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1 私を育てたあの時代、あの出会い

生徒と向き合うその姿勢に
生徒指導の原点を感じた
宮城県仙台市立五橋中学校校長◎髙橋 泰
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学び合いの現状と授業に取り入れる際の工夫　

全員での課題達成を目標に
自立した学習集団をつくる
上越教育大大学院学校教育研究科教授◎西川純
　

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
　

教師は生徒をつなぐ役目に徹し
自らかかわり、学ぶ力を育む
長野県松川町立松川中学校
　

授業力向上の「共通語」として
学び合いを少しずつ導入
佐賀県佐賀市立東与賀中学校

学力層別に見る
生徒の学習動機・理解度と授業方法の関係
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学び合い
─クラス全員が学びに参加する授業─

「授業」で生徒を、学級を伸ばす　第3回

東日本大震災の被災者の皆さまに、心からお見舞い申し上げます。　　VIEW21編集部一同

ゲーム要素を活用した学習ソフト
今後の可能性と課題とは？

いつつばし

よ かひがし



私を育てた
あの時代、あの出会い

第7 回

1975（昭和50）
新採で名取郡
秋保町立（現仙台市立）
秋保中学校に赴任

1986（昭和61）
仙台市立西山中学校の
新設と同時に赴任

1992（平成４）
仙台市教育委員会
指導課義務教育班
に異動

1997（平成９）
栗原郡築館町立
（現栗原市立）
築館中学校に
教頭として赴任。
菅原先生と出会う。
学校だより『大杉』
を発行

2002（平成１４）
仙台市立富沢中学校に
校長として赴任。
学校だより『かしわ』
『扉を開く』を発行

2006（平成18）
仙台市立宮城野中学校
に赴任。校長通信
『人生意気に感ず』
を発行

2009（平成21）
仙台市立五橋中学校
に赴任。校長通信
「つぶやき」を発行。
仙台駅に近い同校は
東日本大震災時に
避難所となり、
地域住民や帰宅困難者ら
を受け入れた

生
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と
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の
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台
市
立
五
橋
中
学
校
校
長

　

髙
橋
泰
　T

a
k

a
h

a
s

h
i Y

a
s

u
s

h
i

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
、
髙
橋
校
長
が
語
る
。

い
つ
つ
ば
し

1

「
見
付
か
る
ま
で
頑
張
り
ま
し
ょ
う
」

若
手
教
師
の
姿
に
心
打
た
れ
た

　
20
〜
30
代
に
赴
任
し
た
学
校
は
生
徒
指

導
上
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
多

く
、
大
柄
で
腕
力
の
あ
る
私
は
３
年
生
の

担
任
を
よ
く
受
け
持
っ
て
い
ま
し
た
。
ま

だ
若
く
、
経
験
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
暴
力
を
振
る
う
よ
う
な
生
徒
に
力
で

対
応
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り
ま
し
た
。

　
あ
る
時
、
素
行
を
注
意
し
た
男
子
生
徒

に
ネ
ク
タ
イ
を
つ
か
ま
れ
ま
し
た
。
私
は

落
ち
着
い
た
口
調
で
「
や
る
ん
だ
っ
た
ら

や
っ
て
も
い
い
ぞ
」
と
言
い
ま
し
た
。
す

る
と
、
そ
の
様
子
を
見
て
い
た
生
徒
た
ち

が
男
子
生
徒
を
必
死
に
制
し
て
く
れ
た
の

で
す
。
友
だ
ち
の
言
葉
を
受
け
入
れ
、
男

子
生
徒
は
手
を
離
し
ま
し
た
。
こ
の
一
件

で
、
私
は
生
徒
と
し
っ
か
り
向
き
合
い
、

力
で
な
く
言
葉
で
思
い
を
伝
え
れ
ば
、
荒

れ
は
収
ま
る
は
ず
だ
と
思
い
ま
し
た
。
早

速
、
教
職
員
、
生
徒
・
保
護
者
そ
れ
ぞ
れ

を
対
象
と
し
た
生
徒
指
導
通
信
を
発
行
し

ま
し
た
。
校
内
の
様
子
を
包
み
隠
さ
ず
伝

え
、
生
徒
と
接
す
る
時
に
お
願
い
し
た
い

こ
と
な
ど
を
つ
づ
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
生
徒
指
導
に
懸
命
に
取
り
組
み
、
そ
の

後
、
教
育
委
員
会
に
異
動
。
教
頭
と
し
て

再
び
現
場
に
戻
り
ま
し
た
。
地
域
で
も
有

名
な
荒
れ
た
学
校
で
し
た
が
、
管
理
職
と

たかはし・やすし　専門教科は国語科。宮城県公立中学校教諭、教頭、校長、
仙台市教育委員会（教頭・校長職の前後に指導課指導主事、教育相談課主任指
導主事、教職員課課長）を経て、２００９年度、仙台市立五橋中学校に赴任。
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な
っ
た
私
は
、
昔
の
よ
う
に
生
徒
と
向
き

合
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し

た
時
、
率
先
し
て
動
い
て
く
れ
た
の
が
当

時
30
代
後
半
の
菅
原
通
英
先
生
で
し
た
。

　
菅
原
先
生
は
、
誰
よ
り
も
生
徒
思
い
の

先
生
で
し
た
。
冬
の
あ
る
日
、
受
験
を
直

前
に
控
え
た
３
年
生
の
生
徒
が
進
路
の
こ

と
で
保
護
者
と
け
ん
か
し
、
家
出
を
し
ま

し
た
。
警
察
に
届
け
出
て
、雪
の
降
る
中
、

学
校
で
も
教
師
総
出
で
探
し
ま
し
た
。
こ

う
し
た
時
、
夜
10
〜
11
時
く
ら
い
ま
で
探

し
て
見
付
か
ら
な
け
れ
ば
、
あ
と
は
警
察

に
任
せ
る
の
で
す
が
、
菅
原
先
生
は
み
ん

な
に
「
頑
張
り
ま
し
ょ
う
」
と
声
を
掛

け
、
決
し
て
諦
め
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
の
言
葉
に
勇
気
付
け
ら
れ
、
皆

で
明
け
方
ま
で
探
し
続
け
た
結
果
、
そ
の

生
徒
を
隣
町
で
保
護
す
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。
皆
で
安
堵
す
る
と
共
に
「
決
し
て

生
徒
を
見
放
さ
な
い
」
と
い
う
菅
原
先
生

の
強
い
意
志
に
心
を
打
た
れ
ま
し
た
。

　
菅
原
先
生
は
い
わ
ゆ
る
優
秀
な
教
師
と

い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
職

員
室
の
机
の
上
は
乱
雑
で
し
た
し
、
成
績

表
な
ど
の
提
出
物
は
催
促
さ
れ
て
か
ら
出

す
と
い
う
具
合
で
し
た
。
し
か
し
、
常
に

生
徒
と
と
こ
と
ん
向
き
合
い
、
生
徒
の
立

場
に
立
っ
て
行
動
す
る
先
生
で
し
た
。
ま

た
、
お
酒
が
飲
め
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

宴
席
に
は
必
ず
出
席
し
、
ウ
ー
ロ
ン
茶
で

談
笑
し
て
い
ま
し
た
。
人
と
の
か
か
わ
り

が
好
き
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
先
生
の
周

り
に
は
生
徒
も
教
師
も
自
然
と
集
ま
り
、

相
談
も
よ
く
受
け
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
私
も
若
手
時
代
、
生
徒
指
導
に
懸
命
に

取
り
組
み
ま
し
た
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え

ば
単
独
プ
レ
ー
が
多
か
っ
た
も
の
で
す
。

そ
う
で
は
な
く
、
教
師
が
一
丸
と
な
っ
て

問
題
に
当
た
る
こ
と
で
、
よ
り
強
い
力
が

生
み
出
せ
る
こ
と
を
菅
原
先
生
か
ら
学
び

ま
し
た
。
生
徒
指
導
に
悩
む
先
生
に
は
、

「
菅
原
先
生
を
手
本
に
し
な
さ
い
」
と
よ
く

言
っ
た
も
の
で
す
。

　復
興
の
た
め
に
立
ち
上
が
っ
た

生
徒
た
ち
を
支
え
て
い
き
た
い

　
私
が
菅
原
先
生
の
情
熱
に
動
か
さ
れ
た

よ
う
に
、
物
事
は
、
理
詰
め
や
利
害
に
関

係
な
く
、
そ
れ
に
取
り
組
む
人
の
心
意
気

に
打
た
れ
て
動
く
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
私
は
毎
朝
校
門
に
立
ち
、
登
校
し

て
く
る
生
徒
た
ち
に
あ
い
さ
つ
を
し
て
い

ま
す
が
、
部
活
動
や
委
員
会
単
位
で
、
あ

る
い
は
個
人
で
自
主
的
に
参
加
し
て
く
れ

る
生
徒
た
ち
が
い
ま
す
。
教
室
の
中
で
教

え
る
だ
け
で
な
く
、
教
師
が
一
生
懸
命
取

り
組
む
姿
を
見
せ
る
こ
と
も
大
事
な
こ
と

だ
と
つ
く
づ
く
感
じ
る
の
で
す
。

　
先
の
東
日
本
大
震
災
で
、
本
校
は
避
難

所
と
な
り
ま
し
た
。
仙
台
駅
か
ら
近
い
た

め
、
地
域
住
民
だ
け
で
な
く
、
帰
宅
困
難

者
や
旅
行
者
ら
も
受
け
入
れ
ま
し
た
。
保

健
室
で
は
、
近
隣
の
病
院
か
ら
あ
ふ
れ
て

き
た
軽
傷
患
者
の
治
療
に
当
た
り
ま
し

た
。
教
師
た
ち
は
力
を
合
わ
せ
、
そ
の
全

て
の
対
応
に
当
た
り
、
約
20
日
間
、
避
難

所
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

　
そ
し
て
今
、
生
徒
た
ち
は
「
市
内
の
中

心
地
に
あ
る
本
校
か
ら
明
る
さ
を
取
り
戻

そ
う
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
震
災
復
興
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
合
唱

大
会
で
は
３
年
生
の
ク
ラ
ス
が
「
親
知
ら

ず
子
知
ら
ず
」
を
自
由
曲
に
選
び
、
追
悼

と
復
興
の
祈
り
を
込
め
て
歌
い
上
げ
ま
し

た
。
９
月
の
文
化
祭
で
は
、
３
年
生
だ
け

で
も
１
０
０
人
余
り
が
実
行
委
員
に
立
候

補
し
、
数
々
の
催
し
を
成
功
さ
せ
ま
し
た
。

そ
の
心
意
気
に
、
私
た
ち
教
師
の
方
が
頭

が
下
が
る
思
い
で
す
。
生
徒
を
頼
も
し
く

思
う
と
同
時
に
、
彼
ら
が
生
き
生
き
と

活
躍
で
き
る
よ
う
、
我
々
教
師
は
一
丸
と

な
っ
て
支
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

教
師
が
懸
命
に
取
り
組
む
姿
を

見
せ
る
こ
と
も
大
事
な
教
育
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ク
ラ
ス
全
員
が
学
び
に
参
加
す
る
授
業
形
態
の
一
つ
と
し
て
、

学
び
合
い
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
学
び
合
い
が
有
効
な
の
か
、

全
て
の
生
徒
が
主
体
的
に
学
び
に
向
か
う
よ
う
に
な
る
の
か
、

疑
問
を
感
じ
て
い
る
先
生
も
少
な
く
な
い
。

本
特
集
で
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
学
校
事
例
を
通
し
て
、

学
び
合
い
に
よ
る
生
徒
の
変
化
と
そ
の
実
践
の
工
夫
を
考
え
る
。

「
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
│

特
集
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課
題
整
理

学び合いに関する疑問・不安

学び合いで本当に学力が付くのか分から
ない

特定の学力層の生徒しか伸ばせないので
はないか

荒れている学校や落ち着きのない学校で
も成立するのか

孤立する生徒はいないのか

まず何から始めれば良いのか分からない

学び合いの具体的な方法が分からない

今の学び合いで良いのか、学び合いになっ
ていないのではないかと不安

保護者から理解を得にくい

導入に消極的な教師が多く、学校全体の
取り組みに発展しない

関心はあるが……

取り入れてみたいが……

既に取り組んでいるが……

学
び
合
い
の
現
状
と

授
業
に
取
り
入
れ
る
際
の
工
夫

小
誌
の
読
者
モ
ニ
タ
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
か
ら
は
、

学
び
合
い
に
関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
や
不
安
を
感
じ
て
い
る
先
生
が
多
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

今
回
紹
介
す
る
３
校
で
は
、
同
様
の
課
題
を
少
し
ず
つ
改
善
し
た
結
果
、
生
徒
や
教
師
に
変
化
が
見
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
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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─

学び合いで大切なこと

●自立した学習集団を目指して、目標を語り続ける
●教師が教え込むのではなく、教師が提示した課題に対して生徒が自由に
グループをつくり、学び合う

上越教育大 西川純教授
▶ P. 6

学校事例にみる実践の工夫

小牧市立北里中学校
▶ P. 10

松川町立松川中学校
▶ P. 16

佐賀市立東与賀中学校
▶ P. 21

●机の並べ方やグループ分けなどの「型」ではなく、学び合いの考え方を
取り入れてみる

●できる教科・単元から取り組む

●３年間の視点で考え、１年目は学び合いのスキル指導に重点を置く

小牧市立北里中学校
▶ P. 10

松川町立松川中学校
▶ P. 16

佐賀市立東与賀中学校
▶ P. 21

●模擬授業や「学び合い通信」の発行で目指す授業像を共有する

●成績だけでなく、人間関係や学習意欲、自己肯定感を丁寧に育てる 

●成果を焦らず、生徒を信じて続ける
●授業公開や「学び合い通信」の発行で保護者の理解を得る

学校事例に見る子どもたちの変化

小牧市立北里中学校
▶ P. 10

松川町立松川中学校
▶ P. 16

佐賀市立東与賀中学校
▶ P. 21

●生徒が学びを楽しむようになる
●課題を終えても『分かったつもり』のままにせず、納得するまで求め続
けるようになる

●仲良しグループを超えて、課題解決のためにグループを横断的に動き、
新たな人間関係が生まれる
●複数の『分からない』が学力上位層の理解を揺るがし、更なる学習行動
へと動かす

