
「個別最適な学び」と、「協働的な学び」の一体化を

目指した授業作りの工夫と取り組み

在外校における「主体的、対話的で深い学び」



「個別最適な学び」の一例
中学部国語科「説明文単元」・小学部国語「物語単元」

• 海外生（在外生）の特性

• 教科横断的な活動への発展

• 日米間の価値観、多様性の許容



中学部一年

教科：光村国語 「大根は大きな根？」

単元目標：

a:「問い」と「その答え」からなる文章の構成を理解する。

b: 本文中で比較がどのように使われているかを確かめる。語句「一方」「これに対して」など。

c: 比較対象それぞれを読み取り、明確にする。

比較対象： 大根の上の方（胚軸）甘みがある。

大根の下のほう（主根）辛みがある。

なぜ味が違うのか理解し、 それぞれの味の違いを利用した食べ方（工夫）があることを理解する。

工夫、留意点

科学的読みものは難しく感じるので、教科書の絵を写し取ったり、写真などをパワーポイントで紹介し視覚的に理解しやすくす
る。大根を実際に観察する。

味の違いをどのように調べたらよいか問いかけ、実際に授業で大根おろし2種類作り皆で試食する。

実験のレポートを作成する。（実験の目的、予想、結果、考察など）



中学部一年 国語

大根は大きな根？
稲垣 栄洋



おろし金



器
官
：
生
物
体
を
型
作
っ
て
い
る
各
部
分
。

①②③
④

⑤⑥

初め問い1問い１答え問い2問い２答え



⑦⑧⑨⑩

問い２ 答え ⑥～⑧まとめ

成
分
：
物
を
作
る
際
に
元
と
な
る
も
の

細
胞
：
生
物
体
を
構
成
す
る
も
の



ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？

段
落
構
成

①

野
菜
に
つ
い
て

問
い

②

ダ
イ
コ
ン
の
白
い
部
分
は
ど
の
器
官
な
の
か
？

③

カ
イ
ワ
レ
大
根
を
例
に
器
官
の
具
体
的
な
説
明

④

ダ
イ
コ
ン
の
白
い
部
分
は
根
と
胚
軸
（
食
べ
る
と
こ
ろ
）

＊

ダ
イ
コ
ン
の
下
の
方

根
＝
太
っ
た
主
根
と
側
根

＊

ダ
イ
コ
ン
の
上
の
方

胚
軸

す
べ
す
べ
し
て
い
る

＊

双
葉
、
胚
軸
、根

＊

種
か
ら
長
く
伸
び
た
主
根

＊

主
根
か
ら
生
え
て
い
る
ひ
げ
の
よ
う
な
側
根

答
え
③
④



段
落
構
成

⑤

二
つ
の
器
官
の
味
の
違
い
？

⑥

胚
軸
水
分
や
糖
分
が
多
い
、栄
養
分
を
送
る
の
で

味
は
甘
い

⑦

根

植
物
の
知
恵

味
は

問
い

辛
い

⑧

辛
い
理
由
は
栄
養
分
を
守
る
た
め
。

細
胞
が
壊
れ
る
ほ
ど
辛
み
が
増
す
。

⑨

甘
み
と
辛
み
を
調
理
に
活
用
。

大
根
お
ろ
し

＊
下
の
部
分
は
辛
い
。

＊
上
の
部
分
は
辛
み
が
少
な
い
。

調
理
方
法

＊

力
強
く
直
線
的
に
下
す
。
辛
い

＊

円
を
描
く

辛
み
が
少
な
い
。

⑩

野
菜
の
魅
力
の
ま
と
め

答
え



胚
軸

特
徴

水
分
が
多
く
甘
み
が
あ
る
。

役
割根

で
水
分
を
吸
収
