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我
が
家
の
庭
に
、
松
が
何
本
か

あ
り
ま
す
。
当
然
、
生
き
物
で
す

か
ら
年
々
幹
は
成
長
し
、
枝
が
伸

び
て
き
ま
す
。
渋
々
、
定
期
的
に

剪
定
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ど
の
よ
う
に
剪
定
す
る
か
悩
む
と

こ
ろ
で
す
。 

剪
定
を
し
な
が
ら
、
松
の
剪
定

を
す
る
職
人
さ
ん
か
ら
聞
い
た
話

を
思
い
出
し
ま
し
た
。そ
の
方
は
、

じ
っ
く
り
と
松
全
体
を
見
な
が
ら

剪
定
を
さ
れ
る
方
で
す
。 

知
ら
な
い
人
は
、「
そ
ん
な
に
時

間
を
か
け
な
い
で
枝
を
ど
ん
ど
ん

切
れ
ば
い
い
。」
と
い
う
け
れ
ど
、

そ
う
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
。
枝

を
切
っ
た
そ
の
後
、
ど
ん
な
形
に

伸
び
て
い
く
か
予
想
し
な
け
れ
ば 

               

な
ら
な
い
。
こ
の
予
想
す
る
の
が

難
し
い
ん
だ
。
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
全

体
を
見
て
い
る
の
は
、
全
体
と
し

て
ど
ん
な
形
に
な
る
の
か
な
と
い

う
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
見
て
い

る
ん
だ
。
話
は
こ
ん
な
内
容
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。 

 
 

確
か
に
剪
定
を
し
た
後
に
、
枝

が
ど
の
よ
う
に
伸
び
て
い
く
か
予

想
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
す
。

ま
し
て
や
、
一
度
切
っ
て
し
ま
え

ば
取
り
返
し
が
つ
き
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
じ
っ
く
り
と
考
え
て
最
善

と
思
わ
れ
る
判
断
を
す
る
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。 

私
た
ち
が
携
わ
っ
て
い
る
教
育

も
、
松
の
剪
定
と
通
じ
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。
日
頃
か
ら
子
供
た
ち 

         に
様
々
な
指
導
を
し
て
い
ま
す
が
、

そ
の
指
導
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う

に
子
供
た
ち
が
成
長
し
て
い
く
か

を
常
に
予
想
し
な
け
れ
ば
、
そ
の

場
だ
け
の
指
導
に
終
わ
っ
て
し
ま

い
、
子
供
の
成
長
に
つ
な
が
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
一
人
一
人
の
子
供

の
全
体
像
を
捉
え
る
こ
と
も
大
事

で
す
。
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
け
意

識
を
持
っ
て
い
く
と
、
い
び
つ
な

形
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
バ
ラ

ン
ス
よ
く
全
体
を
成
長
さ
せ
る
こ

と
の
意
識
が
大
切
に
な
り
ま
す
。 

 
そ
し
て
、
一
度
指
導
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
は
取
り
返
し
が
つ
き
ま

せ
ん
か
ら
、
じ
っ
く
り
と
判
断
を

し
て
、
よ
り
よ
い
方
法
を
行
っ
て

い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
根
底
に

あ
る
の
は
、
一
人
一
人
の
子
供
の

成
長
へ
の
願
い
で
す
。 

◇ 
 

◇ 

次
期
学
習
指
導
要
領
の
移
行
期

間
が
、
い
よ
い
よ
目
前
に
迫
っ
て

き
ま
し
た
。
各
学
校
の
対
応
は
進

ん
で
い
る
で
し
ょ
う
か
。 

次
期
学
習
指
導
要
領
に
つ
い
て

の
情
報
は
数
多
く
出
さ
れ
て
い
て

「
キ
ー
ワ
ー
ド
」
を
中
心
に
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
が
耳
に
入
っ
て
き
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
時
期
に

大
事
な
こ
と
は
、「
総
則
」
を
読
み

返
し
、
学
習
指
導
要
領
の
全
体
像

を
も
う
一
度
確
認
す
る
こ
と
で
す
。 

「
総
則
」
は
次
の
よ
う
な
構
成

を
し
て
い
ま
す
。 

第
一 

小
（
中
）
学
校
教
育
の
基

本
と
教
育
課
程
の
役
割 

第
二 

教
育
課
程
の
編
成 

第
三 

教
育
課
程
の
実
施
と
学
習

評
価 

第
四 

児
童
（
生
徒
）
の
発
達
の

支
援 

第
五 

学
校
運
営
上
の
留
意
事
項 

第
六 

道
徳
教
育
に
関
す
る
配
慮

事
項 

現
行
の
学
習
指
導
要
領
に
比
べ
、

内
容
が
増
え
、
具
体
的
な
も
の
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

第
一
で
は
、
主
体
的
・
対
話
的

で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た
授

業
改
善
を
通
し
て
児
童
・
生
徒
に

生
き
る
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

第
二
で
は
、
教
科
横
断
的
な
視

点
に
立
っ
た
資
質
・
能
力
の
育
成

を
図
る
教
育
課
程
の
編
成
や
子
供

の
育
ち
を
受
け
止
め
る
学
校
間
接

続
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

第
三
で
は
、
主
体
的
・
対
話
的

で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た
授

業
改
善
の
具
体
を
示
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
学
習
評
価
に
つ
い
て
の
配