●ノートすら取らなかった生徒が途中まで解答を考え、どこまで分かり、
どこが分からないかを友だちに説明できるようになる
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中
学
校
教
育
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
社
会
で
生
き

て
い
く
た
め
に
必
要
な
力
の
育
成
で
す
。
社
会
で
は

さ
ま
ざ
ま
な
人
が
互
い
に
か
か
わ
り
な
が
ら
生
き
て

い
る
た
め
、
日
常
生
活
で
も
仕
事
で
も
、
自
分
一
人

で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
し
た
社
会
で
自
立
し
て
生
き
て
い
く
た
め
に

は
、
自
分
と
は
異
な
る
価
値
観
や
考
え
方
を
持
つ
人

と
つ
な
が
っ
て
協
力
的
な
関
係
を
築
く
力
、
つ
ま
り

他
者
と
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
課
題
を
解
決
す
る

力
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
教
育
基
本
法
が
第
一
条
で
教

育
の
目
的
を
「
人
格
の
完
成
」
と
位
置
付
け
て
い
る

の
は
、
こ
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
う
し
た
力
は
こ
れ
ま
で
、
特
別
活
動
や
部
活
動

で
身
に
付
け
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
が
ち
で
し
た
。
し

か
し
、
生
徒
が
学
校
で
過
ご
す
時
間
の
大
半
を
占
め

る
授
業
の
時
間
に
こ
そ
、
他
者
と
か
か
わ
り
、
知
識

を
活
用
し
て
課
題
を
解
決
す
る
活
動
を
も
っ
と
取
り

入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
学
び

合
い
が
そ
の
活
動
に
適
す
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
学
び
合
い
は
、
教
師
が
教
科
の
内
容
を
説
明
し
、

生
徒
が
そ
れ
を
聞
く
授
業
ス
タ
イ
ル
の
対
極
に
位
置

し
ま
す
。
教
師
が
教
え
込
む
の
で
は
な
く
、
教
師
が

提
示
し
た
課
題
に
対
し
て
生
徒
が
自
由
に
グ
ル
ー
プ

を
つ
く
り
、
互
い
に
学
び
合
う
の
で
す
。
分
か
ら
な

い
と
こ
ろ
も
、生
徒
同
士
が
相
談
し
て
解
決
し
ま
す
。

　
学
力
下
位
層
の
生
徒
は
、
必
ず
し
も
教
科
内
容
に

関
心
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
本
的
な
用

語
や
言
葉
の
意
味
の
理
解
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
、

授
業
に
参
加
し
た
く
て
も
出
来
な
い
こ
と
が
多
い
の

で
す
。
学
び
合
い
で
は
、
友
だ
ち
と
話
し
合
っ
て
い

く
中
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
疑
問
を
気
兼
ね
な
く
質
問

で
き
ま
す
。
更
に
、
一
人
の
友
だ
ち
の
説
明
で
分
か

ら
な
け
れ
ば
、
別
の
友
だ
ち
に
尋
ね
る
と
い
う
よ
う

全
員
で
の
課
題
達
成
を
目
標
に

自
立
し
た
学
習
集
団
を
つ
く
る

上
越
教
育
大
大
学
院
学
校
教
育
研
究
科
教
授

　
西
川
純

学
び
合
い
に
つ
い
て
「
何
と
な
く
大
切
だ
と
思
っ
て
い
る
」「
関
心
が
あ
る
」
│
│
そ
う
し
た
声
は

多
く
の
先
生
方
か
ら
聞
か
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
学
び
合
い
と
は
ど
の
よ
う
な
教
育
活
動
な
の
か
、

実
践
の
上
で
何
が
大
切
な
の
か
。
学
び
合
い
の
研
究
を
進
め
る
上
越
教
育
大
大
学
院
の
西
川
純
教
授
に
話
を
聞
い
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

日
々
の
授
業
で
こ
そ

人
と
か
か
わ
る
力
を
育
む

教
科
学
力
の
差
に
か
か
わ
ら
ず

自
ら
学
び
に
向
か
う
よ
う
に
な
る
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に
、
何
通
り
も
の
説
明
を
聞
け
る
の
で
す
。
説
明
の

仕
方
は
生
徒
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
す
か
ら
、
ど
の

生
徒
も
、
自
分
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
い
説
明
を
見

付
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
少
し
で
も
理
解
で
き
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
出
来
な

か
っ
た
生
徒
は
学
ぶ
楽
し
さ
を
実
感
し
ま
す
。
最
初

は
正
解
だ
け
を
教
え
て
も
ら
い
、
し
か
も
そ
の
意
味

が
分
か
ら
ず
放
っ
て
お
い
た
生
徒
が
、
学
習
意
欲
が

高
ま
る
に
つ
れ
て
、「
自
分
が
分
か
ら
な
い
の
は
ど

こ
か
」「
ど
う
分
か
ら
な
い
の
か
」
を
説
明
し
た
上

で
解
き
方
を
尋
ね
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
そ
う
し
た
質
問
の
数
は
次
第
に
増
え
て
い
き
、
無

意
識
の
う
ち
に
教
科
の
本
質
を
捉
え
た
質
問
が
現
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。例
え
ば
数
学
の
正
負
の
数
で
、

「
移
項
す
る
と
、
な
ぜ
プ
ラ
ス
だ
っ
た
数
が
マ
イ
ナ

ス
に
な
る
の
か
」
と
い
っ
た
質
問
が
出
る
と
、
上
位

層
の
生
徒
で
も
、
言
葉
に
詰
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

移
項
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
理
解
し
て
い
な
け
れ

ば
、
答
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。
単
に
解
き
方
を
覚

え
て
い
た
生
徒
に
と
っ
て
は
、
全
く
予
想
し
な
い
質

問
で
し
ょ
う
。
生
徒
自
身
の
知
的
好
奇
心
や
、
質
問

し
て
き
た
友
だ
ち
へ
の
疑
問
に
答
え
た
い
と
の
思
い

か
ら
、
既
習
の
知
識
を
組
み
合
わ
せ
て
真
剣
に
考
え

た
り
、
家
で
調
べ
て
く
る
生
徒
も
出
て
き
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
理
解
度
が
異
な
る
生
徒
同
士
が
交
流

す
る
こ
と
で
、
全
て
の
生
徒
の
知
的
好
奇
心
や
探
究

心
が
刺
激
さ
れ
る
の
で
す
。

　
生
徒
が
主
体
と
な
り
、
生
徒
同
士
が
学
習
意
欲
を

高
め
合
う
授
業
を
行
う
た
め
に
、
教
師
は
何
を
す
れ

ば
良
い
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
ず
重
要
な
の
は
、
授
業
冒
頭
に
示
す
「
本
時
の

目
標
」
で
す
。
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら

れ
ま
す
（
P.
８
図
）。

■
具
体
的
に
分
か
り
や
す
く
設
定

　
例
え
ば
数
学
の
授
業
な
ら
、「
三
角
形
の
合
同
条

件
を
説
明
で
き
る
」
と
す
る
の
で
は
な
く
、「
合
同

条
件
を
い
く
つ
説
明
す
る
の
か
」を
示
し
ま
し
ょ
う
。

そ
う
す
れ
ば
、
生
徒
は
そ
の
問
い
で
何
を
求
め
ら
れ

て
い
る
の
か
を
理
解
で
き
ま
す
。

　「
い
く
つ
」
が
示
さ
れ
な
い
と
、
一
つ
説
明
で
き

れ
ば
良
い
と
考
え
る
生
徒
も
、
三
つ
以
上
説
明
で
き

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
る
生
徒
も
い
る
と
い
う

よ
う
に
、
各
自
が
達
成
の
難
易
度
の
異
な
る
目
標
に

向
か
っ
て
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
れ
で
は
生
徒
同
士
の
会
話
が
噛
み
合
い
ま
せ
ん

し
、
学
習
意
欲
も
上
が
り
に
く
い
と
思
い
ま
す
。

■
教
科
に
よ
っ
て
目
標
を
工
夫

　
例
え
ば
理
科
は
、「
…
に
つ
い
て
観
察
・
実
験
の

結
果
を
使
っ
て
、
な
ぜ
ろ
う
そ
く
の
炎
が
燃
え
続
け

る
の
か
を
説
明
で
き
る
」
と
、
具
体
的
な
目
標
を
立

て
や
す
い
教
科
で
す
。
お
の
ず
と
生
徒
の
答
え
も
明

確
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
答
え

目
標
の
工
夫
で

学
習
意
欲
は
更
に
高
ま
る

にしかわ・じゅん◎筑波大大学院教育研究科教科教育専攻修士課程修了。博士（学
校教育学）。物理科教師として東京都立高校に勤務後、上越教育大で研究者の道
に進む。２００２年より現職。『学び合い』を広げるため、講演や執筆活動を行って
いる。著書に「『学び合い』スタートブック」（学陽書房）など多数。
※なお本文では、学び合いで表現を統一しています
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の
力
だ
け
で
は
達
成
で
き
な
い
目
標
を
示
す
こ
と

で
、
生
徒
の
交
流
を
促
す
の
で
す
。

　「
全
員
で
の
達
成
」
を
目
標
と
す
る
こ
と
で
、
教

師
も
「
生
徒
を
一
人
も
見
捨
て
な
い
」
と
強
く
意
識

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
思
い
は
、
常
に
生
徒

に
伝
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
一
人
で

も
課
題
が
解
け
な
い
生
徒
が
い
る
以
上
、
目
標
を
達

成
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
ク
ラ
ス
全
体
に
語

り
続
け
る
の
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
教
師
の
言
葉
で
生
徒
全
員
が
動
く
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
自
分
だ
け
が
解
け
れ
ば
い

い
」
と
思
っ
て
い
た
り
、「
課
題
な
ん
て
解
け
な
く

て
も
い
い
」
と
諦
め
た
り
し
て
い
る
生
徒
も
い
る
で

し
ょ
う
。
し
か
し
中
に
は
、教
師
の
言
葉
に
共
感
し
、

学
び
合
い
を
進
め
る
生
徒
も
い
ま
す
。先
生
方
に
は
、

一
人
で
も
多
く
の
生
徒
の
心
に
訴
え
ら
れ
る
よ
う
言

葉
を
磨
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
す
ぐ
に
全
員
を
変
え
よ
う
と
考
え
が
ち
で
す
が
、

教
師
が
特
定
の
生
徒
に
介
入
し
て
し
ま
っ
て
は
、
生

徒
の
「
自
ら
他
者
と
か
か
わ
る
力
」
を
伸
ば
せ
ま
せ

ん
。全
て
の
生
徒
を
信
じ
て
待
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

少
し
ず
つ
、
目
標
に
向
か
っ
て
生
徒
の
気
持
ち
が
そ

ろ
い
、
互
い
に
力
を
合
わ
せ
る
集
団
と
な
っ
て
い
き

ま
す
。

　
学
び
合
い
が
目
指
す
の
は
、
教
科
指
導
を
通
し
て

自
立
し
た
学
習
集
団
、
い
わ
ば
健
全
な
学
級
を
つ
く

る
こ
と
な
の
で
す
。
生
徒
が
一
つ
に
ま
と
ま
れ
ば
、

怖
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
力
向
上
で
も
生
活
習

慣
改
善
で
も
、
生
徒
同
士
が
協
力
し
、
自
力
で
実
現

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
生
徒
一
人
ひ
と
り
も
、
異
な
る
価
値
観
や
考
え
を

柔
軟
に
受
け
入
れ
て
、
自
分
の
意
見
を
鍛
え
、
さ
ま

ざ
ま
な
人
と
交
流
す
る
力
を
身
に
付
け
ま
す
。
そ
し

て
、
そ
の
交
流
を
通
し
て
互
い
の
結
び
付
き
が
強
ま

り
、
集
団
と
し
て
い
か
に
大
き
な
力
が
生
ま
れ
る
か

を
身
を
も
っ
て
感
じ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
さ
に
「
生

き
る
力
」
の
育
成
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

だ
け
で
な
く
、
答
え
を
導
く
過
程
を
説
明
で
き
る
と

こ
ろ
ま
で
を
目
標
に
す
る
と
良
い
で
し
ょ
う
。

　
国
語
の
よ
う
に
、
文
章
の
解
釈
に
よ
っ
て
複
数
の

答
え
が
成
り
立
つ
教
科
で
は
、「
…
に
つ
い
て
な
ぜ

そ
の
よ
う
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
理
由
と

と
も
に
他
の
人
に
も
よ
く
分
か
る
よ
う
に
自
分
の
考

え
を
説
明
で
き
る
」
と
い
っ
た
目
標
設
定
が
有
効
で

す
。
単
に
「
自
分
は
こ
う
思
う
」
と
言
う
の
で
は
な

く
、
他
者
に
対
し
て
説
得
力
の
あ
る
説
明
が
求
め
ら

れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
生
徒
は
そ
れ
だ
け
文
章
を
注

意
深
く
読
む
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

■
全
員
で
の
達
成
を
目
指
す

　
全
て
の
目
標
に
「
全
員
で
課
題
が
出
来
る
よ
う
に

な
る
こ
と
」
を
掲
げ
ま
し
ょ
う
。
あ
え
て
自
分
一
人

　学び合いに最も重要なものは、生徒を信じる教師の気持ちで
す。そして学び合いは、「大多数の生徒が出来るようになること」
ではなく、「全ての生徒が出来るようになること」を目指して
います。
　実現には、我慢や根気が必要でしょう。しかし諦めずに、そ
の目標がいかに尊いかを生徒に語り続けなければなりません。
教師は、生徒の将来を預かっているのです。「目の前の生徒た
ちを一人も見捨てず、全員を幸福にする」。そうした信念を持っ
て指導に当たることが大切だと思います。