し
た
水
分
を
葉
に
送
り

根
に
栄
養
を
与
え
る
。

根特
徴

辛
い
の
が
特
徴
で
す
。

役
割

虫
な
ど
に
食
わ
れ
て
細
胞
が
破
壊
さ
れ
る
と

科
学
反
応
で
辛
く
な
り
ま
す
。

虫
に
食
べ
ら
れ
な
い
。

教
科
書
か
ら
読
み
取
ろ
う

大
根
の
胚
軸
と
根



ふ
た
ば

は
い
じ
く

ね

しゅこん そっこん





レ
ポ
ー
ト
を
書
こ
う

「
題
名
」

ダ
イ
コ
ン
お
ろ
し

1

．実
験
目
的

大
根
の
辛
さ
を
比
べ
る
実
験

大
根
の
胚
軸
の
部
分
を
円
を
描
く
よ
う
に
お
ろ
す
。

大
根
の
根
の
部
分
を
直
線
的
に
お
ろ
し
て
、

二
つ
の
味
を
比
べ
る
。

二
．予
想

根
は
十
倍
辛
い
。上
の
方
が
甘
く
て
、

下
の
方
が
辛
い
。

二
．結
果

辛
さ
の
違
い
が
あ
っ
た
。

三
．考
察
（
予
想
と
同
じ
、違
う
場
合
に
考
え
た
こ
と
。）

四
．発
展

（
他
の
根
菜
に
つ
い
て
の
仮
定
推
察
）



国語科説明文
理科の実験レポートの書き方へ

生徒の実態

大根になじみのない生徒が多く、大根おろしを食した経験がない生徒も
。 現物を見て、実際に味を比べることで教科書の内容理解が深まる。

発展：この実験をきっかけに他の実験に対しても興味を持ち、

休み時間に、別の実験を生徒主体で計画し行うことになった。

予想と結果の違いに対し、レポートの考察ではなぜうまくできなかったの
か調べ、反省点、改良点をまとめていた。

レポートの構成（実験目的、予想、結果、考察）を考えて、書き進めるこ
とに抵抗がなかった。



「個別最適な学び」

➢ 授業内で先に課題を終わらせた生徒には小単元の別の課題を与える。

➢ 基本的には、一人ずつ順番に音読するが、段落ごとと限定せず、読みたい児童には区切りの良いと
ころまで読んでもらう。（読む力のある児童の特徴を生かすことで、授業も効率よくなる。）

➢ 児童の意欲に耳を傾け、学活の時間を活用して、自由研究課題の発表を取り入れる。自由研究では
自分の興味のあることを調べ、ノートにまとめたことや、パワーポイントを使った発表をした。*
パワーポイント添付。日本語力の向上、知識の共有。

➢ 欠席や時間内に書き写せなかった板書は家庭学習としてPDFファイルにして家庭学習が出来るよう
に送る。

➢ 漢字テストで解答することが出来なかった問題は課題として家庭で練習すること。

➢ 原稿の下書きはワードなどを利用し、訂正や構成の変更など柔軟に変更できるようにする。

「協働的な学び」

➢ ノートの文字や段落の使い方、丁寧な作業の進め方、まとまりのある文章を書く力、漢字に強いな
ど、友人の良い面を探し、認め合う。

➢ 漢字の練習方法について、それぞれのやり方を共有し、役立てる。



小学部四年

教科―４年生国語「ごんぎつね」

単元目標―「気持ちの変化を読み、考えたことを話し合おう」
気持ちを表す言葉や、情景の描かれ方に気を付けよう
物語について話し合い、考えを深めよう

授業の工夫または留意した点

話の結末が、「ごんぎつね」が「兵十」に銃で撃たれる、というショッキングな内容でアメリカの
文化では理解されにくい為、まず、結末部分はあまり強い印象を生徒に与えないよう配慮した。

