
子どもたちに思考の「すべ」を
獲得させる取り組みは、
先生方の「意識」の統一から

　

前
号
で
も
述
べ
ま
し
た
が
、ま
ず
ご
理
解

い
た
だ
き
た
い
の
は「
思
考
の『
す
べ
』は
子

ど
も
た
ち
に
教
え
る
も
の
で
は
な
い
」と
い

う
こ
と
で
す
。私
は「
子
ど
も
た
ち
に
思
考

の『
す
べ
』を
獲
得
さ
せ
る
」と
表
現
し
て

い
ま
す
。前
号
の
記
事
に
関
す
る
読
者
ア
ン

ケ
ー
ト
で「
子
ど
も
た
ち
に
気
づ
か
せ
る
」と

表
現
さ
れ
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、

正
に
そ
の
通
り
で
し
ょ
う
。

　

子
ど
も
は
教
え
ら
れ
た
り
、与
え
ら
れ
た

り
す
る
の
で
は
な
く
、自
分
で
実
際
に「
す
べ
」

を
使
っ
て
み
て
は
じ
め
て
、そ
の
意
味
に
気
づ

き
、獲
得
し
よ
う
、使
え
る
よ
う
に
な
ろ
う
と

い
う
気
持
ち
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、能
動
的
な
態
度
で
自
ら
獲

得
し
た「
す
べ
」で
な
け
れ
ば
、毎
回
状
況
の

異
な
る
様
々
な
場
面
で
、他
者
か
ら
の
指
示

を
待
つ
こ
と
な
く
、応
用
的
に
用
い
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

　

だ
か
ら「
す
べ
」は
教
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
す
。

　
で
は
、子
ど
も
た
ち
に「
す
べ
」を
獲
得
さ

せ
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
必

要
な
の
か
。前
号
で
も
紹
介
し
た
川
崎
市
立

東ひ
が
し
す
げ菅
小
学
校
の
例
で
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

同
校
で
は
、教
師
の
指
導
力
向
上
の
目
標

を「
子
ど
も
た
ち
の
思
考
力
育
成
」に
焦
点
化

し
ま
し
た
。校
内
研
究
は
も
ち
ろ
ん
、先
輩

教
員
か
ら
後
輩
教
員
へ
の
日
常
的
な
ア
ド

バ
イ
ス
も
、そ
れ
を
軸
と
し
て
行
わ
れ
ま
し

た
。全
員
が
同
じ
方
向
を
向
い
て
い
る
た
め
、

成
果
や
問
題
意
識
の
共
有
化
が
促
進
さ
れ

ま
し
た
。

　

そ
れ
を
土
台
と
し
、同
校
で
は
、「
子
ど
も

た
ち
に
育
て
た
い
資
質
・
能
力
」に
つ
い
て

① 

子
ど
も
が
自
分
自
身
を
見
つ
め
る
力

（
メ
タ
認
知
力
）を
育
成
す
る

② 

子
ど
も
が
他
者
か
ら
学
ぶ
力
を
育
成

す
る

③ 

子
ど
も
が
経
験
や
既
習
を
関
連
づ
け
て
、

問
題
を
発
見
し
、解
決
す
る
力
を
育
成

す
る

―
と
し
て
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

こ
の
う
ち
、思
考
の「
す
べ
」と
の
関
係
が

最
も
深
い
の
は
③
で
す
が
、同
時
に
、同
校
の

先
生
方
が
実
践
に
結
び
つ
け
て
い
く
こ
と
に

苦
労
し
た
の
も
③
で
し
た
。

　

子
ど
も
が
③
の
よ
う
な
能
力
を
獲
得
す

る
た
め
に
は
、ま
ず
先
生
方
自
身
が「
経
験

や
既
習
を
関
連
づ
け
て
、問
題
を
発
見
し
、

解
決
す
る
」こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
り
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『hito＊yume29号』にて⻆屋重樹先生の「子どもたちが『自分で考
えられない』のは、考えるための『すべ』を獲得させていないから」と
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を獲得させる具体的な方法」について、⻆屋先生にあらためて教えて
いただきます。

思
考
の「
す
べ
」は

「
教
え
る
」こ
と
が
で
き
な
い

思
考
力
と
は
何
か

─
学
校
全
体
で
目
指
す
方
向
を

　
　
そ
ろ
え
る

教育リサーチ

思考力・判
断力・

表現力の育
成

「教えない」ことの不安をどう乗り越えるか
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ま
せ
ん
。そ
の
た
め
に
、同
校
で
は「『
経
験