西川先生が重視する学び合いのポイント

自
立
し
た
学
習
集
団
を
目
指
し
て

目
標
を
語
り
続
け
る

● 教師だけでなく、子どもが評価できる表現になって
いるか（「分かる」「知る」「感じる」などの言葉は避
ける）

●具体的なゴールになっているか（三角形の合同条件
を一つ見付ければ達成なのか、二つ以上見付けて達
成なのか）

●インプットしたものをアウトプット（表現）させる
ものになっているか

●相手（聞き手）を意識させる（言いっ放しにさせない）
ようになっているか

●削って削ってシャープになっているか

図 西川先生が指摘する、目標設定のポイント
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Q
学
び
合
い
で
は
、
教
師
が
生
徒
一
人
ひ
と
り

の
学
習
を
丁
寧
に
見
取
る
こ
と
が
出
来
な
い

と
思
い
ま
す
。
生
徒
が
本
当
に
教
科
内
容
を
理
解
で

き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

A
　
私
は
、
50
分
の
授
業
時
間
内
に
一
人
の
教

師
が
ク
ラ
ス
の
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
学
習
を

見
取
る
こ
と
自
体
が
難
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
理

解
度
は
、
生
徒
の
数
だ
け
異
な
る
か
ら
で
す
。
学
び

合
い
で
教
師
が
見
取
る
の
は
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。「
全
員
で
の
課
題
達
成
」
を
目
標

と
し
、
生
徒
が
ど
の
よ
う
な
話
し
合
い
を
し
て
い
る

か
、「
集
団
の
様
子
」
を
見
取
る
の
で
す
。

　
集
団
が
学
習
内
容
を
し
っ
か
り
理
解
し
て
い
る
か

を
見
取
る
指
標
は
、
授
業
の
最
後
に
行
う
確
認
テ
ス

ト
や
定
期
考
査
の
最
低
点
で
す
。
成
績
中
・
上
位

層
の
生
徒
の
得
点
が
大
き
く
影
響
す
る
平
均
点
と
違

い
、
最
低
点
は
、
成
績
下
位
層
の
生
徒
が
学
習
内
容

を
理
解
し
な
け
れ
ば
上
が
り
ま
せ
ん
。だ
か
ら
こ
そ
、

理
解
不
十
分
な
生
徒
が
一
人
も
出
な
い
よ
う
「
全
員

で
の
課
題
達
成
」
を
目
標
と
す
る
の
で
す
。

Q
教
師
が
介
入
し
な
い
で
、
生
徒
は
本
当
に
学

習
し
ま
す
か
。
友
だ
ち
の
解
答
を
写
す
生
徒

も
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

A
　
学
び
合
い
を
始
め
て
間
も
な
い
段
階
で

は
、
確
か
に
解
答
を
写
す
生
徒
が
い
る
で
し

ょ
う
。分
か
ら
な
い
こ
と
が
恥
ず
か
し
い
か
ら
で
す
。

し
か
し
私
が
か
か
わ
っ
て
き
た
学
校
で
は
、
学
び
合

い
が
進
み
、
学
習
意
欲
が
高
ま
る
生
徒
が
増
え
る
に

つ
れ
て
、
授
業
内
容
を
十
分
に
理
解
で
き
な
い
生
徒

の
存
在
を
、
他
人
事
と
し
な
い
雰
囲
気
が
生
ま
れ
て

き
ま
し
た
。
生
徒
は
誰
で
も
、
勉
強
が
出
来
る
よ
う

に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
解
答
を
写
し
て
い

て
も
自
分
の
学
力
に
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
生
徒

自
身
が
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。

　
教
師
が
「
解
答
を
写
す
な
」
と
言
う
の
は
簡
単
で

す
が
、
生
徒
は
教
師
に
隠
し
て
写
す
よ
う
に
な
る
だ

け
で
、
本
質
的
に
は
解
決
し
ま
せ
ん
。
全
員
で
学
び

に
向
か
お
う
と
す
る
集
団
が
出
来
て
く
る
と
、
誰
も

が
解
答
を
写
そ
う
と
思
わ
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。

Q
自
由
に
交
流
さ
せ
る
と
、
孤
立
す
る
生
徒
が

出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
良
い
の

で
し
ょ
う
か
。

A
　
学
び
合
い
だ
か
ら
生
徒
が
孤
立
し
た
の
で

は
な
く
、
孤
立
が
顕
在
化
し
た
に
過
ぎ
ま
せ

ん
。
そ
の
生
徒
は
、
学
び
合
い
を
始
め
る
前
か
ら
そ

う
い
う
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
生
徒
の
孤
立
を
目
の
当
た
り
に
す
る
先
生
方
の
つ

ら
い
気
持
ち
は
、
よ
く
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
教

師
が
生
徒
に
個
別
に
指
導
し
過
ぎ
る
と
、
他
の
生
徒

は
「
先
生
が
担
当
す
る
ん
だ
」
と
思
い
ま
す
。
そ
し

て
、
そ
の
生
徒
は
他
の
生
徒
と
ま
す
ま
す
つ
な
が
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
教
師
は
い
つ
ま
で
も
生

徒
に
手
を
差
し
伸
べ
ら
れ
ま
せ
ん
。
将
来
を
思
え
ば

こ
そ
、
生
徒
が
自
分
の
力
で
解
決
で
き
る
よ
う
に
指

導
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
大
切
な
の
は
、
こ
の
問
題
を
ク
ラ
ス
全
体
の
問
題

と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
す
。
孤
立
し
て
い
る
生
徒
に

原
因
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、「
全
員
が
分
か
る
」「
全

員
が
授
業
に
参
加
す
る
」
と
い
う
目
標
を
達
成
し
て

い
な
い
ク
ラ
ス
全
体
に
対
し
て
、「
そ
れ
で
い
い
の

か
」
と
強
く
語
り
続
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
孤
立
し
か
ね
な
い
生
徒
が
い
る
場
合

は
、
学
び
合
い
を
始
め
る
前
に
、
そ
の
生
徒
の
保
護

者
と
話
す
機
会
を
設
け
る
な
ど
、
理
解
を
得
る
努
力

を
し
た
方
が
良
い
と
思
い
ま
す
。
先
生
ご
自
身
が
ど

う
い
う
ね
ら
い
を
持
っ
て
学
び
合
い
に
取
り
組
ん
で

い
る
か
が
問
わ
れ
る
場
面
で
す
。

Q
生
徒
中
心
の
授
業
ス
タ
イ
ル
に
対
し
て
、
保

護
者
は
不
安
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
不
安
を

解
消
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
で
し
ょ
う
。

A
　
学
校
に
関
し
て
、
保
護
者
の
最
大
の
情
報

源
は
生
徒
で
す
。
生
徒
が
学
び
合
い
に
面
白

さ
を
感
じ
れ
ば
家
庭
で
話
す
感
想
も
充
実
し
、
保
護

者
の
不
安
は
お
の
ず
と
減
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た

め
に
は
、
授
業
参
観
な
ど
の
機
会
に
実
際
の
学
び
合

い
の
様
子
を
見
て
も
ら
う
こ
と
も
重
要
で
す
。

　
学
び
合
い
が
進
ん
で
学
力
が
底
上
げ
さ
れ
る
こ
と

も
保
護
者
の
理
解
に
つ
な
が
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
も
結
果
で
す
。
ま
ず
は
、
生
徒
に
と
っ
て
充

実
し
た
取
り
組
み
に
な
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。

西
川
先
生
の
学
び
合
い
実
践
Q
＆
A
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学
校
事
例

1

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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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─

　
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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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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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
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学
校
事
例

2

S c h o o l  D a t a
◎１９５７（昭和３２）年開校。
長野県の南部に位置する。
２００５年度から3年間、文部
科学省「学力向上フロンティ
ア」の拠点校に指定される。
自らの心に問いかけながら清掃
を行う「自問清掃」が伝統。

校長◎帯刀昇先生　

生徒数◎４４０人　　学級数◎１５学級（うち特別支援学級２）

所在地◎〒399-3303　長野県下伊那郡松川町元大島 3293

TEL◎ 0265-36-2073

URL◎ http://www.ch-you.co.jp/users/matukawajh/

公開研究会◎未定

生徒の現状と
学び合いで特に付けたい力

●言われたことはきちんと取り組むが、自ら課題
を見つけ、解決（改善）しようとすることが苦手
➡自分から気付いて行動し、人を助け、また人
に助けてもらうことのできる力

●友人関係が固定しがち
➡共通の課題解決を通して、新しい人間関係を
築いていく力

学び合いの工夫
●教師は学級全体を見渡しながら、理解できてい
ない生徒がどこに動けばよいかわかるように、
適切なタイミングで声を掛ける。その際、発言
はある特定の生徒にではなく、全体に対して語
りかける

●グループは固定せず、立ち歩いての相談も含め、
生徒が自分の考えで答えを追究する時間を保障
する

●生徒が追究できる課題を設定する

●各教科の特性を考慮し、学び合いを実践できる
場面を考えながら取り入れる

●数学の授業では、年間コマ数の９割が学び合い

学び合いの概要

●５年前に、当時の研究主任が松川中学校の理科
に学び合いを取り入れる

●研究主任の異動後は、数学と理科を中心に学び
合いを継続

●現在は、学び合いを全校の研究テーマに据え、
全教科で学び合いの実践に向けて取り組む

学び合い導入の経緯

教
師
は
生
徒
を
つ
な
ぐ
役
目
に
徹
し

自
ら
か
か
わ
り
、学
ぶ
力
を
育
む

長
野
県

松
川
町
立
松
川
中
学
校

松
川
町
立
松
川
中
学
校
で
は
、
学
級
全
員
が
主
体
的
に
授
業
に
参
加
し
、
友
だ
ち
と
か
か
わ
る
中
で
、
人
と
協
力

で
き
る
力
を
付
け
て
ほ
し
い
と
学
び
合
い
に
取
り
組
む
。
出
来
る
生
徒
が
出
来
な
い
生
徒
に
「
教
え
る
」
の
で
は
な
く

「
互
い
の
た
め
に
な
る
」
こ
と
を
意
識
さ
せ
た
結
果
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
や
課
題
解
決
力
が
高
ま
っ
て
い
る
。
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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─

　
松
川
町
立
松
川
中
学
校
が
学
び
合
い
を
取
り
入
れ

始
め
た
の
は
、
５
年
前
の
こ
と
だ
。
当
時
の
研
究
主

任
が
上
越
教
育
大
大
学
院
で
学
び
合
い
を
研
究
し
、

同
校
に
赴
任
し
た
際
に
自
分
の
理
科
の
授
業
で
取
り

入
れ
た
こ
と
が
最
初
だ
っ
た
。
以
降
、
教
師
間
に
学

び
合
い
の
手
法
が
少
し
ず
つ
広
ま
っ
た
。

　
帯お

び

刀な
た

昇
校
長
が
赴
任
し
た
２
０
１
０
年
度
に
は
、

目
指
す
学
校
像
の
一
つ
に
「
居
場
所
や
存
在
感
が
あ

り
、
関
わ
り
合
い
を
広
げ
る
学
校
」
を
掲
げ
、
全
校

体
制
で
進
め
る
べ
く
本
格
的
に
取
り
組
み
始
め
た
。

帯
刀
校
長
は
、
学
び
合
い
を
授
業
づ
く
り
の
軸
に
据

え
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
話
す
。

　「
中
学
校
時
代
は
生
徒
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
悩
み
を

抱
え
る
時
期
で
す
。
友
人
関
係
な
ど
で
内
向
的
に
な

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
人
と
か
か

わ
り
合
い
な
が
ら
成
長
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

人
を
助
け
、
人
に
助
け
ら
れ
る
経
験
が
で
き
る
学
び

合
い
は
、
生
徒
同
士
の
か
か
わ
り
合
い
の
場
面
と
し

て
最
適
だ
と
考
え
ま
し
た
」

　
研
究
主
任
で
数
学
科
担
当
の
中
島
清
貴
先
生
は
、

授
業
に
こ
そ
生
徒
同
士
が
か
か
わ
る
場
を
設
け
る
べ

き
だ
と
話
す
。

　「
授
業
は
１
日
５
時
間
以
上
も
あ
り
ま
す
。
学
び

合
い
を
取
り
入
れ
れ
ば
、
ク
ラ
ス
全
員
が
授
業
に
主

体
的
に
参
加
し
、
み
ん
な
で
協
力
し
て
問
題
解
決
に

当
た
る
経
験
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私

は
か
ね
て
か
ら
、
中
学
校
数
学
の
レ
ベ
ル
な
ら
ば
、

教
師
が
教
え
込
ま
な
く
て
も
、
生
徒
同
士
で
助
け
合

え
ば
解
決
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
生
徒
が
互
い
の
力
を
合
わ
せ
て
問
題
を
解
決
し

て
い
く
学
び
合
い
の
考
え
方
と
合
致
し
て
い
ま
し

た
」

　
10
、
11
年
度
は
、
年
度
当
初
に
大
学
の
研
究
者
を

講
師
に
迎
え
、
生
徒
に
対
し
て
、
学
び
合
い
の
意
義

や
方
法
な
ど
を
説
明
し
、
模
擬
授
業
を
行
っ
た
。

　
２
・
３
年
生
は
１
年
生
の
時
か
ら
学
び
合
い
を
授

業
で
行
っ
て
い
る
の
で
、
特
に
教
師
が
指
示
を
し
な

く
て
も
、
自
然
と
グ
ル
ー
プ
が
で
き
、
ス
ム
ー
ズ
に

進
む
一
方
、
１
年
生
は
異
な
る
。
１
年
生
の
初
期
の

授
業
で
は
、
４
人
グ
ル
ー
プ
や
、
違
う
小
学
校
か
ら

き
た
友
だ
ち
に
説
明
す
る
な
ど
、
条
件
を
付
し
て
、

か
か
わ
り
合
い
を
持
ち
や
す
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

北
原
雅
浩
教
頭
は
、
次
の
よ
う
に
話
す
。

　「
人
間
関
係
が
ま
だ
出
来
て
い
な
い
学
級
開
き
の

最
初
か
ら
学
び
合
い
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
互
い

を
知
る
機
会
が
増
え
、
ク
ラ
ス
づ
く
り
が
早
く
進
み

ま
す
」

　
中
島
先
生
は
、
学
力
に
か
か
わ
ら
ず
、
ど
の
生
徒

も
「
学
び
合
う
」
と
い
う
意
識
が
持
て
る
よ
う
、
声

掛
け
に
注
意
し
て
い
る
。

　「
学
び
合
い
と
い
う
と
、『
出
来
た
生
徒
が
出
来
て

い
な
い
生
徒
に
教
え
る
』
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る

と
思
い
ま
す
が
、
私
は
『
教
え
る
』
と
い
う
こ
と
が

言
葉
の
端
々
に
出
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。『
ま

だ
頑
張
っ
て
い
る
人
が
い
る
か
ら
、
協
力
し
て
や
ろ

う
ね
』
と
言
い
ま
す
。
決
し
て
『
早
く
出
来
た
な
ら
、

教
え
て
あ
げ
な
さ
い
』
と
は
言
い
ま
せ
ん
。『
全
員

が
分
か
る
』
と
い
う
目
標
に
向
け
て
、
生
徒
が
自
主

的
に
動
く
こ
と
で
、
全
て
の
生
徒
に
学
び
が
あ
る
と

考
え
る
か
ら
で
す
。
学
ん
だ
こ
と
を
自
分
の
言
葉
で

他
人
に
説
明
す
る
こ
と
で
、
自
分
が
し
っ
か
り
理
解

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
理
解
を
更
に
深
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
う
し
た
考
え
か
ら
、
他
人
に
説