順を追って、ごんの性格や行動、兵十に対する思い、兵十の気持ちを細かに浮き上がらせると共に、
日本の風土風習、物語の背景を時間を掛け丁寧に説明。

また、この課における日本的な価値観とアメリカの価値観との違いにも言及。



ご
ん
ぎ
つ
ね

小
四

国
語

新
美
南
吉

作



ご
ん
ぎ
つ
ね

•

変
化
（
へ
ん
か
）

•

菜
種

な
（
た
ね
）

•

百
姓
家

ひ
ゃ
く
し
ょ
う
（
や
）

•

ふ
り
続
く
（
つ
づ
）

•

小
川
（
お
）
が
わ

•

ふ
み
折
る

（
お
）

•

積
む
（
つ
）

•

昼
飯

ひ
る
（
め
し
）

•

松
た
け

（
ま
つ
）

•

不
思
議
（
ふ
し
ぎ
）

•

差
す

（
さ
）

•

お
念
仏

（
ね
ん
）
ぶ
つ

•

連
れ
立
つ

（
つ
）
れ

•

結
末

（
け
つ
ま
つ
）

•

変
わ
る

（
か
）
わ
る

新
出
漢
字



新
美
南
吉
は
今
か
ら
約
百
十
年
前
に
今
の
愛
知
県
半
田
市
に

生
ま
れ
ま
し
た
。
小
さ
い
時
に
母
を
な
く
し
、
さ
み
し
い
子

供
時
代
を
お
く
り
、
体
も
弱
く
、
初
め
て
童
話
集
を
出
し
た

次
の
年
に
二
十
九
歳
で
こ
の
世
を
さ
り
ま
し
た
。

そ
の
一
方
、
何
人
も
の
文
学
の
先
生
、
友
人
、
小
学
校
の
教

え
子
た
ち
な
ど
多
く
の
出
会
い
に
も
め
ぐ
ま
れ
ま
し
た
。
南

吉
が
そ
の
短
い
一
生
に
数
多
く
の
名
作
を
残
す
こ
と
が
で
き

た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
人
々
の
支
え
が
あ
っ
た
の
で
す
。

ご
ん
ぎ
つ
ね
の
作
者

新美南吉記念館パンフレットより



新見南吉記念館
愛知県半田市





ご
ん
ぎ
つ
ね

こ
の
課
の
目
標

（
も
く
ひ
ょ
う
）

気
持
ち
の
変
化
を
読
み
、
考
え
た
こ
と
を
し
ょ
う

か
い
し
よ
う
。

１

２

３

４

５

１

い
た
ず
ら
を
す
る
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

そ
う
式
を
目
に
し
た
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

２３

つ
ぐ
な
い
を
し
に
行
く
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

兵
十
と
加
助
の
話
を
聞
く
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

ご
ん
の
つ
ぐ
な
い
の
気
持
ち
は
兵
十
に
と
ど
い
た
の
か
を
考

え
る
。

４５

ス
タ
ー
ト

ゴ
ー
ル



と
う
が
ら
し

菜
の
花

菜
の
花
の
た
ね

菜
種
が
ら



す
す
き

も
ず

は
ぎ
の
花
と

葉

は
ち
ま
き



う
な
ぎ





ご
ん
ぎ
つ
ね

こ
の
課
の
目
標

（
も
く
ひ
ょ
う
）

気
持
ち
の
変
化
を
読
み
、
考
え
た
こ
と
を
し
ょ
う

か
い
し
よ
う
。

１

２

３

４

５

１

い
た
ず
ら
を
す
る
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

そ
う
式
を
目
に
し
た
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

２３

つ
ぐ
な
い
を
し
に
行
く
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

兵
十
と
加
助
の
話
を
聞
く
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

ご
ん
の
つ
ぐ
な
い
の
気
持
ち
は
兵
十
に
と
ど
い
た
の
か
を
