
　
大
田
区
立
久
原
小
学
校
は
、
閑
静
な
住
宅
街
に
位

置
し
、
教
育
に
関
心
の
高
い
保
護
者
が
多
い
環
境
に

あ
る
。
２
０
０
５
年
度
か
ら
は
、
研
究
主
題
「
確
か

な
学
力･

豊
か
な
心
を
は
ぐ
く
む
教
育
課
程
の
編

成
」
の
下
、
学
校
生
活
全
体
を
通
し
て
子
ど
も
を
育

て
る
教
育
課
程
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
教
育

活
動
の
土
台
に
は
、「
学
校
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面

で
子
ど
も
は
育
つ
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
中
休

み
を
30
分
と
す
る
な
ど
「
遊
び
」
も
重
視
す
る
が
、

柱
と
す
る
の
は
最
も
多
く
の
時
間
を
占
め
る
授
業

だ
。
清
水
一
豊
校
長
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

　「
授
業
づ
く
り
で
は
、
問
題
解
決
的
な
学
習
と
学

び
合
い
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
主
体
的
に
学
び
自
ら

追
究
す
る
子
ど
も
や
、
自
分
と
は
異
な
る
考
え
が
あ

る
こ
と
を
知
り
、
自
己
を
客
観
視
し
た
り
、
友
だ
ち

の
良
さ
に
気
付
い
た
り
で
き
る
子
ど
も
を
育
み
た
い

か
ら
で
す
。
そ
う
し
た
学
び
は
人
間
関
係
も
築
い
て

い
き
ま
す
。
授
業
と
学
級
経
営
は
別
物
で
は
な
く
、

授
業
を
通
じ
て
学
級
経
営
を
す
る
、
授
業
は
教
科
の

ね
ら
い
を
達
成
す
る
だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
子
ど
も

の
『
生
き
る
力
』
を
育
む
も
の
だ
と
捉
え
て
い
ま
す
」

　
全
体
的
に
学
力
は
高
く
、
穏
や
か
な
子
ど
も
が
多

い
が
、
物
事
に
主
体
的
に
取
り
組
ん
だ
り
、
友
だ
ち

の
考
え
を
聞
い
て
自
分
の
考
え
を
深
め
た
り
す
る
こ

と
に
は
消
極
的
な
面
が
あ
る
。
そ
う
し
た
子
ど
も
に

学
習
の
楽
し
さ
を
伝
え
、
思
考
力
を
付
け
な
が
ら
主

体
性
を
引
き
出
す
た
め
に
も
学
び
合
い
は
欠
か
せ
な

い
と
、
研
究
主
任
の
木
下
健
太
郎
先
生
は
話
す
。

　「
通
塾
率
が
高
い
た
め
か
、
知
識
が
先
行
し
て
い

る
子
ど
も
が
多
く
い
ま
す
。
し
か
し
、
知
識
の
背
景

に
あ
る
こ
と
を
考
え
た
り
、
課
題
を
解
決
し
た
り
す

る
力
は
、
必
ず
し
も
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方

的
に
教
師
が
知
識
を
伝
え
る
の
で
は
な
く
、
学
び
合

い
の
あ
る
授
業
に
よ
っ
て
、
友
だ
ち
と
共
に
考
え
る

こ
と
や
、
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
感
じ

て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
学
び
合
い
は
、
課
題
の
内
容
や
提
示
の
仕
方
を
工

夫
し
、
全
学
年
で
取
り
入
れ
て
い
る
。
飯
島
典
子
副

校
長
は
次
の
よ
う
に
話
す
。
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さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
あ
ふ
れ
る

学
び
合
い
を
柱
に
授
業
を
つ
く
る

学
校
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
子
ど
も
が
育
つ
き
っ
か
け
が
あ
る
と
い
う
信
念
の
下
、

教
育
課
程
の
研
究
を
進
め
る
大
田
区
立
久
原
小
学
校
。

教
育
活
動
の
柱
と
位
置
付
け
て
い
る
の
が
、
学
び
合
い
の
充
実
だ
。

全
て
の
学
年
・
教
科
で
、
子
ど
も
が
自
ら
考
え
る
工
夫
を
凝
ら
し
、
学
び
合
い
を
生
み
出
し
て
い
る
。

学
校
事
例

東
京
都

大
田
区
立
久く

が

は

ら原
小
学
校

2

校長 清水一豊先生

児童数 ７１０人 学級数　２２学級

所在地 〒146-0085　東京都大田区久が原4-12-10

TEL 03-3753-9411

URL http://academic2.plala.or.jp/kghre/

公開研究会　久原フェスタ（学習発表会）2012年2月18日（土）

◎1893（明治26）年開
校。「学びのターミナル」
をコンセプトに、地域や保
護者と共に子どもを育てる
仕組みづくりに力を注ぐ。
2011～13年度は、東京都
教育委員会「言語能力向
上推進校」の指定校。

