
深
ま
っ
た

の
か
」「
深
ま
っ
て
い
な
い
な
ら
発
問
に
も
う
一
つ

条
件
を
増
や
し
て
は
ど
う
か
」「
生
徒
が
考
え
や
す

く
な
る
よ
う
に
資
料
を
も
う
一
つ
用
意
し
た
ら
ど
う

か
」
な
ど
、有
意
義
な
話
し
合
い
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
窪
川
中
学
校
で
は
グ
ル
ー
プ
活
動
に
よ
る
学
び
合

い
を
言
語
活
動
の
中
心
に
据
え
て
い
ま
し
た
。
グ

ル
ー
プ
で
考
え
を
出
し
合
う
こ
と
で
、
思
考
力
を
高

め
る
と
い
う
の
は
ま
さ
し
く
言
語
活
動
で
あ
り
、
考

え
を
深
め
る
有
効
な
手
立
て
の
一
つ
で
す
。

　
取
り
入
れ
る
際
に
は
、
ど
の
学
力
層
の
生
徒
も
そ

れ
ぞ
れ
力
を
伸
ば
せ
る
よ
う
な
工
夫
が
必
要
で
す
。

生
徒
が
応
分
の
働
き
を
果
た
し
、
生
徒
の
役
割
が
固

定
化
し
な
い
よ
う
配
慮
し
ま
し
ょ
う
。
三
田
川
中
学

校
の
よ
う
に
、
座
席
の
場
所
な
ど
で
役
割
を
自
動
的

に
決
め
、機
会
を
平
等
に
与
え
る
方
法
も
有
効
で
す
。

　
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
言
語
活
動
に
お
け
る

学
び
合
い
は
手
段
で
あ
り
、
生
徒
の
考
え
を
深
め
る

た
め
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
発
表
の
仕
方
は

良
か
っ
た
か
」「
記
録
は
こ
の
よ
う
に
取
ら
せ
た
方

が
良
い
」
と
い
っ
た
手
法
論
に
偏
る
こ
と
な
く
、
子

ど
も
の
思
考
を
深
め
る
よ
う
な
指
導
を
模
索
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
今
後
は
、
教
科
学
習
以
外
で
も
言
語
活
動
を
意
識

し
て
行
う
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
三
田
川
中
学
校

の
「
今
日
の
こ
と
ば
」
の
よ
う
に
、
日
常
的
に
言
語

活
動
を
展
開
す
る
こ
と
は
意
義
が
あ
り
ま
す
。

　
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
特
別
活
動
な
ど
授
業
以

外
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
も
言
語
活
動
の
充
実
を
促

し
て
い
ま
す
。
特
別
活
動
の
言
語
活
動
も
教
科
学
習

と
同
様
に
、
活
動
目
標
を
達
成
す
る
手
段
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
教
科
学
習
よ
り

も
っ
と
自
由
に
言
語
活
動
そ
の
も
の
を
体
験
さ
せ
て

も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
学
活
で
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
話

を
聞
い
た
り
、
ま
と
ま
っ
た
文
章
を
読
ん
で
感
想
を

書
い
た
り
す
る
の
は
、
言
語
活
動
に
慣
れ
親
し
む
上

で
有
効
で
す
し
、
物
事
を
じ
っ
く
り
考
え
る
習
慣
を

付
け
る
た
め
に
も
有
意
義
な
活
動
に
な
り
ま
す
。

　
授
業
と
の
相
乗
効
果
を
高
め
る
た
め
に
も
、
学
校

生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
言
語
環
境
を
整
え
る
こ

と
は
、
今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
は
ず
で
す
。
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　言語活動の充実のために学校全体で「教員の共通認識を高める」
取り組みを行っているのは、５６．６％。「各教科の指導計画に言語活
動を位置づける」は３２．６％、「言語活動の充実のために教科間の連
携を図る」は２０．４％にとどまる。

「言語活動の充実について教員間の
 共通認識を高める」学校は６割

「言語活動の充実について教員の
 共通認識を高める」学校は約６割

注）サンプル数は3,366人
出典／ Benesse 教育研究開発センター「中学校の学習指導に関する実態調査報告書」（2010 年）
　　　http://benesse.jp/berd/　＞「調査・研究データ」＞「学校・教員の実態や意識について」