考

え
る
。

４５

ス
タ
ー
ト



ご
ん
ぎ
つ
ね

一
つ
目
の
学
習

い
た
ず
ら
を
す
る
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取

る
。

１ こ
の
課
の
目
標

（
も
く
ひ
ょ
う
）

気
持
ち
の
変
化
を
読
み
、
考
え
た
こ
と
を
し
ょ
う
か
い
し
よ
う
。

一
の
場
面

•

ご
ん
は
ど
ん
な
き
つ
ね
な
の
か
を
考
え
る
。

•

ご
ん
は
な
ぜ
い
た
ず
ら
を
す
る
の
か
を
考
え
る
。

情
景
や
場
面
の
よ
う
す
が
わ
か
る
と
こ
ろ
に
線
を
ひ
き
ま

し
ょ
う
。

ご
ん
の
よ
う
す
が
わ
か
る
と
こ
ろ
に
線
を
ひ
き
ま
し
ょ
う
。



ご
ん
ぎ
つ
ね

ご
ん
は
ど
ん
な
き
つ
ね
な
の
か
理
由
も
あ

わ
せ
て
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

ご
ん
は
な
ぜ
い
た
ず
ら
を
し
た
の
で
し
ょ

う
か
。

も
し
、
あ
な
た
が
ご
ん
だ
っ
た
ら
、
同
じ

よ
う
に
い
た
ず
ら
を
す
る
と
思
い
ま
す
か
。



ご
ん
ぎ
つ
ね

こ
の
課
の
目
標

（
も
く
ひ
ょ
う
）

気
持
ち
の
変
化
を
読
み
、
考
え
た
こ
と
を
し
ょ
う

か
い
し
よ
う
。

１

２

３

４

５

１

い
た
ず
ら
を
す
る
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

そ
う
式
を
目
に
し
た
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

２３

つ
ぐ
な
い
を
し
に
行
く
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

兵
十
と
加
助
の
話
を
聞
く
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

ご
ん
の
つ
ぐ
な
い
の
気
持
ち
は
兵
十
に
と
ど
い
た
の
か
を
考

え
る
。

４５



お
歯
黒

い
ち
じ
く
の

木



ひ
が
ん
花

屋
根
が
わ
ら



の
ぼ
り

井
戸
（
い
ど
）



か
ま
ど



六
地
蔵

（
ろ
く
じ

ぞ
う
）



い
は
い



ご
ん
ぎ
つ
ね

二
つ
目
の
学
習

２ こ
の
課
の
目
標

（
も
く
ひ
ょ
う
）

気
持
ち
の
変
化
を
読
み
、
考
え
た
こ
と
を
し
ょ
う
か
い
し
よ
う
。

二
の
場
面

•

だ
れ
の
そ
う
式
な
の
か
。

•

な
ぜ
な
く
な
っ
た
の
か
。

兵
十
の
よ
う
す
が
わ
か
る
と
こ
ろ
に
線
を
ひ
き
ま
し
ょ
う
。

そ
う
式
を
目
に
し
た
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取

る
。

情
景
や
場
面
の
よ
う
す
が
わ
か
る
と
こ
ろ
に
線
を
ひ
き
ま
し
ょ

う
。



ご
ん
ぎ
つ
ね

ご
ん
は
そ
う
式
を
見
た
と
き
、
ど
ん
な
気

持
ち
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
理
由
も
あ
わ

せ
て
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

あ
な
の
中
で
ご
ん
は
ど
ん
な
こ
と
を
考
え

た
の
で
し
ょ
う
か
。

も
し
、
あ
な
た
が
ご
ん
だ
っ
た
ら
ど
ん
な

こ
と
を
考
え
た
で
し
ょ
う
か
。



ご
ん
ぎ
つ
ね

こ
の
課
の
目
標

（
も
く
ひ
ょ
う
）

気
持
ち
の
変
化
を
読
み
、
考
え
た
こ
と
を
し
ょ
う

か
い
し
よ
う
。

１

２

３

４

５

１

い
た
ず
ら
を
す
る