S c h o o l  D a t a

学
び
合
い
の
あ
る
授
業
で

考
え
を
深
め
る
子
ど
も
を
育
み
た
い



特集

思考が深まる「学び合い」──「そうか、なるほど！」のある授業づくり

　「
例
え
ば
、
１
年
生
な
ら
自
作
の
な
ぞ
な
ぞ
を
出

し
合
う
な
ど
、
楽
し
く
伝
え
合
う
学
び
合
い
を
行
っ

て
い
ま
す
。
６
年
生
に
な
る
と
討
論
会
の
学
習
を
行

い
ま
す
。
討
論
会
を
通
し
て
自
分
の
考
え
を
伝
え
る

難
し
さ
を
学
び
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
発
達
段
階
に

合
わ
せ
て
徐
々
に
学
び
合
い
の
レ
ベ
ル
を
高
め
る
こ

と
が
必
要
で
す
。
そ
れ
ら
の
土
台
と
し
て
、
子
ど
も

一
人
ひ
と
り
の
意
見
を
認
め
る
こ
と
を
、
ど
の
学
年

で
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
」

　
学
び
合
い
を
深
め
る
た
め
の
考
え
方
の
型
や
話
型

は
、発
達
段
階
に
応
じ
て
指
導
し
て
い
る（
写
真
１
）。

　
学
び
合
い
の
あ
る
授
業
を
構
成
す
る
に
当
た
り
、

教
師
が
第
一
に
心
掛
け
る
の
は
、
考
え
る
価
値
の
あ

る
学
習
課
題
を
提
示
す
る
こ
と
だ
。

　「
子
ど
も
の
『
知
り
た
い
』『
考
え
た
い
』
と
い
う

気
持
ち
を
、
ど
れ
だ
け
高
め
ら
れ
る
か
を
大
切
に
し

て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
社
会
科
で
は
飛
鳥
・
奈
良
時

代
に
ど
の
よ
う
に
日
本
の
国
が
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た

の
か
を
単
元
を
通
じ
て
皆
で
追
究
し
て
い
く
課
題
と

し
、
１
時
間
ご
と
に
大
化
の
改
新
な
ど
に
つ
い
て
考

え
を
深
め
る
こ
と
で
、
課
題
に
迫
っ
て
い
く
流
れ
を

意
識
し
て
い
ま
す
」（
木
下
先
生
）

　「
社
会
科
な
ど
で
は
、
例
え
ば
古
墳
が
作
ら
れ
た

理
由
な
ど
、
考
え
て
も
答
え
が
想
像
の
域
を
出
な
い

問
題
も
あ
り
ま
す
。『
こ
こ
で
の
目
的
は
答
え
を
出

す
こ
と
で
は
な
く
、
関
心
を
も
た
せ
考
え
を
深
め
る

こ
と
と
す
る
』
な
ど
、
教
師
が
考
え
さ
せ
る
目
的
を

意
識
し
て
、
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
」

（
清
水
校
長
）

　
授
業
は
基
本
的
に
教
科
書
に
沿
っ
て
進
め
る
。
指

導
す
べ
き
内
容
が
整
理
さ
れ
て
い
て
、
学
年
で
進
度

や
内
容
を
そ
ろ
え
る
の
に
適
し
て
い
る
か
ら
だ
。
し

か
し
、
教
科
に
よ
っ
て
は
教
科
書
の
内
容
を
全
て
授

業
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
と
時
間
が
足
り
な
く
な

り
、
学
び
合
い
の
時
間
が
確
保
し
に
く
く
な
る
。
そ

こ
で
、
木
下
先
生
は
次
の
よ
う
に
工
夫
す
る
。

　「
例
え
ば
、
社
会
科
は
教
科
書
に
あ
る
知
識
が
多

く
、
全
て
を
教
え
よ
う
と
す
る
と
考
え
る
時
間
を
十

分
に
確
保
し
に
く
い
教
科
で
す
。
し
か
し
、
学
習
内

容
を
基
に
し
た
学
び
合
い
を
少
し
で
も
行
う
と
、
授

業
が
よ
り
楽
し
く
な
り
、
思
考
も
深
ま
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
知
識
と
し
て
押
さ
え
る
内
容
は
教
科
書
を
読

む
こ
と
な
ど
で
効
率
的
に
押
さ
え
ま
す
。ま
た
、学
習

指
導
要
領
で
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
し
、
教
科
書
に
あ
る

資
料
で
も
取
り
上
げ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
て
、『
こ
こ
は
考
え
さ
せ
た
い
』
と
い
う
ポ
イ
ン

ト
で
学
び
合
い
の
時
間
を
し
っ
か
り
取
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
」

　
学
び
合
い
の
活
性
化
の
た
め
に
木
下
先
生
が
心
掛

け
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
は
、次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

◎
学
び
合
い
の
基
礎
情
報
を
学
級
全
体
で
共
有
す
る

　
例
え
ば
、
社
会
科
で
は
、
同
じ
資
料
か
ら
５
個
の

情
報
を
読
み
取
れ
る
子
ど
も
も
い
れ
ば
、
10
個
の
子

ど
も
も
い
る
。
資
料
か
ら
言
え
る
こ
と
か
ら
考
え
る

大
田
区
立
久
原
小
学
校
副
校
長

飯
島
典
子Iijim

a Noriko

「
全
て
は
子
ど
も
の
た
め
に
、
と
い
う
気
持

ち
で
取
り
組
む
。
副
校
長
と
し
て
、
学
校
と

地
域
・
保
護
者
を
つ
な
ぎ
た
い
」

大
田
区
立
久
原
小
学
校
校
長

清
水
一
豊Shim

izu Kazutoyo

「
美
点
凝
視
。
常
に
子
ど
も
や
先
生
の
良
さ

を
見
付
け
る
。
校
長
と
し
て
、
子
ど
も
が
子

ど
も
ら
し
く
過
ご
せ
る
場
を
保
障
し
た
い
」

大
田
区
立
久
原
小
学
校

木
下
健
太
郎Kinoshita Kentaro

研
究
主
任
、
６
学
年
担
任
。「
学
び
合
い
を
重

視
し
た
授
業
で
、
子
ど
も
同
士
、
子
ど
も
と

教
師
の
よ
り
良
い
人
間
関
係
を
築
き
た
い
」

写真１　６年生の教室に掲示してある「考えるための 12 の道
具」。発達段階に合わせた指導で、考えを広げたり整理したりし
やすくして学び合いを深めている
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ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
た
指
導
で