明
す
る
こ
と
は
、
そ
の
人
を
助
け
る
だ
け
で
な
く
、

自
分
の
学
習
の
た
め
に
も
な
る
と
常
に
指
導
し
て
い

ま
す
」

　
中
島
先
生
の
授
業
で
は
、
年
間
コ
マ
数
の
９
割
以

上
を
学
び
合
い
で
進
め
る
。
本
時
の
課
題
を
出
し
た

松
川
町
立
松
川
中
学
校
校
長

帯
刀
昇O

binata N
oboru  

「
人
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
中
で
成
長
し
て

い
く
こ
と
の
で
き
る
、
人
間
関
係
づ
く
り
の

上
手
な
大
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
」

ク
ラ
ス
全
員
参
加
の
学
び
合
い
で

人
と
か
か
わ
る
力
を
伸
ば
し
た
い

教
え
る
の
で
は
な
く
、

自
分
の
学
習
に
な
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る

松
川
町
立
松
川
中
学
校
教
頭

北
原
雅
浩K

itahara M
asahiro  

「
人
は
一
人
で
は
生
き
て
い
け
な
い
。
だ
か

ら
こ
そ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を

育
め
る
よ
う
な
学
び
合
い
に
し
た
い
」

松
川
町
立
松
川
中
学
校

中
島
清
貴N

akajim
a K

iyotaka  

研
究
主
任
、
３
学
年
担
任
、
数
学
科
担
当
。

「
人
の
良
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う

な
大
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
」
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ら
、
後
は
生
徒
同
士
の
学
び
合
い
の
時
間
と
な
る
。

グ
ル
ー
プ
は
固
定
し
て
お
ら
ず
、
生
徒
は
教
室
内
を

自
由
に
歩
き
回
り
、
何
度
も
グ
ル
ー
プ
替
え
を
し
た

り
、
グ
ル
ー
プ
間
を
移
動
し
た
り
し
な
が
ら
話
し
合

う
。

　
学
び
合
い
の
間
、
中
島
先
生
は
生
徒
の
さ
ま
ざ
ま

な
つ
ま
ず
き
を
確
認
し
な
が
ら
、
関
連
す
る
生
徒
の

理
解
や
気
付
き
を
つ
な
ぐ
こ
と
に
徹
し
、「
あ
そ
こ

の
グ
ル
ー
プ
は
○
○
な
工
夫
を
し
て
い
ま
す
」
な
ど

と
、
理
解
の
進
ん
で
い
な
い
グ
ル
ー
プ
の
側
で
言
う

な
ど
し
て
い
る
。

　「
指
示
す
る
こ
と
や
知
識
を
教
え
る
こ
と
は
す
ぐ

に
で
も
出
来
ま
す
。
し
か
し
、
ど
こ
に
ど
の
よ
う
な

情
報
が
あ
る
の
か
分
か
る
よ
う
に
し
、
生
徒
が
必
要

に
感
じ
た
時
に
、
そ
れ
が
あ
る
場
所
に
行
け
る
よ
う

な
環
境
を
つ
く
る
の
が
、
教
師
の
役
目
で
す
。『
あ

の
グ
ル
ー
プ
に
聞
い
て
み
た
ら
』
と
は
指
示
し
ま
せ

ん
。
生
徒
に
は
学
校
で
自
ら
人
と
つ
な
が
り
学
ん
で

い
く
力
を
身
に
付
け
て
ほ
し
い
。
そ
れ
は
、
将
来
、

生
徒
が
学
び
た
い
と
思
っ
た
時
に
必
要
な
力
に
な
り

ま
す
」

　
中
島
先
生
自
身
は
、
学
び
合
い
を
授
業
に
取
り
入

れ
て
４
年
が
経
つ
。
中
島
先
生
の
授
業
を
見
る
と
、

教
室
の
あ
ち
こ
ち
で
話
し
合
う
姿
が
見
ら
れ
、
問
題

が
解
け
る
と
「
や
っ
た
！
」
と
ガ
ッ
ツ
ポ
ー
ズ
を
す

る
生
徒
、
他
の
問
題
に
取
り
組
み
た
い
と
い
う
生
徒

も
見
ら
れ
た
。

　
今
後
の
課
題
は
、
こ
の
「
解
け
た
」
を
学
力
と
し

て
ど
う
定
着
さ
せ
る
か
だ
。
現
在
は
、
授
業
の
最
後

に
問
題
集
の
該
当
ペ
ー
ジ
を
示
し
自
学
自
習
を
促
し

て
い
る
が
、
宿
題
と
い
う
形
に
は
し
て
い
な
い
。

　「
学
習
意
欲
や
自
己
肯
定
感
は
随
分
高
ま
っ
て
き

ま
し
た
。
次
は
、
そ
れ
ら
を
学
力
に
結
び
付
け
ら
れ

る
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
」（
帯
刀
校
長
）

　
11
年
度
は
学
び
合
い
の
実
践
が
校
内
研
究
の
テ
ー

マ
で
あ
り
、
各
教
科
の
重
点
目
標
に
学
び
合
い
を
掲

げ
て
い
る
。
し
か
し
、
全
て
の
授
業
で
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
在
は
数
学
と
理
科
が

中
心
で
、
他
教
科
か
ら
は
「
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ

れ
ば
よ
い
の
か
」
と
い
う
声
が
あ
る
。
ま
た
、
保
護

者
か
ら
は
、
学
び
合
い
で
学
力
が
付
く
の
か
と
い
う

質
問
も
た
び
た
び
出
て
い
る
。

　「
学
力
は
下
が
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
上
が
っ
た
と

い
う
実
績
も
ま
だ
出
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
ク
ラ
ス

全
員
で
全
員
を
伸
ば
し
合
う
集
団
に
育
っ
て
き
て
い

る
の
で
、
そ
の
効
果
が
必
ず
学
力
に
も
表
れ
て
く
る

と
考
え
て
い
ま
す
。
同
僚
や
保
護
者
の
理
解
を
得
な

が
ら
、
粘
り
強
く
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
」

（
北
原
教
頭
）

　
一
方
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
課
題
解
決
の

面
で
は
確
か
な
成
長
が
見
ら
れ
る
と
、
中
島
先
生
は

話
す
。

　「
例
え
ば
、
以
前
は
、
今
日
の
給
食
当
番
は
誰
か
、

休
み
だ
か
ら
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と
、
教
師
に
尋

ね
て
き
て
い
ま
し
た
が
、
そ
う
し
た
こ
と
は
な
く
な

り
ま
し
た
。
ク
ラ
ス
内
の
問
題
は
自
分
た
ち
で
解
決

で
き
る
力
が
付
い
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
」

　
同
校
で
は
「
自
問
清
掃
」
が
伝
統
だ
。
担
当
の
場

所
は
決
ま
っ
て
い
る
が
、
汚
れ
て
い
る
箇
所
を
自
分

で
探
し
て
清
掃
す
る
。
学
び
合
い
は
こ
れ
と
共
通
す

る
面
が
多
い
と
、
帯
刀
校
長
は
話
す
。

　「『
自
問
清
掃
』
で
も
、『
学
び
合
い
』
で
も
、
自

ら
気
付
き
動
く
こ
と
を
、
ま
た
協
力
し
合
う
こ
と
を

大
切
に
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
生
徒
の
人
間
的

な
成
長
に
寄
与
す
る
よ
う
な
活
動
を
続
け
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
」

　学校は勉強だけを出来るようにする場ではありません。
友だちや先輩、後輩と集団で活動し、人間関係をつくる
力を付け、集団の中で生き抜く術をつかむことも重要で
す。学び合いの授業を見ていると、いろいろな生徒とか
かわり合って、学びが進んでいる様子が分かります。「全
員ができる」ことを目標とした学び合いでは、分からな
いことがあれば友だちに尋ねるという行為が不可欠です。
かかわり合いを生むきっかけをつくる学び合いは、普段、
教室で存在感を出せないような生徒にとってもコミュニ
ケーション力を育む場になると考えています。

帯刀校長が考える言語活動

ク
ラ
ス
内
の
問
題
は

自
分
た
ち
で
話
し
て
解
決
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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─

授業の流れ 指導の工夫、心掛けている点

３年生の数学の授業に見る学び合いの様子
実際の授業の中で、学び合いはどのような工夫と共に実践されているのか。

中島先生の授業を通して、生徒が意見を交わし合い、個人や集団の考えを深めていくプロセスを追った。

● 本時で付ける力を明確にし、目標を生徒と教師で共有する。
この時、どのように評価するかもはっきり伝える。

前時の復習 １０分
●二次方程式の問題を２問出し、各自で取り組む。
 ①（ x－２）²＝７
 ②（ x＋３）²＝１６

1

● 課題はクラス全員が解けるレベルと量にする。
 学び合い中にグループを見
て回ると、生徒の反応がダ
イレクトに分かる。数学で
は、こういう数字にすると
理解できなくなる、こうい
う形にすると困ってしまう
ことが分かるので、次の課
題設定に生かす。

黒板に本時の達成目標と問題を提示
する

本時の課題 ５分
●今回の課題を２問、提示する。
 ① x² －８x＋４＝０
 ② x² －４x－３＝０
●このままの式では解き方が分からないので、前
時に取り組んだ式の形に変形して解くことを確
認する。
●評価問題として、p、qの数字を変えた二次方程
式２問の正解が目標であることを伝える。

2

学び合い ２０分
●課題解決に向けて学び合いが始まる。スタイル
は自由。グループは特に指定していない。

課題が提示されると、生徒は隣りや後ろを向いて話し合い
を始めた。しばらくすると、席を立ち上がり他のグループ
に行くなどの動きが見られた

● 一人で解いている生徒がいても、すぐに声をかけたりしな
い。自分のペースがあると捉え、まずは様子を見守る。

● 教師の発話は、「教える」内容ではなく、生徒に「気付かせ
る」ものとなるようにする。

● 「出来た生徒が出来ない生徒に教える」という意識を持たせ
ない。

● 全員が理解することにこだわり、「みんな、できたかな」と
適宜声を掛ける。

● 追加の問題は、あらかじめ提示するのではなく、学び合い
の状況に応じて示す。

 追加の問題を先に提示してしまうと、できた生徒が自分の学習に
いってしまい、学び合いから離脱してしまう。追加の問題は用意
しておくが、様子を見て提示する。

3

定着 １５分
● 評価問題を２問出し、各自で取り組む。
●問題が解けた生徒は教師のところに持っていき、
答え合わせをする。
●１問正解ごとに、座席表に○を付け、全員が正解し
たら終了。
●問題集の関連ページを伝える。

教室の後ろにある黒板
には、本時の課題を復
習できる問題集の該当
ページが書いてある

●評価問題も全員の正解が目標。ここでも学び合いはＯＫ。
4

◉授業のねらい
 全員が二次方程式　 x2 ＋ px＋ q＝０　の式を、（ x＋m）2＝ nの形に変形して解くことができる

３年生数学 授業者・中島清貴先生
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E「なんで？　なんで？」
C「ちょっと待って。分からなくなってきた。（側で他の生徒と話
していたFをつかまえて、書いた式を見せながら）これで合っ
ている？　Ｄさんが合っている？」

3 本時の課題が終わった後、評価問題に入るまでの間に、
生徒が先生に他の問題をやりたいと言い出した。

D「一応理解できたけれど、少し疑問が残ります。数字を変えて、
他の問題をやってみたいです」

G「自分でやればいいじゃん」
D「でも、自分では問題を作れないよ」
T「では、ここに新しい問題のプリントを置いておきます。でも、

時間になったら答え合わせを始めます」
すぐに、Ｃ、Ｄ、Ｅが新しい問題を取りに行く。

1 課題① x²－８x＋４＝０について、個々のペースで学
び合いが始まる。男女別々で各２グループができる。

　　1人で解いている生徒もいた。

A「８の半分の４を２乗した数の１６を両方に足してから、左辺は
因数分解して、右辺は普通に計算して。そうすると、二次方程
式で x２－８x＋１６＋４＝１６になる」

B「どうしてプラスになるの？」
A「これは２乗するからマイナスでもプラスでもいいけれど、８
の半分の数の２乗を両方
に足して……」

B「どうして足すの？」
A「僕も最初はいきなり因数
分解すればいいと思った
けれどできなかったから、
因数分解ができるように
しないといけない。右辺は
０だから、左辺の４を右辺
にもってくると－４になる。でも、まだ因数分解できないから、
できるような形にするために左辺に４の２乗を足して、右辺に
も４の２乗を足さないといけない。分かる？」

B「なんで半分にするの？」
A「これを半分にすることで、因数分解ができるようになる（式
を書いて説明）」

B「なるほど、そうなんだ」
A「だから、－４で計算すると、ここが－８x ……」
B「分かった！」
A「この半分の２乗だとこうなる（Ｂが式を書き始める）。そう」
B「例えば、８が６だったら３？」
A「そう、３の２乗で９だよ」