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

そ
う
式
を
目
に
し
た
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

２３

つ
ぐ
な
い
を
し
に
行
く
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

兵
十
と
加
助
の
話
を
聞
く
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

ご
ん
の
つ
ぐ
な
い
の
気
持
ち
は
兵
十
に
と
ど
い
た
の
か
を
考

え
る
。

４５



い
わ
し



く
り



ご
ん
ぎ
つ
ね

三
つ
目
の
学
習

３ こ
の
課
の
目
標

（
も
く
ひ
ょ
う
）

気
持
ち
の
変
化
を
読
み
、
考
え
た
こ
と
を
し
ょ
う
か
い
し
よ
う
。

三
の
場
面

•

文
章
か
ら
ご
ん
の
気
持
ち
の
変
化
を
読
み
取
る
。

ご
ん
の
気
持
ち
の
変
化
が
わ
か
る
と
こ
ろ
に
線
を
ひ
き
ま

し
ょ
う
。

つ
ぐ
な
い
を
し
に
行
く
ご
ん
の
気
持
ち
を
読

み
取
る
。

情
景
や
場
面
の
よ
う
す
が
わ
か
る
と
こ
ろ
に
線
を
ひ
き
ま

し
ょ
う
。



ご
ん
ぎ
つ
ね

ご
ん
は
な
ぜ
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
つ
ぐ

な
い
を
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

ご
ん
の
つ
ぐ
な
い
に
対
し
て
、
兵
十
は
ど

ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
か
そ
う
ぞ
う

し
ま
し
ょ
う
。

も
し
、
あ
な
た
が
ご
ん
だ
っ
た
ら
、
ど
う

や
っ
て
つ
ぐ
な
い
を
す
る
と
思
い
ま
す
か
。



ご
ん
ぎ
つ
ね

単
元
の
目
標

も
く
ひ
ょ
う

気
持
ち
の
変
化
を
読
み
、
考
え
た
こ
と
を
し
ょ
う

か
い
し
よ
う
。

１

２

３

４

５

１

い
た
ず
ら
を
す
る
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

そ
う
式
を
目
に
し
た
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

２３

つ
ぐ
な
い
を
し
に
行
く
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

兵
十
と
加
助
の
話
を
聞
く
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

ご
ん
の
つ
ぐ
な
い
の
気
持
ち
は
兵
十
に
と
ど
い
た
の
か
を
考

え
る
。

４５





し
ょ
う
じ





ご
ん
ぎ
つ
ね

四
つ
目
の
学
習

４ こ
の
課
の
目
標

（
も
く
ひ
ょ
う
）

気
持
ち
の
変
化
を
読
み
、
考
え
た
こ
と
を
し
ょ
う
か
い
し
よ
う
。

四
、
五
の
場
面

•

兵
十
は
何
を
加
助
に
話
し
た
か
。

二
人
の
話
を
聞
く
ご
ん
の
よ
う
す
が
わ
か
る
と
こ
ろ
に
線
を

ひ
き
ま
し
ょ
う
。

兵
十
と
加
助
の
話
を
聞
く
ご
ん
の
気
持
ち
を

読
み
取
る
。

情
景
や
場
面
の
よ
う
す
が
わ
か
る
と
こ
ろ
に
線
を
ひ
き
ま

し
ょ
う
。



ご
ん
ぎ
つ
ね

兵
十
は
な
ぜ
加
助
に
相
だ
ん
し
た
の
で

し
ょ
う
か
。
理
由
も
合
わ
せ
て
考
え
ま

し
ょ
う
。

ご
ん
は
な
ぜ
二
人
に
つ
い
て
行
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
理
由
も
合
わ
せ
て
考
え
ま