学
び
合
い
の
時
間
を
捻
出

考
え
さ
せ
る
多
様
な
工
夫
が

学
び
合
い
を
活
性
化
さ
せ
る

授
業
の
工
夫



学
び
合
い
を
す
る
場
合
、
そ
の
ま
ま
で
は
同
レ
ベ
ル

で
意
見
を
交
わ
す
こ
と
が
難
し
い
。
そ
こ
で
、
最
初

に
情
報
を
発
表
し
合
い
、
同
じ
量
の
知
識
や
情
報
を

も
た
せ
る
こ
と
で
、
全
員
が
学
び
合
い
に
参
加
で
き

る
よ
う
に
す
る
。

◎
考
え
る
視
点
を
提
示
す
る

　
話
し
合
い
に
必
要
な
視
点
を
適
切
に
与
え
な
い

と
、
グ
ル
ー
プ
活
動
は
学
び
合
い
に
発
展
せ
ず
、
形

だ
け
で
終
わ
り
や
す
い
と
、
清
水
校
長
は
話
す
。

　「
ノ
ー
ト
に
書
い
た
内
容
を
互
い
に
読
み
上
げ
る

と
い
う
活
動
だ
け
で
は
情
報
交
換
に
終
わ
り
、
学
び

合
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。考
え
を
出
し
合
っ
た
上
で
、

『
共
通
点
や
相
違
点
を
整
理
し
て
み
よ
う
』『
異
な
る

考
え
が
出
た
要
因
を
考
え
よ
う
』
な
ど
と
、
話
し
合

い
の
視
点
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
の
交
流
が

始
ま
り
、
学
び
合
い
が
生
ま
れ
ま
す
」

◎
書
く
場
面
を
多
く
設
定
す
る

　
書
く
こ
と
は
思
考
の
一
形
態
と
考
え
、
発
見
し
た

こ
と
や
考
え
た
こ
と
、
授
業
の
振
り
返
り
な
ど
を
子

ど
も
が
書
く
機
会
を
多
く
設
け
る
。
考
え
が
整
理
さ

れ
て
、
話
し
合
い
が
深
ま
り
や
す
く
な
る
こ
と
に
加

え
、
教
師
が
後
で
一
人
ひ
と
り
の
思
考
の
流
れ
を
確

認
で
き
、
評
価
の
資
料
と
も
な
る
。

　
書
く
前
に
は
、「
気
付
い
た
事
実
を
書
く
」「
作
者

と
自
分
の
考
え
を
比
べ
る
」「
自
由
に
感
想
を
述
べ

る
」
な
ど
ポ
イ
ン
ト
を
明
確
に
伝
え
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
教
師
は
書
か
せ
る
目
的
を
明
確
に
し
て
お
く