Q.今年度（２０１０年度）、言語活動の充実のために
全校的な取り組みとして行うことがありますか
（回答：中学校主幹教諭・教務主任／複数回答）

0 20 40 60 80 100
（％）

読書の時間を設ける（朝の読書など）

言語活動の充実について教員の共通認識を高める

言語環境を整える（辞書や新聞の活用、図書館の充実など）

全校的な集会などで生徒の発表の機会を増やす

各教科で論述、記述、レポートを書くことを重点的に指導する

各教科の指導計画に言語活動を位置づける

言語活動の充実のために教科間の連携を図る

家庭と連携した読書活動を推進する

その他

78.4

56.6

41.3

39.4

33.2

32.6

20.4

11.8

4.8

1

デ
ー
タ
で
み
る
！

　中
学
校
に
お
け
る

指
導
力
向
上
の
取
り
組
み
と
生
徒
の
実
態

言
語
活
動
の
充
実
や
授
業
改
善
の
た
め
に
、
中
学
校
で
は
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

授
業
に
対
す
る
生
徒
の
意
識
や
態
度
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
デ
ー
タ
か
ら
実
態
を
把
握
し
、
課
題
を
考
え
る
。

http://benesse.jp/berd/center/open/report/gakusyuu_jittai/2010/index.html
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言語活動で授業を捉えなおす

指導教諭などによる
授業参観や指導

他校の取り組みなどの
事例研究

校長による授業参観や指導

校長からの教育情報の提供

外部研修への参加

生徒による授業評価

指導力の客観的な測定

Q.貴校では、教員の指導力を向上させるために、
次のことにどれくらい力を入れていますか（回答：中学校校長）

注１）数値は、「力を入れている」の％
注２）サンプル数は573人
出典／ Benesse 教育研究開発センター「第 5回学習指導基本調査（小学校・中学校版）」（2010年）
　　　http://benesse.jp/berd/　＞「調査・研究データ」＞「学校・教員の実態や意識について」

　言語活動だけでなく、全体
的な教師の指導力向上のため
に校長が「力を入れている」
ことで最も高かったのは「教
員間の教材研究、授業研究」
で３割。次いで「校長による
授業参観や指導」が１７．１％、
「校長からの教育情報の提供」
が１６．２％だった。「ＯＪＴ、
メンター制度などの若手のバ
ックアップ体制づくり」は、
５．６％にとどまった。

10 20 30 40
（％）

30.9

17.1

16.2

13.4

11.2

10.1

5.6

3.7

3.5

注１）数値は「よくする」＋「ときどきする」の％
注２）サンプル数は2,827 人（国語 529人、社会 510人、数学 636人、理科 545人、外国語 559人）
注３）濃いアミかけは全体平均より５ポイント以上高いもの、薄いアミかけは５ポイント以上低いもの
出典／Benesse 教育研究開発センター「第５回学習指導基本調査（小学校・中学校版）」（2010年）
　　　http://benesse.jp/berd/　＞「調査・研究データ」＞「学校・教員の実態や意識について」

　どの担当教科の教師も「校
内で教材・授業研究をする」
と回答した比率が最も高く８
割５分～９割弱。一方、「学
校外の研修・セミナー（学会、
研究会などを含む）に参加す
る」はどの教科でも最も比率
が低い。
　また、担当教科別にみると、
数学は他の教科よりも関連す
る雑誌や本、番組やサイトに
よる情報収集が少ない。外国
語は先輩・同僚からアドバイ
スをもらうことが他の教科よ
りも多い。

Q.教科指導や生徒指導に関して、次のことをどれくらいしていますか
（回答：中学校教師／全体平均・担当教科別）

0

学校外の研修・セミナー
（学会、研究会などを含む）

に参加する

先輩・同僚から
アドバイスをもらう

関連する番組やサイトを
調べる

関連する雑誌や本を読む

校内で教材・
授業研究をする

全体平均 国語 社会 数学 理科 外国語

87.1

78.9

74.1

72.9

52.1

86.6 

83.7 

70.5 

74.9 

58.8 

85.9 

82.8 

79.3 

66.5 

48.6 

89.2 

72.0 

68.2 

73.5 

48.7 

85.6 

77.9 

79.1 

69.0 

47.0 

87.8 

79.3 

74.8 

80.1 

56.9 

３割の校長が「教員間の教材研究、授業研究」に力を入れている2

「先輩・同僚からアドバイスをもらう」教師は、
外国語で８割、社会と理科で６～７割3

（％）

教員間の教材研究、
授業研究

ＯＪＴ、メンター制度などの
若手のバックアップ体制づくり

http://benesse.jp/berd/center/open/report/shidou_kihon5/sc_hon/index.html
http://benesse.jp/berd/center/open/report/shidou_kihon5/sc_hon/index.html