慮
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。  

第
四
で
は
、
個
々
の
児
童
・
生

徒
の
発
達
に
則
し
た
指
導
を
充
実

さ
せ
る
必
要
性
や
、
特
別
な
配
慮

が
必
要
な
児
童
・
生
徒
の
特
別
支

援
学
級
に
よ
る
指
導
や
個
別
の
教

育
支
援
計
画
や
個
別
の
指
導
計
画

の
活
用
等
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

第
五
で
は
、
各
学
校
の
特
色
を

生
か
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
確
立
と
学
校
評
価
と

の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。 

第
六
で
は
、
道
徳
教
育
を
進
め

る
に
当
た
っ
て
の
配
慮
事
項
が
具

体
的
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

確
認
す
る
方
法
と
し
て
は
い
ろ

い
ろ
と
あ
り
ま
す
が
、
で
き
れ
ば

校
内
研
修
に
位
置
付
け
、
職
員
全

体
で
内
容
に
つ
い
て
理
解
を
深
め

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
際
に
、
関
係
す
る
分
掌
長
が

説
明
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
グ
ル

ー
プ
活
動
を
取
り
入
れ
る
な
ど
、

能
動
的
な
取
組
を
期
待
し
て
い
ま

す
。 
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大
西 

孝
明 

様 

 

こ
の
度
、
御
殿
場
市
教
育
委
員

会
委
員
に
就
任
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
、
大
西
孝
明
で
す
。 

現
在
、
富
士
見
原
区
の
区
長
二

年
目
で
自
治
区
の
運
営
を
し
て
お

り
、
更
に
教
育
委
員
と
い
う
重
責

を
感
じ
て
お
り
ま
す
。 

社
会
人
に
な
る
た
め
の
教
育
環

境
を
地
域
で
作
り
上
げ
て
い
く
こ

と
は
、
大
変
重
要
な
こ
と
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
思
い
や
り
の
心
は
、

「
助
け
合
い
の
心
」「
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
心
」を
身
に
付
け
ら
れ
る「
共

同
作
業
」
や
「
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
」

か
ら
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
サ
ー
ク
ル
活
動
等

は
自
分
自
身
を
発
見
す
る
重
要
な

活
動
と
思
い
ま
す
。 

「
教
え
て
く
れ
な
い
」
で
は
な

く
、
自
分
で
開
拓
す
る
自
主
性
こ

そ
真
の
匠
に
な
れ
る
と
思
い
ま
す
。

子
供
た
ち
の
健
全
な
成
長
の
た
め

に
は
、
よ
り
良
い
環
境
を
作
り
上

げ
て
い
く
中
で
、『
無
気
力
・
無
感

動
・
無
関
心
』
こ
の
様
な
心
境
に

成
ら
な
い
た
め
に
も
、
文
化
の
充

実
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
後
と
も
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

        

市
指
定
研
究
「
西
中
校
区
園
・

学
校
一
貫
教
育
研
究
」
並
び
に
国

立
教
育
政
策
研
究
所
「
魅
力
あ
る

学
校
づ
く
り
調
査
研
究
事
業
」に
、

西
中
校
区
三
校
四
園（
西
中
学
校
、

玉
穂
小
学
校
、
印
野
小
学
校
、
玉

穂
幼
稚
園
、
玉
穂
第
一
保
育
園
、

玉
穂
第
二
保
育
園
、
印
野
こ
ど
も

園
）
が
平
成
二
十
八
年
度
よ
り
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
本
研
究
の
中