こ
と
が
必
要
だ
。

　
書
い
た
も
の
は
添
削
す
る
。
子
ど
も
は
「
書
い
た

こ
と
は
先
生
が
読
ん
で
く
れ
る
」
と
い
う
意
識
を
も

ち
、
書
く
こ
と
へ
の
意
欲
が
高
ま
る
。
良
く
書
け
て

い
る
ノ
ー
ト
は
コ
ピ
ー
し
て
配
布
し
た
り
、
資
料
な

ど
を
貼
ら
せ
た
り
す
る
こ
と
で
、
ノ
ー
ト
は
大
切
な

も
の
だ
と
い
う
意
識
も
育
む
。

◎
全
て
の
子
ど
も
の
学
び
を
保
障
す
る

　
学
び
へ
の
主
体
性
や
積
極
性
を
引
き
出
す
た
め

に
、
一
人
ひ
と
り
の
学
び
を
保
障
し
、
授
業
へ
の
参

加
を
実
感
さ
せ
る
こ
と
を
大
切
に
す
る
。
例
え
ば
、

木
下
先
生
の
授
業
で
は
、
ノ
ー
ト
に
自
分
の
考
え
を

書
く
だ
け
で
な
く
、
友
だ
ち
の
ノ
ー
ト
を
読
み
、
そ

こ
に
感
想
を
書
く
活
動
を
行
う
。
ペ
ア
で
意
見
を
交

換
す
る
活
動
も
多
く
取
り
入
れ
る
。
授
業
中
に
学
級

の
全
員
が
発
表
す
る
の
は
時
間
的
に
難
し
い
が
、
こ

れ
ら
の
活
動
に
よ
り
、
全
員
が
自
分
の
考
え
を
発
信

し
、友
だ
ち
か
ら
意
見
を
も
ら
う
機
会
を
得
ら
れ
る
。

◎
反
対
意
見
を
歓
迎
す
る

　
友
だ
ち
の
発
言
に
対
し
て
賛
成
・
反
対
を
意
思
決

定
さ
せ
る
こ
と
で
、
学
び
合
い
に
発
展
さ
せ
や
す
く

な
る
。
こ
の
時
、
で
き
る
だ
け
反
対
意
見
を
出
す
よ

う
に
促
す
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
だ
。

　「
学
び
合
い
は
同
調
だ
け
で
な
く
、
反
対
の
考
え

が
出
る
こ
と
で
活
性
化
し
ま
す
。
反
対
意
見
を
出
し

や
す
く
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
考
え
も
受
け

入
れ
る
学
級
で
あ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
反
対
意

見
が
出
た
ら
、『
勇
気
を
出
し
て
違
う
意
見
を
言
っ

て
く
れ
た
ね
』『
今
の
発
言
で
皆
の
考
え
が
深
ま
っ

た
よ
』
な
ど
と
褒
め
て
、
異
な
る
考
え
を
言
い
や
す

い
雰
囲
気
に
し
て
い
ま
す
」（
木
下
先
生
）

　
授
業
外
で
も
、
学
校
全
体
と
し
て
学
び
合
い
を
支

え
る
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。

◎「
久
原
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
に
よ
る
指
導
の
標
準
化

　
同
校
は
、「
学
習
」「
授
業
づ
く
り
」「
清
掃
」「
給
食
」

な
ど
の
分
野
で
、全
学
年
共
通
の「
久
原
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
」
と
い
う
基
本
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
中

に
は
学
び
合
い
を
支
え
る
ル
ー
ル
も
多
く
あ
る
。
例

え
ば
、「
授
業
中
の
発
言
は
、
挙
手
し
て
指
名
さ
れ

て
か
ら
」「
指
名
さ
れ
た
児
童
は
起
立
し
、
聞
き
手

の
方
を
見
て
話
す
。
聞
き
手
は
話
し
手
に
注
目
し
て

聞
く
」「
ノ
ー
ト
に
は
、（
教
科
や
学
年
に
応
じ
て
）

自
分
の
考
え
や
学
習
感
想
な
ど
を
書
く
」
な
ど
だ
。

　
教
師
が
座
席
を
決
め
る
の
も
ル
ー
ル
の
一
つ
。
話

し
合
い
を
リ
ー
ド
す
る
子
ど
も
が
近
く
に
固
ま
ら
な

い
よ
う
に
す
る
な
ど
、
授
業
の
展
開
を
イ
メ
ー
ジ
し

な
が
ら
決
め
て
い
る
。
同
校
で
は
毎
年
、
学
級
編
成

を
行
う
た
め
、
こ
の
よ
う
な
基
本
ル
ー
ル
を
決
め
、

指
導
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

◎「
子
ど
も
が
子
ど
も
を
育
て
る
」
工
夫

　
異
学
年
で
遊
ぶ「
あ
お
ぞ
ら
活
動
」や「
交
流
給
食
」

を
実
施
。
上
級
生
は
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
優
し
さ
を

身
に
付
け
、
下
級
生
は
上
級
生
の
姿
を
モ
デ
ル
と
し

て
育
っ
て
い
く
。
子
ど
も
同
士
の
か
か
わ
り
合
い
か

ら
、
学
び
、
育
つ
こ
と
が
日
常
と
な
っ
て
い
る
。

◎
地
域
や
保
護
者
と
共
に
学
ぶ
、
日
常
を
大
切
に
す
る
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日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で

学
び
合
い
を
推
進
す
る

授
業
外
に
も
広
が
る
取
り
組
み



特集

思考が深まる「学び合い」──「そうか、なるほど！」のある授業づくり

　
同
校
の
教
育
の
特
色
を
よ
く
表
し
て
い
る
コ
ン
セ

プ
ト
の
一
つ
が
「
学
び
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
」
だ
。

　「
学
校
は
子
ど
も
や
保
護
者
、
地
域
の
人
々
が
か

か
わ
り
、
共
に
育
つ
地
域
に
根
ざ
し
た
教
育
活
動
が

行
わ
れ
て
い
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
連
結
点
）
の
よ
う
な

場
所
で
あ
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」（
清
水
校
長
）

　
象
徴
的
な
活
動
は
、
夏
休
み
に
教
師
や
保
護
者
、

地
域
住
民
が
講
師
と
な
っ
て
行
う
「
夏
休
み
ド
キ
ド

キ
学
校
」。
ス
ポ
ー
ツ
や
工
作
、
語
学
、
地
域
探
索

な
ど
１
０
０
講
座
を
超
え
、
子
ど
も
は
自
由
に
選
ん

で
受
講
す
る
。
ま
た
、
年
１
回
、「
総
合
的
な
学
習

の
時
間
」
や
生
活
科
を
核
に
し
た
学
習
成
果
を
発
表

す
る
「
久
原
フ
ェ
ス
タ
」
に
も
、
保
護
者
や
地
域
住

民
が
多
く
訪
れ
る
。
子
ど
も
や
ス
タ
ッ
フ
、
参
観
者

同
士
が
「
皆
で
学
び
合
え
る
」
場
と
な
っ
て
い
る
。

　
他
に
も
、
朝
礼
で
は
、
校
長
が
子
ど
も
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
し
た
り
、
担
任
も
含
め
学
級
全
体
で
遊
ぶ