2 質問を受けた生徒が、うまく質問に答えられず、自分の
理解があやふやだと思い、他の生徒に質問しに行く。

C「ここがマイナス２でしょ」
D「どうして？」
C「（説明しようと考えるが、言葉が出てこない）ちょっと待って」

■学び合いの様子　T：教師

何人かの生徒は、追
加で新しい問題のプ
リントが教卓の横に
置かれると、すぐに
取り組み始めた

生徒は自分の解き方をノートに書き
ながら、友だちに説明し、それを聞い
ていた友だちは質問をし返す。

帯刀校長「普段、他の生徒とあまり話さず、気になる女子
生徒がいました。最初は一人で解いていましたが、後半に
男子生徒に質問をされて、答えていました。授業後に女子
生徒と話したところ、その男子生徒のことを『理解は遅い
けれども、ゆっくり説明すればきちんと分かる』と言って
いました。クラスに溶け込めていないと心配していました
が、クラスメートの理解のペースまで把握していたことを
うれしく思いました」

中島先生「生徒の『分かった』をいかに定着させるかが、
今後の課題です。他の生徒から『自分で数字を変えて問題
を作ればいいんだよ』という声が出ていましたが、授業の
最後に彼の発言をもう一度伝えれば、自学自習ではどうす
ればよいかの気付きに出来たと思います。子どものよい発
言を丁寧に拾っていきたいと思います」

中島先生「理解が出来ていない生徒のつぶやきが複数集まる
ことによって、出来ている生徒の理解が揺らぎます。学び合
いでは、できる生徒が説明することによって、自分の理解を
再度確認させられる場面が多々あります。結果的には、自分
の解答が合っていたことに気付き、Ｃさんは改めて自分の解
答に自信を持ってＤさんとＥさんに説明していました」

教師の振り返り 教師の振り返り

教師の振り返り

「どうして？」

「なんで？」 「これで合っている？」
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学
校
事
例

3

S c h o o l  D a t a
◎１９４７（昭和２２）年開校。
有明海を臨む県南東部に位置
し、近接型小中一貫教育を進
めている。自転車通学の生徒
は皆、校則通りヘルメットを
着用するなど、生徒は素直で、
校内は大変落ち着いている。

校長◎野口敏雄先生　

生徒数◎２９０人　　学級数◎１０学級（うち特別支援学級１）

所在地◎〒８４０-２２２１　佐賀県佐賀市東与賀町大字下古賀１１２７-１

TEL◎０９５２-３４-７１０２

URL◎ http://www3.saga-ed.jp/school/edq10451/

公開研究会◎未定

生徒の現状と
学び合いで特に付けたい力

●授業中に発言したり、自分から新たな友人関係
を築いたりすることが苦手
➡固定化しがちな友人関係を広げて、自分の考
えを表現したり、周囲とかかわろうとする力

●授業に対して受け身。学力の二極化も見られる
➡全員が授業に主体的に参加し、各時間の目標
に到達できる力

学び合いの工夫
●一斉授業の良さも尊重し、各教師が出来るとこ
ろから少しずつ学び合いを授業に取り入れる

●学び合いの最中であっても、生徒の理解度に応
じて個別指導や全員への説明の時間を設けるこ
ともある。板書も適宜行う

●「『学び合い』通信」を発行したり、積極的に授
業を公開したりして、保護者の理解を得る

●数学科と社会科は、ほぼ毎時間学び合いを柱と
した授業を行う。他教科は単元に合わせて部分
的に導入

●全教師が参加する授業研究会を毎月実施

学び合いの概要

●２００８年度から取り入れてきたが、研究が次第
に形骸化

●１１年度、「学び合いは授業力向上のための共通
言語」と捉え直し、改めて教師全員が取り組み
始める

学び合い導入の経緯

授
業
力
向
上
の「
共
通
語
」と
し
て

学
び
合
い
を
少
し
ず
つ
導
入

佐
賀
県

佐
賀
市
立
東
与
賀
中
学
校

佐
賀
市
立
東
与
賀
中
学
校
で
は
、
学
力
向
上
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
を
目
指
し
、

学
び
合
い
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
教
師
が
教
科
の
壁
を
超
え
て
授
業
力
を
高
め
る
手
段
と
も
位
置
付
け
、

生
徒
の
状
況
や
教
科
特
性
な
ど
に
応
じ
て
、
一
斉
指
導
や
授
業
中
の
個
別
指
導
も
併
用
し
て
い
る
。

ひ
が
し

　
よ

　
　
か
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佐
賀
市
立
東
与
賀
中
学
校
は
、
２
０
０
８
年
度
に

学
び
合
い
を
始
め
た
。

　
そ
の
背
景
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
め
は
、
生
徒
の
学

力
向
上
だ
。
授
業
中
、
ど
の
生
徒
も
落
ち
着
い
て
教

師
の
説
明
を
聞
い
て
い
る
が
、
全
体
的
に
意
欲
に
乏

し
く
、
受
け
身
な
点
が
課
題
だ
っ
た
。
ノ
ー
ト
を
写

す
こ
と
自
体
に
力
を
入
れ
過
ぎ
て
、
肝
心
の
授
業
の

内
容
を
理
解
し
て
い
な
い
生
徒
も
見
ら
れ
る
な
ど
、

学
力
に
も
大
き
な
差
が
見
ら
れ
た
。

　
二
つ
め
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成

だ
。
生
徒
の
大
半
は
一
つ
の
小
学
校
の
卒
業
生
で
あ

り
、
幼
少
期
か
ら
互
い
を
知
っ
て
い
る
。
固
定
さ
れ

た
人
間
関
係
の
中
で
育
っ
た
た
め
か
、
自
分
に
と
っ

て
居
心
地
の
良
い
、
限
ら
れ
た
友
だ
ち
と
し
か
交
流

し
な
い
傾
向
が
目
立
っ
た
。

　
10
年
度
ま
で
３
年
間
続
け
て
き
た
が
、
学
び
合
い

に
対
す
る
教
師
の
意
識
に
差
が
あ
り
、
活
動
が
学
校

全
体
に
広
が
ら
ず
、次
第
に
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
た
。

　
そ
こ
で
11
年
度
、
学
び
合
い
を
改
め
て
校
内
研
究

の
柱
と
し
、
教
師
全
員
が
取
り
組
む
体
制
を
整
備
。

研
究
部
会
を
設
け
、
月
１
回
の
授
業
研
究
会
に
は
管

理
職
を
含
む
全
教
師
が
参
加
す
る
よ
う
に
し
た
。
野

口
敏
雄
校
長
は
学
び
合
い
を
、
生
徒
だ
け
で
な
く
教

師
の
授
業
力
を
も
伸
ば
す
も
の
と
位
置
付
け
る
。

　「
本
校
が
目
指
す
の
は
、
生
徒
全
員
が
学
ぶ
喜
び

を
感
じ
ら
れ
る
授
業
づ
く
り
で
す
。
学
力
下
位
層
の

生
徒
を
伸
ば
す
だ
け
で
な
く
、
上
位
層
の
生
徒
の
学

習
意
欲
に
も
応
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
お
の
ず

と
、
教
師
に
は
新
た
な
工
夫
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
学

び
合
い
は
、
こ
う
し
た
課
題
の
解
決
に
最
良
の
手
立

て
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
学
び
合
い
を
授
業
力
向

上
の
『
共
通
言
語
』
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

教
科
の
特
性
に
よ
っ
て
導
入
し
づ
ら
い
場
合
で
も
、

生
徒
の
見
取
り
や
発
問
の
工
夫
な
ど
教
科
を
超
え
て

高
め
合
え
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
」

　
同
校
の
学
び
合
い
は
数
学
科
と
社
会
科
を
中
心
に

進
め
ら
れ
て
い
る
。
数
学
の
授
業
で
は
、
当
初
、
教

師
は
課
題
を
提
示
す
る
だ
け
で
解
き
方
な
ど
は
一
切

説
明
せ
ず
、生
徒
だ
け
で
学
び
合
い
を
さ
せ
て
い
た
。

生
徒
同
士
の
交
流
に
も
介
入
せ
ず
、
生
徒
が
相
手
を

自
由
に
見
付
け
て
話
し
合
う
ス
タ
イ
ル
に
し
て
い

た
。
し
か
し
、仲
良
し
同
士
で
話
し
合
う
ば
か
り
で
、

交
流
は
教
室
全
体
に
広
が
ら
な
か
っ
た
。
私
語
に
熱

中
し
た
り
、
解
け
な
い
問
題
を
友
だ
ち
に
相
談
せ
ず

教
師
に
質
問
し
た
り
す
る
生
徒
も
い
た
と
い
う
。

　
数
学
科
担
当
で
研
究
主
任
の
吉
岡
修
先
生
は
、
そ

の
頃
の
思
い
を
次
の
よ
う
に
話
す
。

　「
教
師
の
想
定
通
り
に
動
か
な
い
生
徒
が
気
に
な

り
、
正
直
、『
一
斉
授
業
に
戻
そ
う
か
』
と
思
っ
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
教
師
は
生
徒
を
信
じ

る
べ
き
だ
と
考
え
、
自
分
の
指
導
や
声
掛
け
を
見
直

す
よ
う
に
し
ま
し
た
」

　
吉
岡
先
生
は
、
次
の
よ
う
な
工
夫
を
重
ね
た
。

◎
授
業
冒
頭
の
５
〜
10
分
に
、
教
師
が
解
き
方
を
説

明
す
る
時
間
を
設
け
る
。
説
明
は
、
そ
の
授
業
の

ポ
イ
ン
ト
一
つ
に
絞
り
、
極
力
簡
潔
に
す
る
。

◎
教
師
の
説
明
の
後
、
５
分
間
は
生
徒
一
人
ひ
と
り

に
よ
る
自
力
解
決
を
行
う
。

◎
誰
と
話
し
合
う
か
は
生
徒
の
自
由
だ
が
、
床
に

座
っ
た
り
、
立
っ
た
ま
ま
で
学
習
し
な
く
て
も
よ

い
よ
う
に
、
前
後
左
右
の
四
つ
の
机
を
つ
け
、
話

し
合
う
場
所
を
つ
く
る
。

◎
中
・
上
位
層
の
生
徒
で
も
な
か
な
か
解
け
な
い
問

題
に
は
、
教
師
が
話
し
合
い
に
加
わ
る
。
た
だ
、

佐
賀
市
立
東
与
賀
中
学
校
校
長

野
口
敏
雄N

oguchi Toshio  

「
生
徒
を
信
じ
、
先
生
方
を
信
じ
て
、
少
し

ず
つ
着
実
に
取
り
組
み
を
進
め
て
い
き
た

い
」

生
徒
全
員
が
学
ぶ
喜
び
を

感
じ
ら
れ
る
授
業
を
つ
く
り
た
い

「
生
徒
を
信
じ
る
」と
い
う
信
念
か
ら

指
導
法
や
声
掛
け
に
工
夫
を
重
ね
た

佐
賀
市
立
東
与
賀
中
学
校
教
頭

貞
包
浩
洋Sadakane H

irom
i  

「
生
徒
の
日
々
の
変
化
を
着
実
に
見
取
り
、

褒
め
る
時
も
叱
る
時
も
常
に
真
剣
で
あ
り
た

い
」

佐
賀
市
立
東
与
賀
中
学
校

吉
岡
修Yoshioka O

sam
u  

研
究
主
任
、３
学
年
担
任
、数
学
科
担
当
。「
他

者
を
思
い
や
り
、
互
い
に
力
を
合
わ
せ
る
こ

と
の
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
た
い
」

佐
賀
県
教
育
庁

　
佐
城
教
育
事
務
所

指
導
主
事

紫
村
直
美Shim

ura N
aom

i  

「
目
標
に
向
か
っ
て
共
に
努
力
し
、
み
ん
な

で
高
ま
る
集
団
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
」
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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─

教
師
が
示
す
の
は
あ
く
ま
で
も
解
き
方
の
ヒ
ン
ト

で
あ
り
、
生
徒
自
身
に
解
か
せ
る
。

◎
教
師
は
問
題
の
番
号
だ
け
を
板
書
し
、
解
け
た
生

徒
は
、
途
中
式
も
解
答
も
全
て
自
由
に
黒
板
に
書

く
。
そ
の
解
答
に
対
し
て
、
他
の
生
徒
は
誤
り
を

指
摘
し
た
り
、
訂
正
し
た
り
す
る
。

◎
学
級
全
員
が
問
題
を
解
け
る
こ
と
を
重
視
。
授
業

の
最
後
に
行
う
確
認
テ
ス
ト
で
は
合
格
点
を
８
割

と
し
、
一
人
で
も
到
達
し
な
い
生
徒
が
い
れ
ば
、

「
全
員
出
来
た
か
な
」「
な
ぜ
、
全
員
が
合
格
点
を

取
れ
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
」
と
語
り
掛
け
る
。

◎
個
々
の
生
徒
が
誰
と
交
流
し
て
い
た
か
を
、
毎
回

記
録
し
（
写
真
）、
課
題
の
難
度
を
調
節
す
る
。

　「
課
題
を
比
較
的
難
し
く
設
定
し
た
授
業
で
は
、

仲
の
良
い
生
徒
以
外
に
も
、
多
く
の
友
だ
ち
と
交
流

す
る
こ
と
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
単
元
の

終
わ
り
な
ど
に
１
問
、上
位
層
の
生
徒
が
『
背
伸
び
』

を
し
て
や
っ
と
解
け
る
課
題
を
設
け
、
多
様
な
交
流

を
促
し
て
い
ま
す
」（
吉
岡
先
生
）

　
３
か
月
ほ
ど
経
っ
た
頃
、
特
に
下
位
層
の
生
徒
の

様
子
に
変
化
が
表
れ
た
。
４
月
に
は
ノ
ー
ト
さ
え
取

ら
な
か
っ
た
生
徒
が
、
教
科
書
の
問
題
文
を
書
く
よ

う
に
な
り
、
６
月
に
は
、
解
け
た
と
こ
ろ
ま
で
ノ
ー

ト
に
書
き
、「
ど
こ
が
分
か
ら
な
い
か
」
を
自
分
で

説
明
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
分
か
ら
な
い
こ
と
を

恥
ず
か
し
が
り
、
自
分
か
ら
聞
き
に
い
か
な
か
っ
た

生
徒
も
、他
の
生
徒
に
聞
き
に
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　
同
校
の
指
導
に
当
た
る
佐
賀
県
教
育
庁
指
導
主
事