間
発
表
会
が
、
十
月
三
十
一
日
に

印
野
小
学
校
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

本
市
は
、
各
校
・
園
の
取
組
に

よ
り
、
近
年
落
ち
着
い
た
教
育
活

動
が
行
わ
れ
て
お
り
、
問
題
行
動

件
数
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
今
ま
で
学
校
に
来
ら
れ

て
い
た
の
に
、
急
に
学
校
に
来
ら

れ
な
く
な
る「
新
規
不
登
校
者
数
」

が
増
加
し
て
い
ま
す
。 

西
中
校
区
三
校
で
調
査
を
し
た

と
こ
ろ
、「
主
体
的
に
授
業
に
取
り

組
ん
で
い
る
」
と
い
う
質
問
に
、

「
当
て
は
ま
る
」
と
回
答
す
る
児

童
生
徒
の
割
合
が
低
い
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、「
子
供
た

ち
が
主
体
的
に
取
り
組
む
授
業
を

継
続
的
に
進
め
る
こ
と
で
、
授
業

が
楽
し
く
な
り
、
学
校
に
魅
力
を

感
じ
、
新
規
不
登
校
が
減
少
す
る

だ
ろ
う
」
と
い
う
研
究
仮
説
を
立

て
ま
し
た
。 

意
識
調
査
で
、「
授
業
に
主
体
的

に
取
り
組
ん
で
い
る
か
」
の
質
問

に
「
や
や
当
て
は
ま
る
」
と
回
答

す
る
児
童
生
徒
が
、
ど
の
学
年
に 

                    

も
約
六
割
い
ま
す
。
研
究
で
は
、

こ
の
子
供
た
ち
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当

て
ま
す
。
普
段
手
が
か
か
ら
な
い

け
れ
ど
目
立
た
な
い
静
か
な
子
供

た
ち
で
す
。
新
規
不
登
校
は
ど
の

子
供
か
ら
も
生
ま
れ
る
と
認
識
し
、

目
立
つ
子
供
に
関
わ
り
つ
つ
も
、

大
多
数
の
静
か
な
子
供
た
ち
を
主

人
公
に
し
て
、
こ
の
子
供
た
ち
を

掘
り
起
こ
す
場
や
仕
掛
け
の
工
夫

を
積
極
的
に
行
う
と
と
も
に
、
主

体
的
な
場
面
を
認
め
る
価
値
付
け 

の
言
葉
を
掛
け
続
け
ま
す
。
こ
の 

                   
の
言
葉
を
掛
け
続
け
ま
す
。
そ
の 

こ
と
に
よ
り
、「
や
や
当
て
は
ま
る
」

か
ら
「
当
て
は
ま
る
」
に
移
動
す

る
児
童
生
徒
が
増
え
、
逆
に
不
登

校
児
童
生
徒
が
減
る
こ
と
を
目
指

し
ま
し
た
。 

研
究
が
進
む
に
つ
れ
、
意
識
調 

査
の
数
値
が
増
減
を
繰
り
返
し
つ

つ
も
向
上
し
、
逆
に
新
規
不
登
校

児
童
生
徒
数
が
減
少
し
て
い
る
な

ど
の
成
果
が
表
れ
て
き
て
い
ま
す
。 

【
指
導
主
事 

石
田
善
正
】 

    

                  

新
教
育
委
員 

就
任
の
挨
拶 

新
規
不
登
校
児
童
生
徒
の 

抑
制
を
目
指
し
て 

学び合いを実感する授業～生徒指導が機能～   

教育指導センター指導員 岩田 京子 

 

 「深い学び」を構築するためには授業に着目するだけでなく、授業を行う

土台である学級づくりも大切です。生徒指導が機能する授業では、子供たち

は互いを認め合い安心して学習することができます。 

御殿場小学校の芳賀夏希先生、６年３組算数「立体の体積」の授業を紹介

します。 

提示された立体（複合図形）について「どうやったら体積が求められるだ

ろうか」を考えます。各々に図形プリントが配られると、早速ひそひそと和

やかな相談の声が聞こえます。担任から「作戦会議はなしだよ」と声がかか

り、まずは個の追究の時間です。 

次は全体学習です。『Ａさんが求積の式を発表する→Ｂさんが考え方の説

明をする→理解できない人は立つ→Ｃさんが説明をする→理解できた人は

座る』この流れが最後の一人が座るまで、当たり前のように続きます。友だ

ちの考えに自分の考えを重ねていく説明は、黒板や図を用いてどんどんと具

体的かつ簡潔になっていきました。 

自分の考えを説明し始めたＤさんが途中で混乱してしまう状況が発生し

ました。「助けてくれる人？」と聞く教師。ここまではよく見られる光景で

す。ところが、指名されたＥさんは前に出てくると、全体ではなくＤさんと

話し始めます。黒板前での二人のやり取りが終わるとＥさんは席に戻り，Ｄ

さんは改めて自分の考えを説明します。発表者はあくまでＤさんでした。 

まず課題に対する自分の考えを持って授業に臨む（自己決定）。友だちの

考えを受容的に聞き取り、誰ひとり置き去りにしないで一緒に問題を解決し

ていく（共感的人間関係）。自分の考えを安心して最後まで堂々と示すこと

ができる（自己存在感）。生徒指導の三機能が具体として表れている授業で

した。 

共感的で温かな学級を土台にしてこそ、学びの厳しさを伴う真の「学び合

い」が可能となり「深い学び」が得られるのだと思います。 