「
ぽ
か
ぽ
か
タ
イ
ム
」
を
設
け
た
り
す
る
な
ど
、
日

常
的
に
か
か
わ
り
合
う
時
間
を
大
切
に
し
て
い
る
。

　
同
校
で
は
、
20
代
の
教
師
が
教
師
全
体
の
半
数
以

上
を
占
め
る
。
若
手
の
指
導
力
向
上
の
た
め
、
校
内

研
修
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
通
常
の
授
業
研
究
会

の
他
に
、
同
校
が
初
任
校
と
い
う
教
師
の
た
め
に
月

１
回
の
「
若
手
研
修
会
」
を
行
う
。
こ
の
会
に
は
、

ベ
テ
ラ
ン
教
師
も
参
加
し
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
。

　「
若
い
先
生
方
は
、
ど
の
よ
う
な
授
業
を
目
指
す

べ
き
か
を
具
体
的
に
思
い
描
け
ず
に
悩
む
こ
と
が
よ

く
あ
り
ま
す
。『
学
び
合
い
は
大
切
』
と
頭
で
理
解

し
て
い
て
も
、
そ
も
そ
も
良
い
学
び
合
い
が
ど
の
よ

う
な
状
態
か
が
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
、
ベ

テ
ラ
ン
教
師
が
、
授
業
を
見
せ
て
目
指
す
授
業
像
を

イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
し
て
い
ま
す
」（
木
下
先
生
）

　「
学
び
合
え
る
、
一
人
ひ
と
り
が
生
か
さ
れ
て
い

る
授
業
で
は
、
子
ど
も
が
輝
い
て
い
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
授
業
を
若
手
の
先
生
に
も
知
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
」（
飯
島
副
校
長
）

　
学
校
全
体
の
授
業
研
究
で
は
、
経
験
年
数
別
の
グ

ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
取
り
入
れ
、
若
手
教
師
か
ら
も
積

極
的
な
意
見
が
出
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
。ま
た
、

指
導
案
の
書
式
に
は
「
事
前
評
価
項
目
」
を
盛
り
込

み
、
指
導
案
の
作
成
の
ポ
イ
ン
ト
を
明
示
す
る
と
共

に
、
教
師
が
自
己
評
価
す
る
仕
組
み
を
導
入
（
図
）。

こ
れ
は
、
学
期
に
１
回
、
校
長
と
副
校
長
が
全
教
師

の
授
業
を
参
観
し
、面
談
を
行
う
際
の
資
料
と
な
る
。

　「
先
生
方
自
身
の
授
業
へ
の
思
い
も
大
切
に
し
な

が
ら
、
先
生
方
の
個
性
を
い
か
に
良
い
方
向
に
伸
ば

す
か
と
い
う
視
点
で
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
目
指
す
授
業
像
に
向
け
て
、
学
校
全
体

で
授
業
づ
く
り
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」（
飯

島
副
校
長
）　

　一人ひとりの子どもに「自分には力がある」という自
信をもってほしい。そのために、子ども時代を、子ども
らしく伸び伸びと過ごせる学校を保障することが、公立
小学校の校長としての私の務めと考えています。
　学校経営の中心は授業づくりです。私も先生方と一緒
に取り組むために、授業中に校内を回り、子どもたちの
表情をよく見ることを心掛けています。その際、担任と
は違う目線で子どもを見取り、子どもに直接、声を掛け
たり、先生方にアドバイスをしたりするようにしていま
す。

校長としての役割
清水校長が重視する
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若
手
を
意
識
し
た
多
様
な
研
修
で

目
指
す
授
業
像
を
共
有

学
校
全
体
の
仕
組
み
づ
く
り

図 指導案の自己評価

指導案に事前評価項目を設けることで、授業づくりのポイントをより強く意識できる。「考
える時間や表現する時間を設定した」など学び合いに関連する項目が多い
＊同校の指導案より一部抜粋



◇授業の流れ
❶前時の学習の振り返り
　大仏が完成した頃の日本とアジアの国々の交流について学ん
だ前時の学習感想・キーワードを発表し合う。「鑑真」「鑑真の
決意」「鑑真、苦難の航海」などが挙がった。

❷学習問題の提示
　木下先生が、藤原道長の画像を見せ、「これは誰でしょう？」
と問い掛ける。これまで天皇中心の国づくりが進んできたが、
次第に藤原道長のような貴族が力をもつようになったことを簡
潔に説明。

❸知識の確認 ･共有
　藤原道長について教科書を音読した後、木下先生が貴族とは
どんな人たちかを問い掛ける。教科書の絵（寝殿造の屋敷で貴
族が暮らす様子）を見て貴族の暮らしについて分かったことを、
各自が箇条書きでできるだけ多くノートに書く。約１０分間。
　続いて、隣同士で情報交換、全体発表で情報を共有する。
　Ｔ　　「隣の人と話し合って、いいなと思ったら自分のノート

に付け加えていいです」

　全体発表では、「蹴鞠をしている」「大きな家に住んでいた」「烏
帽子みたいなものを被っていて、靴を履いている。普通の人は
裸足だけど」などが出された。他の子どもの発表につなげる発
言もあった。木下先生は「いいですね」「同じところに気付いた
人はいますか」「よく気付きました」などと、発言を価値付けた。
　Ｔ　　「もっと言いたいことがあったかもしれませんが、それ

はノートを集めた時に見せてもらいたいと思います」

　この時代について確認するため教科書を読んだ後、この時代
の文化にはどのようなものがあったか、教科書や資料集で各自
が調べて、全体で発表する。発表では、「七夕」「お月見」「かな
文字」「宴」「大和絵」「七草粥」「束帯と十二単」などが出された。

■教師の工夫・振り返り
　授業の前半は、教科書や資料を読み取って歴史的事実を確認
する学習が主体だった。木下先生は、子どもの発表時にはどの
資料にあった情報かを必ず併せて述べるように伝える。資料か