や
既
習
を
関
連
づ
け
て
、問
題
を
発
見
し
、

解
決
す
る
』と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」と

い
う
議
論
が
、会
議
や
校
内
研
な
ど
あ
ら
た

ま
っ
た
場
だ
け
で
な
く
、日
常
的
に
繰
り
返

さ
れ
ま
し
た
。

　
「
思
考
力
」と
ひ
と
こ
と
で
言
い
ま
す
が
、

こ
の
言
葉
が
表
し
て
い
る
こ
と
が
ら
の
イ

メ
ー
ジ
は
、実
は
一
人
ひ
と
り
か
な
り
違
っ
て

い
ま
す
。そ
の
ま
ま
の
状
態
で
子
ど
も
た
ち

の
思
考
力
育
成
に
取
り
組
ん
で
も
、そ
の
内

容
は
教
員
ご
と
に
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
い
、

参
考
に
な
る
部
分
の
導
入
や
改
善
案
の
検

討
も
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。

　

東
菅
小
学
校
で
は
、学
校
全
体
で「
思
考

力
と
は
何
な
の
か
」「
そ
の
た
め
に
授
業
の
中

で
何
を
目
指
す
の
か
」な
ど
の
方
向
性
を
統

一
し
、共
通
の
認
識
を
も
っ
て
取
り
組
ん
だ
こ

と
で
、子
ど
も
た
ち
が「
す
べ
」を
獲
得
し
、

思
考
力
を
高
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、学
校
全
体
で
の
方
向
性
の
統
一

と
並
行
し
て
、教
員
個
々
の
努
力
や
工
夫
も

積
み
重
ね
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
、

い
わ
ゆ
る「
力
の
あ
る
先
生
」ほ
ど
、苦
労
が

大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

従
来
の「
教
え
る
」こ
と
に
慣
れ
て
い
る
先

生
に
と
っ
て
、「
教
え
な
い
」と
い
う
授
業
は

教
師
と
し
て
の
不
安
を
掻
き
立
て
ら
れ
る

だ
け
で
な
く
、教
師
と
し
て
の
こ
れ
ま
で
の

取
り
組
み
を
自
ら
否
定
す
る
か
の
よ
う
な

葛
藤
が
あ
っ
た
―
と
聞
い
て
い
ま
す
。

（
詳
し
く
は
、『
東
菅
小
学
校
の
７
年
間
の
物

語 

―
思
考
の「
す
べ
」を
獲
得
し
た
子
ど
も

た
ち
』文
溪
堂
刊
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。）

　

た
だ
、こ
の
よ
う
な
厳
し
い
状
況
を
乗
り

越
え
る
た
め
に
有
効
だ
っ
た
こ
と
も
、や
は
り

学
校
全
体
と
し
て
の
意
識
の
統
一
で
あ
っ
た

こ
と
は
、念
頭
に
置
く
べ
き
で
し
ょ
う
。ベ
テ

ラ
ン
、若
手
を
問
わ
ず
日
常
的
に
互
い
の
授

業
を
見
合
い
、感
想
や
意
見
を
交
換
す
る
こ

と
で
、ベ
テ
ラ
ン
の
知
恵
と
若
手
の
新
し
い
感

覚
の
両
方
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
「
す
べ
」を
子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
と
同
様
、「
す
べ
」を
獲
得
さ
せ

る
た
め
の
定
型
的
な
手
法
も
あ
り
ま
せ
ん
。

強
い
て
い
え
ば
、先
生
方
一
人
ひ
と
り
が「
す

べ
」を
理
解
し
、獲
得
す
る
こ
と
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、そ
れ
を
可
能
と
す
る
学
校

を
つ
く
り
あ
げ
た
東
菅
小
学
校
の
取
り
組

み
が
参
考
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

ベ
テ
ラ
ン
ほ
ど
葛
藤
し
苦
し
む

「
す
べ
」を
獲
得
さ
せ
る
指
導

「話型」を子どもたちの言葉から拾うことができるのも、教師の間で共通の認識を
もてているから。
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夜陰に紛れてメダカを獲りに行く！？
「ワクワク感」を仲間と共有することが
教師としての喜びを再認識させてくれた！

ごく普通の公立小学校が、どうして全
国からの視察が絶えない、数少ない
先進実践校となったのか─。その
取り組みを、現場に立つ教師の肌感
覚で解き明かします。

｢教えること
｣が授業なの

か？
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