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多
様
な
考
え
を
尊
重
し
た

学
び
合
い
が
子
ど
も
の
思
考
を
促
す

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

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

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

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

課
題
整
理
と
実
践
の
ヒ
ン
ト

静
岡
県
掛
川
市
立
城
北
小
学
校

鈴
木
功
一
校
長

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

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

掛
川
市
立
城
北
小
学
校
◎
「『
自
ま
ん
』
持
て 

自
分 

友
達 

城
北
小
」
を

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

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

文
教
大
大
学
院
教
育
学
研
究
科

嶋
野
道
弘
教
授

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

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

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

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

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

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

い
る
の
か
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

鈴
木

　
こ
れ
ま
で
「
授
業
で
勝
負
を
す
る
」
と
い
う

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

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

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

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

嶋
野

　
そ
う
で
す
ね
。
子
ど
も
は
何
の
た
め
に
学
校

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

せ
る
」
活
動
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

鈴
木

　
勤
務
校
の
地
域
の
小
・
中
学
校
で
は
、
学
び

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

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

な
ど
の
言
葉
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「
学
び
合
い
」が
も
た
ら
す「
学
び
」と
は
?
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嶋
野

　
他
に
も
「
協
同
（
共
同
、
協
働
）
学
習
」
の

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

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

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

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

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

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

加
し
て
い
く
こ
と
」
と
整
理
で
き
る
で
し
ょ
う
。

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

ど
も
の
姿
が
見
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

嶋
野

　
例
え
ば
、
多
角
形
の
内
角
の
和
に
つ
い
て

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

は
心
に
残
る
の
で
す
。

鈴
木

　
こ
の
よ
う
な
学
び
合
い
で
は
、
子
ど
も
は
思

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

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

情
を
す
る
も
の
で
す
。

嶋
野

　
友
だ
ち
と
の
か
か
わ
り
に
よ
っ
て
考
え
方
や

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

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

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

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

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

へ
と
駆
り
立
て
る
の
で
す
。

鈴
木

　
学
び
合
い
の
結
果
、「
次
は
こ
れ
を
考
え

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

と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
私
は
、
最
後
の
２
文
字
の

「
た・

・い
」
を
取
っ
て
「
タ
イ
の
養
殖
」
と
呼
ん
で
い

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

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

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

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

嶋
野

　
授
業
後
も
、
子
ど
も
た
ち
の
間
で
議
論
が
続

い
て
い
る
よ
う
な
学
び
が
理
想
で
す
ね
。

鈴
木

　
学
び
合
い
が
も
た
ら
す
学
び
は
、
し
ば
し
ば

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

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

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

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

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

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

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

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

図１ ５年生の算数の学習感想

「多角形の内角の和」を学んで

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

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

教 材
ねらい

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

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

「ぼくね、ちょっとおかしいと思ったんだけどね。これって『詩』っ

て言ったでしょ。だけど、『詩』じゃないと思う」

「どうして？」

「だってね。かもつれっしゃってね、言ってもね、音が書いてあるだ

けだから……」

「そう、そう、こりゃあおかしいよ。ただ音だけ。詩じゃないよ先生」

「私は詩でいいと思う。わけはうまく言えないけど詩でいい」

「だってさ、本に詩って書いてあるんだから詩」

「いくら書いてあったっておかしいのはおかしい。音だけなんて詩じ

ゃない」

（「ここだ！」と思い）「よし、『かもつれっしゃは音だけだから詩じゃ

ないか』を学習問題にして、けんか学習をしようか？」

「やろう。ぼく、おかしい方。……」

「（中略）音がたくさん出てくるだけで詩なら、みんな詩になっちゃう」

「ぼくのうちにね、少年少女の詩集というのがあるんだけどね。詩に

はね、音だけじゃなくて、説明してる言葉がある」

「例えばどういうこと？」

「あのね、『ひまわりは太陽だ……』っていうように説明してる。音だ

けじゃ分からない」

「私は詩でいい。詩というのは作文と違って言葉が短いんだよね。こ

のかもつれっしゃも音だけで短いから詩でいい」

「反対。ただ短い言葉なら詩というのはおかしい。（中略）」

「私はね、詩でいいと思ってた。そのわけが、さっき久本さんが言っ