ら情報を読み取る力の育成のためだ。
　「子どもによって資料から読み取れる情報の数にはばらつきが
あります。それをペアや全体で確認し共有することで、皆が十
分な情報をもって、その後の学び合いに生かせるように時間を
掛けました」（木下先生）
　授業だけで知識を定着させるのが難しい場合には、「歴史キー
ワードブック」や年表にまとめる作業などを宿題に出すことで
知識の定着を補完している。

❹１人で考える
　Ｔ　　「文化がたくさん出てきました。実はこの頃の文化をま

とめて言うと、平安文化と言います。では、この平安
文化を短い言葉で言い換えると、特徴からどんな文化
と言えるでしょう。○○な文化とした時に、○○に入
る言葉を考えてみてください。答えは一つではないよ」

❺全体での学び合い
　Ｔ　　「では、考え終わった人、起立。鉛筆を持って、友だち

のノートを見に行って、その友だちの意見に対して感
想を書いてください。どうぞ」

　Ｃ　　（書き終えた子どもから他の子どものノートを見に行き
感想を書き込む　写真３、4）

　Ｔ　　「いくつか書いてもいいですよ」
　Ｔ　　「（数分後）席に戻ってください。では、発表してもら

いたいと思います。どんな文化かな、そう考えた理由
も言ってください」（以下、挙手した子どもから指名）

徳　田　「貴族の文化です」
　Ｔ　　「その理由は？」
徳　田　「その理由は、かな文字とか大和絵とかを考えたのは貴

族だからです」

◉本時のねらい　貴族中心の文化について理解する

写真２　全体で共
有した事実を基に、
まずは個人で考え
る。机間指導で
個々の理解度や考
えの多様性を見取
る木下先生
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社会と国語の授業に見る学び合いの流れとポイント
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。

木下先生の授業を通して、子どもたちが伸び伸びと意見を交わし合い、個人や集団の考えを深めていくプロセスを追った。

６年生　社会「大陸に学んだ国づくり」（5／6時間目）
Ｔ：教師　Ｃ：子ども、子どもの名前は仮名

P.23左上へ

感想を書き合うことで、子どもたちの考えを交流させるねらい

「大陸に学んだ国づくり」という単元全体のねらいを思い出
させながら、本時の学習を位置付けるねらい

隣の友だちと分かったことを比べ合い、個々の視点を広げ
るねらい

一人ひとりのノートを必ず見ていることを伝え、書く意欲
を育むねらい



特集

思考が深まる「学び合い」──「そうか、なるほど！」のある授業づくり

　Ｔ　　「貴族が考えたことだから貴族の文化だそうです。同じ
意見の人、いますね。なるほど。他にどうですか」

横　川　「日本独自の文化にしました（「いいと思います」とい
う反応）。その理由は、日本にしかない文化が多かった
からです」

　Ｔ　　「日本にしかない文化があった。日本独自の文化。どう
ですか。横川さんと同じ考えの人？（５人くらいが挙
手）。ああ～、結構いますね」

大　泉　「ほぼ同じなんですけど、国風の文化だと思います。理
由は、横川さんと同じなんですけど日本独自の文化だ
からです」

　Ｔ　　「どうですか？ 国風の文化。これ、日本独自のという
意味ですね。山下くんはどうですか。発表してください」

山　下　「風流な文化です」
　Ｔ　　「風流な文化。どうですか？」
Ｃ複数　「いいと思います」
　Ｔ　　「どうしてですか？ どういうところが風流な文化でし

ょう？」
山　下　「日本的な文化」
　Ｔ　　「日本的な文化が風流だと思ったということですね。ど

うですか。賛成？ 風流だなという気持ちって分かりま
すかね。お、最後にどうしても言いたい？ 岩田くん」

岩　田　「優雅な文化だと思います。蹴鞠とか、和歌とか作った
りするから、おしゃれだと思いました」

　Ｔ　　「なるほど。いろいろ考えられましたね。答えは一つで
はないですよね。最後、難しかったかもしれないけれど、
よく考えられましたね」

❻振り返り
　木下先生は、子どもがよく考え、たくさんの考えが出たこと
を褒めた。学習感想とキーワードを書いたノートを集めて終了。

■教師の工夫・振り返り
　木下先生はこの時代の文化を自分の言葉で捉え直し、学級全
体で考えを深めるために「○○な文化」を考えることにした。学
び合いの一環として、友だちのノートを読んで感想を書く活動
を取り入れた。年度初めは、ノートの見方に偏りがある子ども
もおり、「男子は女子のノートを３人以上見るように」などと伝
えていたが、どの子も経験を重ねるうちに、仲の良し悪しや男
女の区別なく、空いている席に率先して向かうようになった。
　「子どもたちは、自分の考えに友だちから感想をもらえるうれ
しさを知っています。授業後『書くのが遅くて、誰にも感想を書
いてもらえなかった』と私に言った子のつぶやきを耳にして、『ぼ
くが書くよ』とその場で書いてくれた子がいました。この活動
を通して人間関係も育まれていると感じます」（木下先生）
　「○○な文化」の発表の時、木下先生は山下くんを指名して「風
流な文化」と発表させた。机間指導の際に、他の子どもとは異
なる視点の表現だと感じていたからだ。この日は時間が足りず、
十分な意見交流ができなかったため、次時に「○○な文化」を再
び取り上げて話し合う活動を組み込む構想を練った。

◇授業の流れ
❶前時の学習の振り返り
　前時の学習感想・キーワードを発表し合う。「貴族。理由は貴
族の世の中になったから」「貴族の文化。その理由は貴族が考え
た文化が生まれたから」などが挙がった。