の
紫
村
直
美
先
生
は
、
学
級
の
一
人
ひ
と

り
が
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
よ
う
に

な
っ
た
と
話
す
。

　「
課
題
が
解
け
た
生
徒
は
、
自
分
か
ら
進

ん
で
解
け
な
い
生
徒
に
説
明
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
解
け
な
い
生
徒
も『
な
ぜ
？
』

『
も
う
一
回
言
っ
て
』
と
尋
ね
、
懸
命
に
分

か
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
吉
岡
先
生
の
『
一

人
も
見
捨
て
ず
に
、
誰
も
が
課
題
を
解
け

る
よ
う
に
す
る
』
と
い
う
考
え
が
、
生
徒

の
間
に
広
が
っ
た
結
果
だ
と
思
い
ま
す
」

　
学
び
合
い
に
対
す
る
教
師
の
関
心
も
、

吉
岡
先
生
ら
の
授
業
を
見
て
少
し
ず
つ
高
ま
っ
て

い
っ
た
。

　「
教
師
が
全
く
介
入
し
な
い
、
生
徒
同
士
だ
け
の

学
び
合
い
の
実
現
は
、確
か
に
理
想
で
す
。
し
か
し
、

一
斉
授
業
の
経
験
し
か
な
い
先
生
方
に
と
っ
て
は
、

抵
抗
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
授
業
で

は
、
板
書
や
教
科
書
の
説
明
な
ど
、
一
般
に
学
び
合

い
で
は
良
し
と
さ
れ
な
い
方
法
も
取
り
入
れ
ま
す
。

そ
れ
を
見
た
先
生
は
『
説
明
し
て
も
い
い
ん
だ
』『
黒

板
を
使
っ
て
も
い
い
ん
だ
』と
感
じ
た
の
で
し
ょ
う
。

授
業
に
取
り
入
れ
る
先
生
が
少
し
ず
つ
増
え
て
い
ま

す
」（
吉
岡
先
生
）

　
保
護
者
か
ら
は
、
学
び
合
い
で
本
当
に
学
力
が
付

く
の
か
を
疑
問
視
す
る
声
も
聞
か
れ
た
。
そ
こ
で
、

学
び
合
い
の
紹
介
に
特
化
し
た
学
校
通
信
「『
学
び

合
い
』
通
信
」
を
定
期
的
に
発
行
し
、
更
に
「
学
校

だ
よ
り
」
に
も
学
び
合
い
専
用
の
コ
ー
ナ
ー
を
常
設

す
る
な
ど
、
理
解
を
呼
び
掛
け
て
き
た
。
学
び
合
い

に
よ
る
生
徒
の
変
化
を
目
に
す
る
機
会
を
増
や
せ

ば
、保
護
者
の
理
解
は
も
っ
と
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
、

貞さ
だ

包か
ね

浩
洋
教
頭
は
期
待
を
寄
せ
る
。

　「
保
護
者
の
心
を
動
か
す
に
は
、
取
り
組
み
を
説

明
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
す
。
実
際
に
学
び
合
い

を
見
て
、
一
斉
授
業
の
時
と
比
べ
て
生
徒
の
表
情
が

い
か
に
違
う
か
を
実
感
し
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
参
観
日
に
は
、
学
び

合
い
を
取
り
入
れ
た
授
業
を
な
る
べ
く
多
く
行
っ
て

い
ま
す
」

　
こ
う
し
た
改
善
の
積
み
重
ね
が
、
全
教
師
の
授
業

「
自
分
に
も
出
来
る
」
と
い
う

意
識
が
教
師
を
変
え
る

写真　吉岡先生は、授業中の生徒の動きと生徒同士の会話内容を毎時間メモし
ている。「一斉授業よりも、一人ひとりの様子を意識できるようになったと思います」
（吉岡先生）



24［中学版］2011 Vol .3

力
向
上
に
つ
な
が
る
と
、野
口
校
長
は
考
え
て
い
る
。

　「
先
生
方
の
意
識
に
は
依
然
と
し
て
違
い
が
あ
り

ま
す
が
、
ど
の
教
科
の
先
生
方
か
ら
も
、『
こ
う
い

う
形
で
授
業
に
取
り
入
れ
た
い
』
と
い
う
計
画
が
出

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
先
生
方
が
そ
れ

ぞ
れ
の
授
業
ス
タ
イ
ル
を
見
直
し
、
よ
り
良
く
し
よ

う
と
い
う
気
持
ち
の
表
れ
で
す
。
50
分
の
授
業
時
間

の
う
ち
、
10
分
で
も
い
い
の
で
す
。
各
自
の
ペ
ー
ス

で
、
出
来
る
と
こ
ろ
か
ら
着
手
し
て
い
っ
て
も
ら
い

た
い
。
そ
し
て
、
12
年
度
の
半
ば
頃
ま
で
に
は
、
全

授
業
で
何
ら
か
の
学
び
合
い
を
行
う
こ
と
を
目
指
し

て
い
ま
す
」

1年生社会 授業者・貞包浩洋教頭

●グループ学習の様子　T：教師
「改新の詔」と「班田収授法」を混同し、「公地公民」の意味をつ
かめていないグループに、貞包教頭が加わる
A「『班田収授法』って、一定の比率で人民に田を分け与える制
度のことだから……」

B「えっ違うよ。それは『改新の詔』じゃないの？　あれ、租・庸・
調かな？　先生、どっちだっけ？」

◉本時の目標
飛鳥時代の政治と文化を理解する

◉授業の流れ
①学び合いで大切なことを板書し、学び合いとは何かを振り返る
（１５分）
②飛鳥時代の制度などについて空欄を埋めるワークシートを配布
し、前後左右の席に座る４人がグループになって解く（30分）
③確認問題を各自で解く（５分）

T「自分の意見を言う前に、友だちの話を最後まで聞くことが大
切だったよね？　詔は、天皇の言葉という意味。その空欄に
入るのは制度の名称で、その制度を定めたとされるのが『改
新の詔』だよ」

A「『班田収授法』によって『公地公民』になったんだよね？」
T「何を見ている？　資料集か。 板書をよく見よう。まず教科
書を読むんだよね。その方が分かりやすいよ」

▶ 指導の工夫
「１年生では、学び合いの仕方を身に付けることを重視してい
ます。本時は夏休み明け１回目の授業だったため、冒頭で学び
合いのポイントを振り返りました。また学習面では、社会科の
基礎である資料を読み取る力を育もうと、ワークシートの問題
を教科書と資料集の両方を見ないと解けないようにしています。
授業中での理解が厳しいと判断した場合は、教師が話し合いに
参加したり、一斉指導の時間を設けたりしています」（貞包教頭）

「教えられた生徒が教えてくれた生徒に『ありがとう』と伝
える姿がどのグループにも見られました。誰かに何かをして
もらったらお礼を言う。これは人間関係づくりの基礎であり、
要だと思います。学び合いを通してコミュニケーション能力
が育まれていることを実感しました。また、学級でトップを
争う生徒同士が互いの進み具合を気にして様子を見に来るな
ど、良いライバル意識も芽生えていると感じます」

紫村指導主事が見る学び合いのポイント

　生徒にどのような力を付けるか、そのための指導はどうあ
るべきか。これについて、教師は誰もが考えを持っています。
校長の考えを一方的に押し付けるばかりでは、先生方の気持
ちは一つになりません。どの先生も主体的に取り組んで初め
て、学校全体の取り組みとなり、大きな力が生まれるのです。
　先生方一人ひとりが学び合いを共通言語として、教科の枠
を超えて他の先生方と積極的に意見を交換し、落ちこぼしも
伸びこぼしもつくらない授業をしていただきたい。学校運営
の責任者として、先生方がそうした授業づくりを試行錯誤で
きる環境をもっと整えていきたいと思います。

野口校長が考える学び合い

１年生の社会・数学の授業に見る学び合いの様子
実際の授業の中で、学び合いはどのような工夫と共に実践されているのか。

東与賀中学校の授業を通して、生徒が意見を交わし合い、個人や集団の考えを深めていくプロセスを追った。

本時では授業冒頭の１５分に、黒板を使って学び合いのルールを確認した。「ま
ず自分で考える」「友だちの答えを写さない」などのポイントが整理されている
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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─

●グループ学習の様子１　T：教師
A「座れない人が 10人いるって、どういうこと？」
B「座れずに余っているってことじゃない？」
C「（教科書の例題を指して）じゃあ、これと同じだね」
A「ということは、式にすると 10を足すの？　引くの？」
B「足す」
A「じゃあ次に『６人ずつ座ると、２人だけ座ったイスが１脚で
きる』だけど、２人座れるんやったら、マイナス？　プラス？」

B「マイナス」
A「（本当にそれで良いのか自信がない表情）……？」
グループの会話を聞いていた吉岡先生がヒントを出す。
T「どっかで引っかかっているんやろ。図にしてみたらどう？」
Ａは、５人ずつ座った図と、６人ずつ座った図をノートに書く。
A「５人ずつ座ったら 10人座れないから、プラス１０」
T「５人ずつ座って１０人座れなかった。その１０人は、５人掛け
の図だとどこにいるの？」

A「外」
T「そう。こういうことだよね？（図１）」

A「じゃあ、６人掛けのイスの場合は、２人しか座れないイスが
できて、余っている人はいないから…、マイナス２？」

T「なぜ２を引くの？　よく考えて」

３分ほど、図や式を書きながら３人で考える。
A「分かった！　２人を引くってなると、（図２の白丸を指して）
この２人を引くことになるやん。だから（図３を指して）、引
くのはここに座るはずだった４人なんだよ」

A「だから、5x＋ 10＝ 6x－ 4 じゃない？」
▶ 指導の工夫
「生徒の話し合いだけでは解決できないと判断した場合、教師
が話し合いに介入します。考えが行き詰まりかけていたところ
に、教師が図を描いて考えを整理したり、少しヒントを示した
りすることで、生徒の理解は一気に深まります。そうした手立
ても生徒同士で行うのが理想ですが、時数の問題もあり、１年
生の段階では教師が行う方が良いと考えています」（吉岡先生）

●グループ学習の様子２
問題の解けたＡさんは、先ほどと同じ問題でつまずいている他グ
ループに移動し、話し合いに加わった。
A　「私はー4にした。６人座れるところに２人しか座らないから、
４人分余っとるわけやん。その４人を引く」

E　F　G「あ、そういうことね」
D「え？　分かんない。どういうこと？（隣の Eさんのノート
をのぞく）」

E「私のノートを見てもしょうがないよ。自分で考えよう」
F「考え方ならいくらでも教えるけど、答えだけ教えるのは反則
やろ？」

D「……（一人で解き始める）」
生徒たちはＤさんが解くのを見守りつつ、各自の課題に取り組む。
その後、Dさんは途中まで解いて改めてEさんに質問していた。
▶ 指導の工夫
「問題を解き終えた生徒が他のグループに教えにいけば、おの
ずと教室全体の交流に発展します。また、答えだけを知ろう
とする生徒を注意するのは簡単ですが、教師はあえて何も言
いません。友だちに注意されてこそ、その生徒は学びに向か
うようになります」（吉岡先生）

「納得できる説明を求めて、動き回る生徒がたくさんいまし
た。分かるまで友だちに質問し、自力で問題を解く面白さを
実感しているからだと思います。答えだけを聞こうとした生
徒を、『自分で考えてから質問しよう』と友だちがたしなめ
る場面も見られ、全員で学びに向かう雰囲気が出来つつある
と感じました」

紫村指導主事が見る学び合いのポイント

1年生数学 授業者・吉岡修先生

◉本時の目標
個数の過不足の問題を、全員が方程式を使って解くことが出来る

◉授業の流れ
①本時の課題を示し、本時の基礎となる小学校の学習内容を確認
②教科書の問題５問に取り組む
③確認テスト。全員が５問中４問、８割の正解を目指す

◉中心となる問題
長イスに５人ずつ座ると座れない人が１０人、６人ずつ座ると２
人だけ座ったイスが１脚できる。長イスの数を求めよ（長イスの
数を xとし、5x＋ 10＝ 6x－ 4 を立式し、方程式を解く）

図1

図３

図２

生徒同士の話し合いに教師が加わり、ヒントを出す様子。それまで数式だけで
考えていた生徒たちに、図を書くことをアドバイスしている
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Q.あなたは次のことがどれくらいあてはまりますか
（回答：中学生、学力層別）

※グラフは上記の調査データを用いて再分析したもの
出典／Benesse教育研究開発センター「神奈川県の公立中学校の生徒と保護者に関する調査報告書」
（2010）

「勉強が分かることがおもしろい」
生徒ほど、学習内容の理解度は高い

　「勉強が分かること自体おもしろいから勉強する」かどうかと学
習内容の理解度の関係を調べたところ、上位層、下位層のいずれの
学力層でも、「勉強が分かること自体おもしろいから勉強する」生
徒ほど、学習内容の理解度が高い傾向が見られた。

20 40 60 80 100
（％）

0

わからないことが
あったとき、

質問できる人がいない

2

Q.勉強の取り組み方について、次のようなことはあてはまりますか
（回答：中学生、学力層別）

注）数値は「とてもそう」＋「まあそう」の％
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報告書」（2009）

学力下位層の８割以上が
上手な勉強の仕方がわからない

　生徒の勉強への取り組みを学力層別に見ると、下位層の８割以上
が「上手な勉強の仕方がわからない」と回答。「わからないことが
あったとき、質問できる人がいない」の比率は、上位層に比べ、下
位層で２倍以上高く、下位層のうち約３人に１人が、勉強していて
わからないことがあっても助けを求めることができていない。