たことで浮かんじゃったんだけどね。イーダ（舌を出す）。久本さんは、

『音だけじゃ分かんない』って言ったでしょ。ということは、分かれ

ば詩と言ってもいいということでしょ。私はね、音だけだけど、様子

が浮かんできて分かるからね、詩でいいと思う」

「賛成、私も音だけでも浮かんできたから詩でいいと思う（中略）」

「だったらさあ、どんなことが浮かんだのか説明してほしい。ぼくに

は浮かばない」

「じゃあ、詩だと言う人は、この『かもつれっしゃ』の様子が浮かぶ

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

この発言をきっかけに子どもたちの目が輝き出し、賛成・反対の発言
が続く。

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

詩であるかどうかの根拠の発表から学び合いが始まる。

樋口くんが読む。声の大小、スピードの変化あり。

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

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

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

◎次の時間

福本

Ｔ

福本

西川

三井

渡辺

西川

Ｔ

Ｃ

小谷

久本

Ｔ

久本

川崎

結城

藤本

岸川

西川

Ｔ

と言うんだね。それを話してみてよ」

「ぼくは、（中略）一連の音はかもつれっしゃがとまる時にぶつかって

る音だと思う」

「ちょっと違う。ここはね、かもつれっしゃが動き出したところ。か

もつれっしゃって（中略）動く時、がちゃんがちゃんって音がする。

だから動き始め」

「同じとこで、私もその『ん』のことなんだけど、『ん』がつくとね、

ゆっくりな感じがするんだよ。三連の『ごっと』より『ごっとん』の

方がなんかゆっくり動き出したって感じがする。樋口さんのでいい」

「みんなんのを聞いていて思ったんだけど、三連を見てください。『ご

っと』『がった』を繰り返していたけど、最後は『ごと』『がた』にな

ってるからね。スピードがついてきた気がする」

「それなら、四連の終わりもそう。『がた』『ごと』が『かた』『こと』

になってるでしょ。もっと速くなった」

「ちょっと言いたい。少しはね、みんなの言うことが分かってきたけど、

でも……深田さんに言いたい。『がた』『ごと』が『かた』『こと』に

なっていくのは、スピードが出たんじゃなくて、遠くへ行って音が小

さくなったんじゃないんですか」

「まあ、スピードが出て遠くになったんだから、深田さんと西川くん

のを合わせたっていいと思う」

「つけたし。その最後がね、ことことことこと……ってなってるでしょ。

『かた』っていう音は聞こえなくなっちゃって一つになっちゃったで

しょ。やっぱ、遠くへ行ってしまったと思う。遠くになっていくから

一つの音になっちゃうんだと思う」

「だからさ、この『かもつれっしゃ』を読む時はね、最後のところはね、

ただ早口じゃなくて小さい声で読めばいいと思う。そうすれば、様子

が分からない人にも分かると思う」

「じゃあ読んでみてよ」

「詩だという人が様子を話してくれたけど、どうだった？　西川くん

や、福本くん」

「深田さんとは意見が違ったけど、ぼくにも浮かんできた。詩でもいい」

「ぼくは、みんなが、うそつきってわけじゃなくて、音なのにいろい

ろ浮かんできたのを聞いて、そうかなっていうか、すごいみたいな……

気がしました」

千葉

樋口

宇野

羽田

深田

西川

結城

平井

樋口

Ｔ

Ｔ

西川

福本

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

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

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

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

次
々
と
具
体
的
な
情
景
を
口
に
し
始
め
ま
し
た
。

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

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

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

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

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

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

忘
れ
ら
れ
な
い
授
業
の
一
つ
で
す
。

嶋
野

　
こ
れ
は
本
当
に
素
晴
ら
し
い
学
び
合
い
の
実

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

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

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

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

く
だ
さ
い
。

嶋
野

　
多
く
の
先
生
方
が
、
授
業
に
子
ど
も
同
士
の

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

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

す
ね
（
図
３
、４
）。

鈴
木

　
学
び
合
い
の
大
切
さ
は
、
多
く
の
教
師
が
感

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

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

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

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

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

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

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

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

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

り
ま
す
。

嶋
野

　
学
び
合
い
と
は
、
自
己
の
考
え
を
持
ち
、
他

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

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

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

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

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

現
力
を
育
む
授
業
だ
と
思
い
ま
す
。

　
教
育
の
目
的
の
一
つ
は
文
化
遺
産
の
伝
承
で
す

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

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

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

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

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

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

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

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

の
で
す
。

学
び
合
い
の
現
状
と
課
題

図４ 「学び合い」で難しさを感じること

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

図３小学校教師が心がけている授業時間の使い方･進め方

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

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

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

「子ども同士の意見交換が、更に新たな学びを生むように持っ
ていくこと」

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

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

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

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

100

80

60

40

20

0
教師からの
解説の時間

児童が考え
たり話し合っ
たりする時
間＊

児童の発言
や発表の時
間

机間指導や
児童に個別
に対応する
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練習や演習