❷学習問題の提示
　電子黒板で紫式部の画像を提示し、今日学ぶことを確認する。

❸知識の確認 ･共有
　教科書や資料集で紫式部と清少納言を調べ、全体発表で情報
を共有。木下先生が大きく分けて、全体的なこと、紫式部に関
係すること、清少納言に関係することの三つに分かれることを

伝えた。紫式部と清少納言に関して調べられたことの発表後、
教科書を読み、この時代にかな文字が生み出され、日本独自の
文化が生まれたことを確認する。

❹１人で考える
　本時の知識も踏まえ、前時に考えた「○○な文化」について再
考する。
　Ｔ　　「この間、平安文化はどういう文化か、○○な文化とい

うのを考えてもらい、いくつか出てきましたよね。覚
えていますか。風流な文化、貴族の文化、日本独自の
文化、国風文化……。その他に○○な文化って考えら
れますか。昨日と今日のことと合わせてみて、どうい
う文化か、考えてノートに書いてみましょう」

◉本時のねらい　紫式部と清少納言についての理解を通じ、この時代の文化についての理解を深める

写真３　教室を歩
き回って友だちの
ノートを読み、感
想を書き込む

写真４　2人の友
だちの感想が書か
れている社会の
ノート
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６年生　社会「大陸に学んだ国づくり」（６／６時間目）

P.24左上へ



❺全体での学び合い
　隣同士・全体で話し合う。各自がノートに考えを書いた後、挙
手して発表し合う。木下先生は意見を価値付けながら板書する。
　Ｔ　　「新しいものを考えられた人、ぜひ言ってみてください」
　森　　「昨日、書いていたんですけど、はなやかな文化です。

女の人が何枚も服を着ていたり、文化をいろいろ見て、
はなやかなんじゃないかと思いました」

勝　又　「全体的に、平和な文化だと思います」
　Ｔ　　「全体的に、これはいい言葉ですね」
勝　又　「争いとかも、書いていないだけかもしれないけどなか

ったみたいなので。皆、和歌を書いたり蹴鞠をして遊
んでいる人もいたので、平和で楽しそうだからです」

　Ｔ　　「いいね、書いてありましたよね。まだあります？ 岩
田くん」

岩　田　「国文学の文化です」
　Ｔ　　「その理由は？」
岩　田　「それは枕草子とか源氏物語とかが書かれるようになっ

て、急激にかな文字とかが広まったと思うからです」
　Ｔ　　「なるほど、国文学の文化。さあたくさん出てきました。

平安文化って、こういう文化だよと。ちょっと考えて
みましょう。この中で、あなたが一番ふさわしいと思
うものはどれですか。それをノートに書きましょう」

　Ｃ　 （それぞれの考えをノートに書く）
　Ｔ　　「書いた人は理由を考えてください。あと、山下くん、

風流な文化について付け足しがありますね。『風流につ
いてよく分かりません』って山下くんのノートに感想
を書いている人がいたんだよね。どういうこと？」

山　下　「（辞書で調べたことを説明）自然を愛し味わう心。歌、
絵、生け花などの上品な遊びです」

　Ｔ　　「それを風流という。なるほど。では聞きたいと思いま
す。風流な文化が一番ふさわしいと思う人？（１人が
挙手）。貴族の文化の人（１人）。国風文化の人（７人）。
日本独自の文化の人（１４人）。はなやかな文化の人（２
人）、平和な文化の人（４人）、国文学の文化の人（２人）。
ちょっと分かれました。では、なぜそういう意見にし
たか、隣の人と自分の考えを説明し合ってください」

　Ｔ　　「では、ちょっと意見を言ってみてください」
河　合　「私は日本独自の文化にしました。理由は、日本独自と

いう言葉が、外国にはない、日本だけの文化というと
ころがいいと思ったからです」

　Ｔ　　「どうですか、賛成の人？（半数以上が挙手）。付け足
しは？」

岸　井　「河合さんに付け足しなんですけど。日本独自の文化が
ある前は漢字だけで大陸の文化だったので、それから
は日本だけの文化を築いていたので、日本独自の文化
がいいと思います」

　Ｔ　　「だそうです、どうでしょうか。では、森さん」
　森　　「私は国風文化にしました。その理由は、最初は大陸か

ら伝わってきたからです。資料集を読むとひらがなは
女の人が使うことが多かったみたいだけど、漢字をま
だ使っている人も多かったと思うから、日本だけじゃ
なくて大陸からの文化もあるので、全てをまとめて日
本という国だから国風文化だと思います」

　Ｔ　　「どうですか？ 大陸から伝わってきた文化も入ってい
るから国風文化がいいんじゃないかと。賛成の人（あ
まりいない）、反対の人（あまりいない）、では悩んで
いる人（半数以上）。悩んでいる。では山下くん、反対
だったら言ってください。あなたの意見も含めて」

山　下　「ぼくは風流な文化にしました。風流的な文化だから」
　Ｃ　　「なんか理由になっていない」
　Ｔ　　「もう少し詳しく言えるといいね。せっかく意味を調べ

たんだから、その理由を言えるといいですね。他はど
うですか。平和な文化、勝又さんが言ってくれた意見
に賛成な人、誰か理由を言えませんか。付け加えで。
では勝又さん、言ってみてください」