し
ょ
う
。



ご
ん
ぎ
つ
ね

こ
の
課
の
目
標

（
も
く
ひ
ょ
う
）

気
持
ち
の
変
化
を
読
み
、
考
え
た
こ
と
を
し
ょ
う

か
い
し
よ
う
。

１

２

３

４

５

１

い
た
ず
ら
を
す
る
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

そ
う
式
を
目
に
し
た
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

２３

つ
ぐ
な
い
を
し
に
行
く
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

兵
十
と
加
助
の
話
を
聞
く
ご
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

ご
ん
の
つ
ぐ
な
い
の
気
持
ち
は
兵
十
に
と
ど
い
た
の
か
を
考

え
る
。

４５ゴ
ー
ル







ご
ん
ぎ
つ
ね

五
つ
目
の
学
習

５ こ
の
課
の
目
標

（
も
く
ひ
ょ
う
）

気
持
ち
の
変
化
を
読
み
、
考
え
た
こ
と
を
し
ょ
う
か
い
し
よ
う
。

六
の
場
面

•

兵
十
は
何
を
見
た
か
。

•

兵
十
が
ご
ん
の
こ
と
を
表
す
と
き
に
使
っ
た
言
葉
の
変

化
。

兵
十
が
目
に
し
た
も
の
が
が
わ
か
る
と
こ
ろ
に
線
を
ひ
き
ま

し
ょ
う
。

ご
ん
の
つ
ぐ
な
い
の
気
持
ち
は
兵
十
に
と
ど

い
た
の
か
を
考
え
る
。

情
景
や
場
面
の
よ
う
す
が
わ
か
る
と
こ
ろ
に
線
を
ひ
き
ま

し
ょ
う
。



ご
ん
ぎ
つ
ね

「
ご
ん
」
に
対
す
る
「
兵
十
」
の
気
持
ち

を
考
え
ま
し
ょ
う
。

「
兵
十
」
に
対
す
る
「
ご
ん
」
の
気
持
ち

を
考
え
ま
し
ょ
う
。

兵
十
が
気
づ
い
た
こ
と
を
考
え
ま
し
ょ
う
。



ご
ん
ぎ
つ
ね

ま
と
め

こ
の
課
の
目
標

（
も
く
ひ
ょ
う
）

気
持
ち
の
変
化
を
読
み
、
考
え
た
こ
と
を
し
ょ
う
か
い
し
よ
う
。

「
ご
ん
」
と
「
兵
十
」
の
気
持
ち
は
、
ど

の
よ
う
に
変
化
し
た
か
考
え
ま
し
ょ
う
。

「
兵
十
」
に
対
す
る
「
ご
ん
」
の
気
持
ち

は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
考
え
ま
し
ょ

う
。

「
ご
ん
」
は
、
ど
う
し
て
い
れ
ば
こ
の
よ

う
な
最
後
に
な
ら
ず
に
す
ん
だ
と
思
い
ま

す
か
。



ご
ん
ぎ
つ
ね

ま
と
め

こ
の
課
の
目
標

（
も
く
ひ
ょ
う
）

気
持
ち
の
変
化
を
読
み
、
考
え
た
こ
と
を
し
ょ
う
か
い
し
よ
う
。

「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
物
語
の
続
き
を
考
え

ま
し
ょ
う
。



日本的な価値観とアメリカの価値観

本課のまとめとして、この物語の続き創作。クラス発表で共有。

「ごんは、兵十の懸命な介抱により一命をとりとめた。その後、二人は話し合い仲直りする。そし

ていつまでも仲の良い友達として暮らした。」

子どもたちは自分たちなりに納得のいく形でこの話を結んでいた。

アメリカの教育では、誰とでも対等にコミュニケーションを図り、常にお互いに齟齬が生じないよ

う気を配ることを子どもたちは教えらえている。そのような価値観からも、行き違いを良しとせず、

「話し合いをして、誤解を解き仲直りする」という意見は、とても的を得ていると逆に納得させら

れた。

他の子供たちの中にも、この発言に追随したり、そこからまた発展した話が出来上がるなどこの話

の見方を深めることができた。



①「個別最適な学び」の場面

取り掛かりが遅いと思われる児童に対し、個別に、質問しながら考えを引き出し、数行の短い文章
を口頭で話してもらうように指導した。

早くできた児童に対しては、ペア／グループを作り、話の内容を互いに質問させたり、見直し作業
をさせた。

②「協働的な学び」の場面

最終的に、全体で各自の物語を発表した後、感想を伝えあったり、友達の発表で共感できる部分を
話し合ったりした。

それにより、 児童間で別の考えが出てたり、他の児童のアイディアを自分の話に取り入れるなど