の時間

学習のまと
めの時間＊

10.4
10.5

10.3

69.9 73.9 71.9
75.1

66.3

45.5

62.3
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62.1
64.0

18.4
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１０年調査

（％）

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

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

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

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

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

を
踏
襲
し
て
グ
ル
ー
プ
活
動
な
ど
を
取
り
入
れ
て

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

う
で
し
ょ
う
。

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

よ
う
な
点
に
留
意
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

鈴
木

　
ま
ず
、
子
ど
も
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に

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

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

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

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

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

で
す
。

嶋
野

　
そ
う
で
す
ね
。
特
に
、
二
者
択
一
よ
り
も
、

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

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

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

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

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

合
い
が
深
ま
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

鈴
木

　
自
分
の
考
え
を
持
た
せ
る
た
め
に
個
人
学
習

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

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

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

学
習
集
団
の
土
台
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

嶋
野

　
私
も
「
個
人
を
育
て
る
こ
と
」
が
何
よ
り
大

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

他
者
と
考
え
を
深
め
合
う
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

鈴
木

　「
個
」
を
育
て
る
上
で
は
「
不
ぞ
ろ
い
に
磨

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

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

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

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

い
う
意
味
で
す
。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

正
し
ま
す
し
、
正
し
い
知
識･

技
能
を
身
に
付
け
る

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

で
は
、
多
様
な
考
え
方
が
必
要
で
す
。

嶋
野

　
同
感
で
す
。
ど
ん
な
場
面
で
も
あ
ら
か
じ
め

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

く
だ
さ
い
。
そ
の
上
で
、
発
表
の
仕
方
や
聴
く
力

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

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

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

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

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

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

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

い
は
深
ま
り
ま
せ
ん
。

鈴
木

　「
分
か
ら
な
か
っ
た
け
ど
、
み
ん
な
の
考
え

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

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

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

学
び
合
い
の
素
地
の
一
つ
で
す
。

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

授
業
で
心
掛
け
る
べ
き
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

嶋
野

　「
個
」
と
「
集
団
」
の
有
機
的
な
か
か
わ
り

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

の
適
切
な
「
出で

場ば

と
塩あ

ん

梅ば
い

」
で
す
。

鈴
木

　
教
師
が
「
出
る
」
適
切
な
場
面
を
判
断
す
る

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

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

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

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

動
き
を
見
せ
ま
す
（
図
５
）。

嶋
野

　
こ
れ
も
面
白
い
資
料
で
す
ね
。
学
び
の
姿
は

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

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

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

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

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

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

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

に
今
一
度
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

│
│
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

図５ 子どもの資質･能力が『動き』、『力』が生まれる時の姿

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

考え込む

思い付く

子どもが『動く』時 子どもが『動く』姿

口を閉ざす
遠くを見るような表情
をする
口をもぐもぐしてつぶ
やく

●

●

●

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

●

●

●

●

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

●

●

●

●

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

●

●

●

●

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

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

学び合いのある授業づくりのポイント

学び合いの前提として

学び合いを活性化させるために

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