30［中学版］2011 Vol .2

Q.あなたは次のようなことが得意ですか、苦手ですか（回答：中学生）

注１）グラフ右脇の赤字は「とても苦手」＋「やや苦手」の％
注２）サンプル数は３，９１７人
出典／Benesse 教育研究開発センター「第２回子ども生活実態基本調査」（20０９年）
　　　http://benesse.jp/berd/　＞「調査・研究データ」＞「小学生～高校生の学力・学習について」

　中学生の約７５％が、問題の
解き方を複数考えたり、自分
の考えをみんなの前で発表す
ることが苦手だと感じてい
る。また、「自分の考えを文
章にまとめること」「論理的
に（すじ道を立てて）ものを
考えること」を苦手と感じて
いる生徒も7割近い。

自作プリントを
使った授業

教科書に
そった授業

計算や漢字などの
反復的な練習

自分で調べることを
取り入れた授業

教師主導の
講義形式の授業

グループ活動を
取り入れた授業

表現活動を
取り入れた授業

Q.教科の授業において、どのような授業方法を心がけていますか
（回答：中学校教師／経年比較）

注１）数値は「多くするように特に心がけている」の％
注２）サンプル数は、０２年調査２，８９１人、０７年調査２，１０９人、１０年調査２，８２７人
出典／Benesse 教育研究開発センター「第５回学習指導基本調査（小学校・中学校版）」（2010年）
　　　http://benesse.jp/berd/　＞「調査・研究データ」＞「学校・教員の実態や意識について」

　教師が心がけている授業方
法を経年変化で見たところ、
「グループ活動を取り入れた
授業」は、この９年間で増加
している。「表現活動を取り
入れた授業」は０２年調査から
０７年調査にかけて一度減少し
たものの、１０年調査では再び
増加に転じた。一方、「自分
で調べることを取り入れた授
業」は減少傾向にある。
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論理的に
（すじ道を立てて）
ものを考えること

難しい問題を
じっくり考えること

問題の解き方を
何通りも考えること

自分の考えを
みんなの前で
発表すること

自分の考えを
文章にまとめること

グループ活動、表現活動を取り入れた授業を心がける教師が増加4

「考えをみんなの前で発表すること」
「論理的にものを考えること」が苦手な生徒は約７割5
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http://benesse.jp/berd/center/open/report/shidou_kihon5/sc_hon/index.html
http://benesse.jp/berd/center/open/report/kodomoseikatu_data/2009/index.html
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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

注１）数値は「とても好き」＋「好き」の％
注２）学力層は、学力実態調査の国語と数学の偏差値の合算から算出（上位４９２人、中位６６７人、下位５１３人）
出典／Benesse 教育研究開発センター「第４回学習基本調査・学力実態調査」（200６年）
　　　http://benesse.jp/berd/　＞「調査・研究データ」＞「学習基本調査」
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0

　「先生が黒板を使いながら
教えてくれる授業」「友だち
と話し合いながら進めていく
授業」が好きな生徒は７～８
割。「ドリルやプリントを使
ってする授業」や「個人で何
かを考えたり調べたりする授
業」が好きな生徒は３～６割
で、学力下位層ほど比率が低
い。

Q.次にあげる学校の勉強方法は、どのくらい好きですか（回答：中学生／学力層別）

考えたり調べたりしたことを
いろいろ工夫して
発表すること

個人で何かを考えたり
調べたりする授業

ドリルやプリントを
使ってする授業

グループで何かを考えたり
調べたりする授業

友だちと話し合いながら
進めていく授業

先生が黒板を使いながら
教えてくれる授業
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70.4

71.5
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76.8

61.8
71.5

68.4

59.1
50.2

36.6

55.3
48.0

45.0

34.8
32.2

30.2

上位
中位
下位

注１）数値は「よくある」＋「時々ある」の％
注２）学力層は国語と数学の偏差値の合算から算出（上位４９２人、中位６６７人、下位５１３人）
出典／Benesse 教育研究開発センター「第４回学習基本調査・学力実態調査」（200６年）
　　　http://benesse.jp/berd/　＞「調査・研究データ」＞「学習基本調査」
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　「黒板に書かれたことをき
ちんとノートに書く」生徒は
９割と、どの学力層でも比率
が高い。一方、「黒板に書か
れていなくても、先生の話で
大切なことはノートに書く」
は学力層によって差が見ら
れ、学力下位層で比率が低い。