物語の世界を更に広げることができた。



①「個別最適な学び」の一例
中学部国語科「説明文単元」・小学部国語「物語単元」

• 海外生（在外生）の特性

• 教科横断的な活動への発展

• 日米間の価値観、多様性の許容



「協働的な学び」の一例
小学部算数科 ・ 6年「データの調べかた」

・ 4年「計算のきまりとくふう」 」

・解法のグループ活動 （共同作業化）



小学部６年算数 単元「データの調べ方」

授業の工夫または留意した点

教科書の内容を基に 自分のペースでグラフや表を作り問題に集中できるように、教科書の問題のほかに

、

子どもたちが興味を持つデーター資料を提示。

各々のペースで、理解を深めるというステップで、授業にメリハリが生まれた。



①「個別最適な学び」の場面
具体的な児童生徒の活動

問題を解くのが早い生徒用に、プリントを用意し、発展問題にチャレンジ。

②「協働的な学び」の場面
具体的な児童生徒の活動

1) 算数の問題の解き方を皆で考え、各自のアイディアを発表する。

2) 算数の問題を解く時に複数プロセスを踏む場合、一人で全過程を発表するのではなく、

一人一過程ずつ発表していき、最終的な答えを出す。

例）速さの問題
１人目：距離のキロメートルをメートルにする
２人目：かかった時間の２時間２５分を１４５分にする
３人目：距離÷時間を計算する

など



小学部4年算数 単元「計算のきまりとくふう」

単元目標: 計算の順序に関する決まりを理解するとともに、適切に活用する。

授業の工夫:

・パワーポイントなどでスライドを作るのではなく、手書き部分と教科書部分を合わせた

スライドを作り、授業中に書き込む場面を増やす。

・自分で、スライドに書き込めるようにする。

・周りの人との話し合いの時間を作る。

効果

・授業中にスライドに書き込む場面を増やしたことでスクリーンに注目しやすくなった。

・スクリーン上に書き込んだ自分の考えを発表することで全員が発言することができた。

また、他の人の答えの導き方も知ることで、よりたくさんの考え方に気付くことができた。

・計算問題の中にも色分けや図形を使うことで興味を持ちやすかった。

・周りと話し合う時間を作ることで、どの子も活動に参加できた。



①「個別最適な学び」の場面

問題を解くことに時間がかかる生徒には問題を指定し、数問は確実に解くことができるようにする。

早く問題が終わってしまった生徒には追加の練習問題に取り組む。

板書が間に合わない生徒がいる時には、、待ち時間が発生することがないように

スライドを授業後に送るようにした。

②「協働的な学び」の場面

図を使って自分がどのような考えでその式をたてたのかを発表する。

応用問題では答えの導きかたを話し合って考えを広げる。

話し合いをする場面はあっても、全体的に不十分と感じているため、

今後はさらに話し合いの場を設けて児童の力で問題解決できる活動を増やしたい。













「協働的な学び」の発展、拡大

班活動→学級 → 学年 → 全校 → 地域 → 他州他国へ



「個別最適な学び」と「協働的な学び」
教育活動の目標

• 教科書を学ぶのではなく、教科書を通して国際性や、

個性を育てること

• 学びへの意欲（興味、好奇心、体験）→ 学び方の探究


	スライド 1:       　「個別最適な学び」と、「協働的な学び」の一体化を 　　目指した授業作りの工夫と取り組み 
	スライド 2: 「個別最適な学び」の一例 　中学部国語科「説明文単元」・小学部国語「物語単元」
	スライド 3: 中学部一年　
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14: 国語科説明文　 理科の実験レポートの書き方へ
	スライド 15
	スライド 16: 小学部四年
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43
	スライド 44
	スライド 45
	スライド 46
	スライド 47
	スライド 48
	スライド 49
	スライド 50
	スライド 51
	スライド 52
	スライド 53
	スライド 54
	スライド 55
	スライド 56
	スライド 57: 日本的な価値観とアメリカの価値観
	スライド 58
	スライド 59: ①「個別最適な学び」の一例 　中学部国語科「説明文単元」・小学部国語「物語単元」
	スライド 60
	スライド 61
	スライド 62
	スライド 63: 小学部4年算数　単元「計算のきまりとくふう」
	スライド 64
	スライド 65
	スライド 66
	スライド 67
	スライド 68
	スライド 69
	スライド 70
	スライド 71: 「個別最適な学び」と「協働的な学び」 　教育活動の目標