1

上手な勉強の
仕方がわからない

勉強しようという
気持ちがわかない

親に言われなくても
自分から勉強する

53.8
84.3

45.8
70.8

54.5

13.5
32.1

29.4
学力上位
学力下位

20 40 60 800

上位

下位

あてはまる

あてはまらない

あてはまる

あてはまらない

学力層 勉強が分かること自体
おもしろいから勉強する

学校の授業内容を十分理解している
あてはまる あてはまらない

79.6 20.4

66.1 33.9

53.2 46.8

26.4 73.6

100
（％）

学
力
層
別
に
見
る

生
徒
の
学
習
動
機
・
理
解
度
と
授
業
方
法
の
関
係

生
徒
の
学
習
動
機
・
学
習
内
容
の
理
解
度
と
授
業
方
法
と
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
学
力
層
の
違
い
に
注
目
し
て
、
そ
の
実
態
を
見
て
み
よ
う
。

資
料

http://benesse.jp/berd/center/open/report/kodomoseikatu_data/2009/index.html
http://benesse.jp/berd/center/open/report/kanagawa_kouritsu/2010/index.html
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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─

※グラフは上記の調査データを用いて再分析したもの
出典／Benesse教育研究開発センター「神奈川県の公立中学校の生徒と保護者に関する調査報告書」（2010）

　「勉強が分かること自体お
もしろいから勉強する」（学
習動機）と、グループで協力
して課題を達成する授業の頻
度の関係を、生徒の学力層別
に見たところ、学力上位層で
は、グループで協力して課題
を達成する授業の頻度と学習
動機の間に有意な差は確認さ
れなかった。一方、学力下位
層では、グループで協力して
課題を達成する授業の頻度が
高いほど、学習動機が高い傾
向が見られた。

20 40 60 80 100
（％）

　生徒の平均学力が高めの学
校と低めの学校とでは、教師
が心がける授業方法に違いが
見られる。生徒の平均学力が
高めの学校では表現活動やグ
ループ活動を取り入れた授業
を心掛ける教師の比率が高
く、平均学力が低めの学校で
は反復練習やプリント学習、
小テストを用いた授業を心掛
ける教師の比率が高くなって
いる。

0

グループで協力して課題を達成する授業が多いほど、
下位層は勉強をおもしろく感じる3

心がける授業方法が平均学力に応じて異なる4

上位

下位

多い

半分くらい

少ない

多い

半分くらい

少ない

学力層 グループで協力して
課題を達成する授業の頻度

勉強が分かること自体おもしろいから勉強する
あてはまる あてはまらない

53.0 47.0

54.4 45.6

50.8 49.2

44.8 55.2

33.7 66.3

26.1 73.9

注１）数値は「多くするように特に心がけている」の％
注２）学力層は、中学校の校長に「貴校の平均的な生徒の学力は、全国の公立中学校の中でだいたいどれくらいですか」とい
う質問に対して「上のほう」「やや上のほう」と回答した場合を「上位校」、「やや下のほう」「下のほう」を「下位校」とした

出典／Benesse教育研究開発センター「第5回学習指導基本調査報告書（小学校・中学校版）」（2010）

Q.あなたは次のことがどれくらいあてはまりますか
（回答：中学生、学力層別）

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、学力層別）

10 20 30 40
（％）

0

表現活動を取り入れた授業

グループ活動を取り入れた授業

計算や漢字などの
反復的な練習

自作プリントを使った授業

小テストの実施

39.5

40.2

27.1

32.4

33.9

34.6

38.9

38.3
32.1

31.6

50

上位校
下位校

＊出典の調査データは、Benesse 教育研究開発センターのウェブサイトでご覧いただけます。　http://benesse.jp/berd/ ＞「調査・研究データ」

http://benesse.jp/berd/center/open/report/kanagawa_kouritsu/2010/index.html
http://benesse.jp/berd/center/open/report/shidou_kihon5/sc_hon/index.html
http://benesse.jp/berd/data/index.shtml
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デジタル教材
最前線　

足
立
区
立
江
南
中
学
校
は
、
電
子
黒
板
な
ど
の
Ｉ

Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
授
業
づ
く
り
に
積
極
的
に
取
り
組

む
。
鈴
木
崇
夫
校
長
は
そ
の
方
針
を
次
の
よ
う
に
説

明
す
る
。

　「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
上
手
に
用
い
れ
ば
、
教
師
に
と
っ
て

は
指
導
の
幅
が
広
が
り
、
生
徒
は
情
報
収
集
力
を
高

め
た
り
、
表
現
力
を
磨
い
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。
学
力
向
上
の
可
能
性
を
広
げ
る
た
め
に
、
今
後

も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
導
入
を
進
め
て
い
く
考
え
で
す
」

　
２
０
１
０
年
に
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
可
能
性
を
探
る
一

環
と
し
て
、１
年
生
（
２
学
級
計
41
人
）
を
対
象
に
、

携
帯
型
ゲ
ー
ム
機
「
ニ
ン
テ
ン
ド
ー
Ｄ
Ｓ
（
以
下
、

Ｄ
Ｓ
）」
対
応
の
英
語
学
習
ソ
フ
ト
を
試
験
導
入
し

た
。
Ｄ
Ｓ
は
、
毎
朝
10
分
間
の
朝
学
習
で
使
用
。
通

常
の
朝
学
習
で
は
、
10
個
の
英
単
語
を
プ
リ
ン
ト
に

繰
り
返
し
書
か
せ
る
学
習
を
行
っ
て
い
る
。
今
回
の

試
み
で
は
、
１
週
間
、
プ
リ
ン
ト
学
習
を
続
け
た
学

級
と
、
Ｄ
Ｓ
を
使
っ
た
学
級
で
は
、
学
習
効
果
に
ど

の
よ
う
な
差
が
あ
る
の
か
を
事
前
・
事
後
テ
ス
ト
で

調
査
す
る
と
共
に
、
生
徒
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施

し
た
。
Ｄ
Ｓ
の
活
用
を
決
め
た
理
由
に
つ
い
て
、
当

時
の
１
年
生
の
担
任
で
英
語
科
担
当
の
平
澤
圭
先
生

は
次
の
よ
う
に
話
す
。

　「
英
単
語
の
学
習
に
苦
手
意
識
を
持
つ
生
徒
は
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｄ
Ｓ
が
英
語
へ
の
関
心
を
高
め

る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
い
う
期
待
が
あ
り
ま
し
た
」

　
生
徒
に
Ｄ
Ｓ
を
活
用
し
た
朝
学
習
に
つ
い
て
最
初

に
話
し
た
時
は
、
驚
き
と
喜
び
で
お
祭
り
騒
ぎ
の
よ

う
な
状
態
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
、
い
ざ
学
習
を
始
め

て
み
る
と
、
生
徒
は
私
語
一
つ
せ
ず
、
普
段
の
朝
学

習
よ
り
も
集
中
し
て
取
り
組
ん
で
い
た
。
そ
の
状
態

は
初
日
だ
け
で
は
な
く
、
５
日
間
続
い
た
。

　
Ｄ
Ｓ
を
使
っ
た
学
級
と
使
わ
な
か
っ
た
学
級
で
事

前編

特別企画特別企画

ゲ
ー
ム
要
素
を
活
用
し
た
学
習
ソ
フ
ト

今
後
の
可
能
性
と
課
題
と
は
？

学
校
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
が
広
が
り
を
見
せ
る
中
、
生
徒
個
々
の
学
習
を
支
援
す
る
手
段
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が

携
帯
型
ゲ
ー
ム
機
だ
。
ゲ
ー
ム
の
要
素
を
取
り
入
れ
つ
つ
学
習
効
果
を
高
め
る
可
能
性
と
課
題
を
、
学
校
事
例
と
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
探
っ
た
。

学校事例

東
京
都
足
立
区
立
江
南
中
学
校

携
帯
型
ゲ
ー
ム
機
の
活
用
で
英
単
語
の
定
着
ア
ッ
プ

音
声
を
聞
く
こ
と
が

英
単
語
の
定
着
を
高
め
る
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後
テ
ス
ト
を
実
施
す
る
と
、
Ｄ
Ｓ
を
使
っ
た
学
級
の

方
が
事
前
テ
ス
ト
か
ら
の
伸
び
が
明
ら
か
に
大
き
い

と
い
う
結
果
が
出
た
。
そ
の
大
き
な
理
由
の
一
つ
は

「
音
声
」
だ
と
、
平
澤
先
生
は
考
え
て
い
る
。

　「
プ
リ
ン
ト
学
習
は
、
英
単
語
の
発
音
が
分
か
ら

な
い
の
が
弱
点
で
す
。
そ
の
点
、
Ｄ
Ｓ
は
イ
ヤ
ホ
ン

で
音
声
を
聴
け
る
た
め
、発
音
を
確
認
で
き
ま
す
し
、

耳
か
ら
入
っ
て
く
る
こ
と
で
定
着
率
も
高
ま
る
と
考

え
て
い
ま
す
」

　
ゲ
ー
ム
性
が
生
徒
の
学
習
意
欲
を
高
め
る
効
果
も

あ
る
。
同
校
の
「
英
単
語
コ
ン
テ
ス
ト
」
で
は
、「
合

格
点
を
ク
リ
ア
し
て
表
彰
さ
れ
た
い
」
と
い
う
思
い

か
ら
、
学
習
意
欲
が
高
ま
る
と
い
う
。
今
回
使
用
し

た
ソ
フ
ト
で
は
正
解
数
に
よ
っ
て
「
達
成
度
バ
ー
」

が
伸
び
る
な
ど
、
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
達
成
感
を
得
ら

れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
生
徒
へ
の
ア
ン
ケ
ー

ト
で
は
、
プ
リ
ン
ト
よ
り
も
Ｄ
Ｓ
の
方
が
「
学
習
を

す
る
気
が
続
く
」「
楽
し
く
学
習
で
き
る
」
と
の
回

答
が
共
に
約
76
％
に
達
し
、
学
習
意
欲
が
維
持
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
（
図
）。

　
Ｄ
Ｓ
に
は
、
自
分
の
ペ
ー
ス
で
学
習
を
進
め
ら
れ

る
良
さ
も
あ
る
。
２
学
年
主
任
の
平
野
徹
子
先
生
は

次
の
よ
う
に
話
す
。

　「
進
度
の
速
い
生
徒
は
ど
ん
ど
ん
次
の
ス
テ
ッ
プ

に
進
め
ま
す
。
分
か
ら
な
い
問
題
は
繰
り
返
し
出
題

さ
れ
る
仕
組
み
の
た
め
、
苦
手
な
生
徒
も
少
し
ず
つ

克
服
し
て
理
解
を
深
め
て
い
た
よ
う
で
す
」

　
通
常
の
プ
リ
ン
ト
で
は
分
か
っ
て
い
る
単
語
も
決

め
ら
れ
た
数
を
繰
り
返
し
書
く
こ
と
に
な
る
が
、
Ｄ

Ｓ
で
は
正
解
す
る
と
す
ぐ
次
の
問
題
に
進
め
る
。
同

じ
時
間
で
学
習
で
き
る
単
語
の
種
類
が
多
く
、
平
澤

先
生
の
感
覚
で
は
２
〜
３
倍
の
差
が
あ
る
と
い
う
。

　「
授
業
中
、『
こ
の
単
語
は
Ｄ
Ｓ
で
や
っ
た
』と
い
っ

た
発
言
が
複
数
の
生
徒
か
ら
あ
っ
た
こ
と
に
は
驚
き

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
『
朝
学
習
で
や
っ
た
』
と

い
う
発
言
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
っ
か
り
定
着
し
た
か
ら
こ
そ
、
生
徒
か
ら
こ
う
い

う
言
葉
が
出
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」

　
今
回
は
英
語
の
み
の
実
施
だ
っ
た
が
、
他
の
教
科

で
の
可
能
性
は
、
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。
数
学
科

担
当
の
古ふ

る

都ご
お
り

清
文
先
生
は
次
の
よ
う
に
話
す
。

　「
数
学
で
も
反
復
学
習
は
大
切
で
す
が
、
Ｄ
Ｓ
を

使
え
ば
、
き
っ
と
英
語
と
同
じ
よ
う
な
効
果
が
得
ら

れ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
立
体
図
形
な
ど
の
把
握
で

デ
ジ
タ
ル
教
材
を
上
手
く
使
え
ば
理
解
度
が
高
ま
る

と
考
え
て
い
ま
す
」

　
一
方
、
平
澤
先
生
は
「
紙
に
書
く
」
と
い
う
行
為

も
大
切
な
学
習
だ
と
考
え
る
。
今
後
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教

材
を
活
用
し
て
い
く
上
で
、
紙
と
デ
ジ
タ
ル
教
材
を

組
み
合
わ
せ
た
指
導
を
し
た
い
と
語
る
。

校
長鈴木

崇
夫

紙
に
書
か
せ
る
学
習
も
大
事

組
み
合
わ
せ
た
指
導
を
目
指
す

使用した学習ソフト
得点力学習ＤＳ中１英語 
　単語→フレーズ→英文と、
段階的に繰り返しトレーニン
グをすることで、単語や慣用
表現、文法の問題に答えられ
る力が身に付く。

図　朝学習で感じたこと

Q ＤＳとプリントでは、どちらの方が当てはまりますか

主
幹
、
数
学
科
担
当

古
郡
清
文

２
学
年
主
任
、
国
語
科
担
当

平
野
徹
子

生
活
指
導
、
英
語
科
担
当

平
澤
圭

足立区立江南中学校
生徒数◎１５１人　　学級数◎６学級
所在地◎〒120-0047　東京都足立区宮城1-8-4　
TEL◎ 03-3911-6413
URL◎ http://www.adachi.ne.jp/users/adkona-j/

81.6

76.3 15.8 7.9

75.7 16.2 8.1

75.0 19.4 5.6

57.9 26.3 15.8

51.4 32.4 16.2

36.1

DSの方 同じくらい 紙の方
％

38.9 25.0

10.57.9集中して学習できる

学習をする気が続く

楽しく学習できる

気軽に学習できる

覚えやすい

たくさん覚えられる

覚えたことを
忘れにくそう

＊生徒４０人を調査した結果

「得点力学習ＤＳ」ウェブサイト　http://ds.benesse.ne.jp/store/
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教
育
活
動
の
中
で
、
今
後
、「
ゲ
ー
ム
」
の
要
素