Q.あなたの授業中の様子についてお聞きします（回答：中学生／学力層別）

授業の内容が
難しいと思う

近くの人と
おしゃべりをする

黒板に
書かれていなくても、

先生の話で大切なことは
ノートに書く

テストで間違えると
くやしいと思う

黒板に書かれたことを、
きちんとノートに書く

上位
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79.7
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42.5
69.7

81.5

「ドリルやプリントを使ってする授業」が好きな生徒は、
学力下位層で減少6

「黒板に書かれていなくても大切なことはノートに書く」
生徒は、学力下位層で減少7

http://benesse.jp/berd/center/open/report/gakuryoku_jittai/hon/index.html
http://benesse.jp/berd/center/open/report/gakuryoku_jittai/hon/index.html


◎「当たり前のことを当たり前にやり続けることが、本
来の義務教育の役割であり、揺るぎない学校文化につ
ながる」という全日本中学校長会会長の新藤久典先生
の言葉が心にしみました。本校も、学校のブランドづ
くりまでとはいかなくとも、生徒が楽しく安心して学
べる学校づくりに取り組んでいきます。

◎全国連合小学校長会会長の向山行雄先生の「校長は
オーケストラの指揮者と同じ」という言葉に感動しまし
た。教師がバラバラでは力を結集できません。個性豊
かな教師を束ねることが管理職の役割で、校長のタクト
一つでまとめる大切さを実感しました。規模にかかわ
らず、どの学校も子どもとしっかり向き合い、一つひと
つの授業を大切にすることから始めなくてはならない
と再認識しました。

◎「小中連携」「地域社会との連携」という言葉は多くの
学校で流行語のように使われていますが、いざ取り組
むとなると各校の事情で具体化しづらい状況にあると
思います。今回の特集では中学校の果たす役割や小中
連携のテーマについて、細かな取り組みまで述べられ、
大変参考になりました。

◎新学習指導要領で言語活動の充実がうたわれ、ペア
やグループの協同学習に注目が集まる中、土岐市立泉
中学校のバズ学習はとても参考になると思いました。

◎土岐市立泉中学校の取り組みは、集団力を付けさせ
る取り組みとして参考になりました。特に「教師が本
気で生徒に期待をかけているか」という言葉に共感し、
元気をもらいました。

◎隣接学区の中学校との連携を構想していたところ
だったので、阿智村立阿智中学校の取り組みが参考に
なりました。

◎尾花沢市立福原中学校の事例を読み、「授業力」「連
携」「協力し合える教師関係」が、生徒の力を育み、夢を
実現させる力を引き出すことにつながるのだと思いま
した。自校での実践のヒントをいただきました。 

◎尾花沢市立福原中学校の校内研修の取り組みの中
で「自分のための研修が大切」という言葉に共感を覚え
ました。生徒に分かりやすく教え、自ら進んで学ぼう
とする自主性を身に付けさせるために、教師の授業力
アップが必要です。さまざまな研修を重ね、教師が共
有できる方法を今後も模索していきたいと思います。

◎資料にあった「５割の教師が探究的な学習に不安」と
いう結果が気になりました。私は探究的な学習の中で
「確かな学力」が育つと考えています。

［茨城県／Ｔ中学校／Ｙ・Ｙ］

［鹿児島県／Ｓ中学校／Ｓ・Ｍ］

［兵庫県／Ｔ中学校／Ｓ・Ｋ］

［栃木県／ I 中学校／Ｔ・Ｔ］

［宮崎県／Ｙ中学校／Ｎ・Ｍ］

 ［岡山県／Ｆ中学校／Ｓ・Ｙ］

［兵庫県／Ｓ中学校／Ｍ・Ｙ］

［大阪府／Ｔ中学校／Ｙ・Ａ］

［神奈川県／Ｓ中学校／Ｔ・Ｋ］

2011Vol.１特集「中学校教育の不易と流行」へのご意見

震災後の混乱の中でも整然と列を成して電車を待ち、支援物資を受け取る被
災地の方々の様子が諸外国を驚嘆させたことをご記憶の先生方は多いと思
います。このような、自己中心的にならず周囲を思いやり行動するという「こと
ばが表に出ないコミュニケーション力」に加えて、「ことばを使って表現したり
深く考えたりする力」も、中学校の先生方のご指導をもってすれば、同時に伸
ばすことが出来る。今回の取材を通じて確信いたしました。（久保木）

編集後記

このコーナーでは、編集部に寄せられた読者の先生方からのご意見をご紹介します。
＊『VIEW21』中学版のバックナンバーは「Benesse教育研究開発センター」ウェブサイト（http://benesse.jp/berd/）
でご覧いただけます。
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◎お問い合わせ先

文部科学省が被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
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