勝　又　「船に乗ったり、和歌を書いたり、蹴鞠をして、みんな
楽しそうに暮らしているから、たぶん平和だったんじ
ゃないかと思います」

❻振り返り
　Ｔ　　「いろいろな意見が出ましたね。最後、キーワードと学

習感想のところに、考えが変わった人はその考えを書
いてみましょう」

■教師の工夫・振り返り
　１人で考える時間を設けた後、ペア学習で考えを比較して深
めさせた上でいくつかの案に集約。賛成・反対を出させることで、
平安文化についての考えを深めやすくした。
　前時、山下くんのノートには友だちから「風流の意味が分から
ない」という感想が書かれていたため、木下先生は辞書で調べた
ことを発表させて
学び合いのきっか
けの一つとした。
　「『分からない』と
きちんと伝えた子ど
もがいたことで、風
流の意味を皆で考え
る学習に広がりまし
た」（木下先生） 写真６　賛成・反対の挙手をさせながら進める

写真５　本時の板書。それぞれの文化の横には挙手した子どもの人数
が書かれている
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平安文化についての考えを深めた上で、前時の学習を思い
出させて発展させるねらい

自分の意見を決め、理由を説明し合う学習で更に考えを深
めるねらい



特集

思考が深まる「学び合い」──「そうか、なるほど！」のある授業づくり

◎４月の時点ではあまり長い文章を書けない子どもが多かっ
たため、いろいろな教科で書くことへの指導を大切にしま
した。結果は２か月ほどで表れ、自分の考えや理由などを、
順を追って説明する子どもが増えてきました（木下先生）

◎学び合いが充実するにつれて、「もっと考える時間をくだ
さい」など、子どもが考えることを欲する言葉が聞かれる
ようになりました。授業中の会話も活性化し、友だちの考
えを知ることの楽しさを実感しているように思います（木
下先生）

◎ノートにコメントを書き合う中で、友だちへの理解が深ま
り、子どもたちの人間関係が良くなってきました。また、
普段は仲の良い子が授業では反対意見を言えるようになっ
てきたこともうれしいことです（木下先生）

◎木下先生の学級では「先生が全て受け止めてくれる」とい
う安心感があります。そのため、どの子も安心して発言し
たり、さまざまなことに自信をもって取り組めるように
なってきていると思います（清水校長）

◇授業の流れ
❶１人で考える
　教科書の本文を読み、筆者の考えが一番表れている部分を確
認した上で、筆者の考えに対する自分の考えをノートに書く。
　Ｔ　　「5行ぐらい書いている人がいますね。自分の考えです

から、迷わず思ったことを書いてください」

❷全体での学び合い
　Ｔ　　「いつも通り、友だちのノートを見せてもらい、そこに

感想を書いてもらいたいと思います。終わった人は筆
記用具を持って後ろに並びましょう。目安として３人
以上、友だちの感想に対する自分の考えを書きましょ
う」

　友だちのノートを読み、そこに自分の感想を書き込む。ひと
通り書き終わった頃、席に戻り、友だちの感想の中で良いと思
ったものを推薦し合う。推薦された子どもは自分の考えを発表。
一同、推薦されたことを讃えながら聞き合う。木下先生は一人
ずつ良い点をコメントし、学級全体で共有する（下記では省略）。
　森　　「勝又さんの感想がいいと思いました」
勝　又　「私のような人間だって、ずっと前の先祖は猿という動

物になり、その前はとても小さな生物だった。どんな
生き物でも時代をさかのぼっていけば同じ生き物にな
ると思う。今は姿や形が全く違った生き物でも大昔は
みんな同じだったので、動物や人類の無駄な殺し合い
をすると、味方を殺していることになる。だから、そ
んなことはやめてみんな平等に平和に生きていけたら
いいなと思いました」

下　山　「大泉さんの感想がいいと思いました」
大　泉　「筆者はロボットの犬と本物の犬を比べて、特徴や変化

を書いて、最後に生き物と人間についてまとめて、『今
生きていることは素晴らしい』と書いたり、『あなたは
たった一つのかけがえのない存在です』など、人間な
どに呼びかけ、人間を励ましてくれているように感じ、
自分も生き物も生きているということが改めて感じら

れました」
　他にも数人が推薦され、発表した。
　Ｔ　　「友だちからの感想が書いてあると思いますので、それ

はしっかり見てもらいたいと思います。では、もっと
もっと発表してもらいたいのですが、先生ももう１回
読ませてもらいたいので、ノートを出してください。
よく考えて、たくさん書いていました。次回からまた
違う勉強をしていきましょう」

■教師の工夫・振り返り
　「３人以上の友だちのノートに感想を書くように」と伝えたが、
８人の感想が書かれた子ども
もいた。
　「友だちが自分の考えを読
んで、どう思うかを知るのは
とても楽しいものです。自分
が書けばいっぱい友だちも書
いてくれるという気持ちにな
りますし、また次に書こうと
いう意欲にもつながります」
（木下先生）
　推薦された子どもが感想を
読み上げると、全員から大き
な拍手が起こった。発表した
子どもの誰もが、とても誇ら
しげな表情を浮かべていたの
が印象的だった。木下先生は、
隣同士で考えを確認し合い、
良いと思ったら推薦し合う活
動を、多く取り入れる。
　「初めにペア学習をし、友
だちに考えを認められること
で、自信をもって全体に向け
て発表できます」（木下先生）

◉本時のねらい　筆者の考えを読んで、自分の考えをまとめる

写真７　友だちの感想が書かれた国
語のノート。感想に名前も添える
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学び合いを通じた子どもの成長

６年生　国語「生き物はつながりの中に」（７／７時間目）