は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
可
能
性
を
秘
め
て
い

る
の
か
。
今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
キ
ー
ワ
ー
ド

は
「
ゲ
ー
ム
ニ
ク
ス
」
で
あ
り
、
前
出
の
「
得
点
力

学
習
Ｄ
Ｓ
」
は
こ
の
理
論
に
沿
っ
て
開
発
さ
れ
た
。

「
ゲ
ー
ム
ニ
ク
ス
」
と
い
う
言
葉
の
生
み
の
親
で
あ

り
、「
得
点
力
学
習
Ｄ
Ｓ
」
の
監
修
を
務
め
た
立
命

館
大
映
像
学
部
の
サ
イ
ト
ウ
・
ア
キ
ヒ
ロ
教
授
は
次

の
よ
う
に
語
る
。

　「
ゲ
ー
ム
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
し
で
直
感
的
に
楽
し

め
、
無
意
識
に
次
に
進
み
た
く
な
る
よ
う
に
作
ら
れ

て
い
ま
す
。
目
の
前
の
問
題
を
次
々
に
ク
リ
ア
し
て

ゴ
ー
ル
を
目
指
す
過
程
が
、
楽
し
み
な
が
ら
出
来
る

よ
う
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
し

た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
集
め
た
も
の
が
ゲ
ー
ム
ニ
ク
ス
で
あ

り
、
学
習
ソ
フ
ト
に
も
応
用
で
き
ま
す
」

　
例
え
ば
、「
得
点
力
学
習
Ｄ
Ｓ
」
で
は
、
解
答
入

力
後
、
す
ぐ
に
正
解
か
不
正
解
か
が
分
か
り
、
一
定

数
の
正
解
で
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
進
む
。
こ
れ
は
、
一

写真　研究者や学校関係者など８０人近くが参加。実際に参加者がゲームをしながらゲームニク
スを体感したり、参加者がパソコンなどからつぶやいた質問や感想がリアルタイムに前面のプロ
ジェクターに映し出されたりと、双方向のコミュニケーションを楽しみながら進行した

主催者

ゲストスピーカー

早稲田大大学院
教職教育科
客員准教授
早稲田大高等学院
教諭
武沢護

東京大大学院
情報学環
特任助教
藤本徹

立命館大
映像学部教授
サイトウ・
アキヒロ

◎日　時 ２０１１年９月１７日
◎場　所 首都大学東京
◎テーマ ゲーム要素を活かした学習ソフト開発の事例研究
◎プログラム ❶５人のゲストによる発表

●ゲームニクス要素の説明（実際のゲームを使ったデモ解説）
●ゲームニクスの教育への応用例（教材例）
●ＤＳ朝学習の事例紹介（学校での教材活用例）
●学習ソフトの課題と学校での使用現状（海外の事例を交
えながら）
●学習へのソーシャルゲーム活用事例紹介

 ❷会場参加者を交えたディスカッション

ゲ
ー
ム
ニ
ク
ス
に
つ
い
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
語
る

ゲ
ー
ム
の
要
素
が
学
習
効
果
を
高
め
る
こ
と
も
可
能

日本教育工学会第27回全国大会ワークショップ概要

学会
ワークショップ

ゲ
ー
ム
の
要
素
が

意
欲
や
集
中
力
に
つ
な
が
る
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般
の
ゲ
ー
ム
で
敵
を
倒
し
な
が
ら
ゴ
ー
ル
を
目
指
す

過
程
に
似
て
い
る
。ま
ず
最
終
目
標
が
明
確
に
見
え
、

そ
こ
に
到
達
し
た
い
と
思
っ
て
も
ら
う
。
そ
し
て
、

最
後
ま
で
飽
き
さ
せ
な
い
た
め
に
、
段
階
的
に
ア
イ

テ
ム
や
ポ
イ
ン
ト
な
ど
の
褒
賞
を
与
え
て
達
成
感
を

持
続
さ
せ
る
。
ゲ
ー
ム
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
学
習

ソ
フ
ト
で
も
、
そ
う
し
た
視
点
を
重
視
し
て
い
る
。

　
特
に
、
ゲ
ー
ム
の
要
素
を
取
り
入
れ
る
の
に
適
し

て
い
る
の
は
反
復
学
習
だ
。

　「
一
般
的
に
、
反
復
学
習
を
つ
ま
ら
な
い
と
感
じ

る
生
徒
は
多
い
も
の
で
す
。
そ
こ
で
ゲ
ー
ム
ニ
ク
ス

を
応
用
し
、
ゲ
ー
ム
を
ク
リ
ア
す
る
か
の
よ
う
な
楽

し
さ
を
追
加
す
る
こ
と
で
、
意
欲
や
集
中
力
が
高
ま

り
学
習
効
果
が
上
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
」（
サ
イ

ト
ウ
教
授
）

　
学
習
意
欲
を
高
め
る
点
で
は
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ゲ
ー

ム（
＊
）」の
可
能
性
も
模
索
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

ま
ず
個
々
で
反
復
学
習
に
取
り
組
み
、
ア
イ
テ
ム
を

集
め
た
り
自
分
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
た
り
し
た
後
、
他

の
ユ
ー
ザ
ー
と
共
同
で
課
題
を
解
決
す
る
と
い
っ
た

ゲ
ー
ム
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
す
れ
ば
、
一
人
で
取

り
組
む
よ
り
も
、
学
習
意
欲
が
高
ま
る
と
期
待
さ
れ

て
い
る
。

　
一
方
、ゲ
ー
ム
は
生
徒
を「
受
け
身
」に
し
や
す
い
。

　「
反
復
学
習
の
学
習
ソ
フ
ト
に
取
り
組
む
生
徒
は

と
て
も
集
中
し
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
そ

れ
は
深
く
考
え
な
く
て
も
無
意
識
的
に
集
中
で
き
る

よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
本
質

的
に
は
受
け
身
の
学
習
で
す
。
こ
れ
は
ゲ
ー
ム
そ
の

も
の
の
特
性
で
も
あ
り
ま
す
。
学
習
の
中
で
ゲ
ー
ム

の
要
素
を
取
り
入
れ
る
時
は
、
こ
う
し
た
特
性
を
十

分
考
慮
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
」（
サ
イ
ト
ウ
教
授
）

　
早
稲
田
大
大
学
院
教
職
研
究
科
の
武
沢
護
客
員
准

教
授
か
ら
は
、
ゲ
ー
ム
を
含
め
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
に
つ

い
て
広
い
視
点
で
の
提
言
も
あ
っ
た
。

　「
私
が
視
察
し
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
学
習
ソ
フ
ト
が
開
発
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
近

い
将
来
、
日
本
で
も
更
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
が
整
う
で

し
ょ
う
。
日
本
で
は
教
師
が
独
自
に
作
成
し
た
教
材

を
使
う
文
化
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
発
想
だ
け

で
な
く
、
教
育
機
器
メ
ー
カ
ー
や
ソ
フ
ト
開
発
会
社

な
ど
の
他
業
種
と
も
連
携
し
て
質
の
高
い
学
習
ソ
フ

ト
の
開
発
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
」

　
学
校
現
場
で
の
Ｄ
Ｓ
の
活
用
事
例
を
紹
介
し
た
足

立
区
立
江
南
中
学
校
の
平
澤
圭
先
生
は
こ
う
話
す
。

　「
こ
れ
ま
で
と
は
少
し
異
な
る
発
想
か
ら
の
授
業

デ
ザ
イ
ン
が
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
紙

と
黒
板
を
基
本
と
し
つ
つ
も
反
復
学
習
に
は
Ｄ
Ｓ
を

使
う
な
ど
、
デ
ジ
タ
ル
教
材
の
利
点
を
生
か
し
た
授

業
構
想
が
必
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
」

　「
ゲ
ー
ム
は
時
間
の
浪
費
」
と
考
え
る
保
護
者
は

多
い
。
し
か
し
、遊
び
が
目
的
の
一
般
の
ゲ
ー
ム
と
、

ゲ
ー
ム
の
要
素
を
使
っ
て
教
育
効
果
を
高
め
る
学
習

ソ
フ
ト
は
別
物
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
理
解
し
て
も

ら
う
こ
と
が
先
決
だ
。
平
澤
先
生
の
話
で
は
、
導
入

時
、
抵
抗
感
を
示
す
教
師
も
い
た
が
、
生
徒
が
集
中

し
て
取
り
組
む
姿
を
見
る
う
ち
に
理
解
が
進
ん
だ
と

い
う
。
ま
た
、保
護
者
の
心
理
的
な
障
壁
に
つ
い
て
、

サ
イ
ト
ウ
教
授
は
「
学
習
ソ
フ
ト
の
有
効
性
を
具
体

的
に
伝
え
る
と
共
に
、
生
活
面
で
の
ア
ド
バ
イ
ス
も

必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
話
す
。

　
主
催
者
の
藤
本
徹
特
任
助
教
は
デ
ジ
タ
ル
教
材
の

課
題
を
次
の
よ
う
に
総
括
し
た
。

　「
今
や
ゲ
ー
ム
だ
か
ら
ダ
メ
と
い
う
時
代
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ゲ
ー
ム
の
中
で
教
育
に
取
り
入
れ
ら
れ

る
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
、従
来
の
学
習
活
動
を
補
完
・

促
進
す
る
考
え
方
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

中
立
的
な
議
論
や
ソ
フ
ト
開
発
を
進
め
る
中
で
、
有

効
性
の
高
い
ソ
フ
ト
が
生
ま
れ
る
と
思
い
ま
す
」

＊ネットワーク上で他のユーザーとコミュニケーションを取りながらプレイするオンラインゲームのこと

特
長

　
意
欲
や
集
中
力
が
高
ま
る

課
題

　
受
け
身
に
な
ら
な
い
ソ
フ
ト
の
開
発

従
来
の
指
導
に
学
習
ソ
フ
ト
を
ど
う
組
み
込
む
か

ゲ
ー
ム
に
対
し
て
あ
ま
り
良
い
印
象
を
持
た
な

い
保
護
者
や
教
師
へ
の
対
応

中
立
的
な
議
論
を
通
し
て
、
生
徒
の
学
力
を
高

め
る
学
習
ソ
フ
ト
の
開
発
が
求
め
ら
れ
る

次
号
で
は
、
ゲ
ー
ム
要
素
を
取
り
入
れ
た
学
習
ソ
フ

ト
の
可
能
性
に
つ
い
て
異
な
る
視
点
か
ら
考
え
ま
す

特別企画　デジタル教材最前線 前編

デ
ジ
タ
ル
教
材
の
利
点
を
生
か
し
た

新
た
な
授
業
デ
ザ
イ
ン
を



◎「言語活動は教育目標達成のための手段である」とい
う、東京女子体育大の田中洋一教授の話は、とてもよく
理解できました。自分の授業で言語活動を取り入れる
時、活動自体が目的になりがちでしたが、あくまで授業
目標を達成するための手段であるという位置付けを再
認識しました。

◎東京女子体育大の田中教授の話の中で、「大きな言語
活動」と「小さな言語活動」という捉え方がとても参考
になりました。言語活動に大小というバリエーション
を持たせることで、さまざまな教育活動に取り入れや
すくなると思います。

◎吉野ヶ里町立三田川中学校の実践では、言語活動の
４領域の分類と具体的活動が参考になりました。各教
科に生かすことができ、授業で行う生徒の活動が豊か
になり、思考力・判断力等の育成につながると感じま
した。また、授業以外での「今日のことば」やエッセイ
は、書く力を育てるために効果的であり、教科の目標を
達成するための言語活動であることがよく表れている
と思いました。

◎府中市立府中第三中学校の取り組みでは、谷合しの
ぶ校長がどう働きかけているのかが、具体的かつ明確
に書かれていて、校長としてどうすべきかがよく分か
りました。教員のベクトルをどう合わせていくかとい
う点で、今後参考にしたいと思います。「３校の事例か

ら学ぶ言語活動実践のポイント」もよくまとめられい
て良かったです。

◎四万十町立窪川中学校のグループ学習では、生徒同
士の教え合いによって、個々の生徒の自己有用感が生
まれ、授業参加への意欲が高まったのだと読み取りま
した。個々の生徒の学習理解が深まり、生徒一人ひと
りが満足感を得られたからでしょう。このように、授
業中に行う生徒指導が、学校をより良くしていく原動
力になるのだと感じました。

◎言語活動の充実は、キャリア教育を推進する上でも
非常に重要なポイントになると思います。その観点で
今回の特集を読んだとき、「３校の事例から学ぶ言語活
動実践のポイント」と「資料」のデータはとても参考に
なりました。データから課題を読み取り、自校の実態
と重ね合わせ、次なる策を考える事がこれからの教育
を考える上でも重要と捉えています。

◎特集では、言語活動を充実させるための授業展開の
方法などが具体的に示されていて、本校でも実践でき
ると感じました。言語活動を通じて授業目標を達成さ
せていくと共に、人間関係の構築や、それに伴う自尊感
情、自己有用感の育成にもつながることに気付きまし
た。

［北海道／Ｓ中学校／Ｎ・Ｍ］

［長崎県／Ａ中学校／Ｙ・Ｆ］

［大分県／Ｄ 中学校／Ｋ・Ｋ］

［高知県／Ｈ中学校／Ｔ・Ｆ］

 ［群馬県／Ｈ中学校／Ｔ・Ａ］

［新潟県／K中学校／Ｓ・Ｋ］

［兵庫県／Ｓ中学校／ I・H］

2011Vol.２特集「言語活動で授業を捉えなおす」へのご意見

「学び合いにマニュアルはない。しかし、学び合いを研究し続けるマニュアル
は学校に残したい」。退任を翌年に控えた校長先生がおっしゃっていた言葉
です。学び合いのアプローチや取り組みは変わっても、目の前の生徒一人ひ
とりの課題を丁寧に見取り、最善の指導方法を模索し続ける教師文化は残し
たい──。将来の中学生、また中学校教育を見据えていらっしゃるからの言
葉だと感じました。これからも、こうした先生方の想いや熱を伝えていくよう努め
てまいります。引き続き、ご指導をよろしくお願い致します。（佐藤）

編集後記
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