
る
状
況
に
お
い
て
生
き
残
る
率
が
高
く
な
り

ま
す
。い
わ
ゆ
る〝
障
が
い
〞も
多
様
性
の
一
部

で
あ
り
、人
間
が
線
引
き
を
し
た
だ
け
な
の

で
す
。
さ
ら
に
、頭
で
考
え
る
だ
け
で
な
く
、

生
き
物
っ
て
す
ご
い
よ
ね
と
心
で
感
じ
る
こ

と
か
ら
、学
問
の
面
白
さ
や
日
常
に
隠
れ
た

小
さ
な
喜
び
に
目
を
向
け
、人
生
を
ポ
ジ
テ

ィ
ブ
に
捉
え
る
こ
と
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
」

ん
な
い
い
』は
道
徳
的
で
す
が
、生
物
と
い
う

科
目
を
通
す
こ
と
で
、そ
こ
に
学
問
的
に
ア

プ
ロ
ー
チ
で
き
ま
す
。例
え
ば
、生
物
学
的
に

見
る
と
、多
様
性
の
あ
る
種
の
方
が
あ
ら
ゆ

 

「
誰
も
が
生
き
や
す
い
社
会
の
実
現
」。
こ

れ
が
、大
野
智
久
先
生
の
教
育
理
念
で
あ
り
、

最
も
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
だ
。「
誰
も
が
多

か
れ
少
な
か
れ
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
て
い
る
。

生
き
づ
ら
さ
を
軽
減
し
て
生
き
や
す
く
す
る

た
め
に
は
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
が
重
要
で
あ
り
、

そ
れ
を
学
校
教
育
の
な
か
で
行
い
た
い
」。
そ

う
考
え
る
大
野
先
生
は
、理
念
に
基
づ
く
方

針
と
し
て
、「
他
律
か
ら
自
律
へ
」、「
人
生
を

楽
し
い
も
の
に
」、「
多
様
性
の
認
識
・
受
容
・

活
用
」を
掲
げ
る（
下
図
参
照
）。

 

「
最
も
大
事
な
の
は
、適
切
に
人
に
頼
る
力

で
す
。
人
は
一
人
で
は
立
て
ま
せ
ん
。
真
の
自

律
と
は
相
互
依
存
な
の
で
す
。
そ
し
て
、生

き
づ
ら
さ
の
根
底
に
あ
る
異
質
な
も
の
を
排

除
す
る
と
い
う
在
り
方
に
対
し
て
は
、多
様

性
を
認
識
し
、違
い
を
受
け
入
れ
る
、違
う

か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
マ
イ
ン

ド
セ
ッ
ト
が
重
要
で
す
。『
み
ん
な
違
っ
て
み

生物

理念から創る授業

教員歴15年目。都立高校3校での勤務を
経て2019年4月より現職。アクティブラー
ニング型授業や課題探究の実践者として
各地で講演なども行う。次なる目標は、現
任校でも課題探究に取り組み、生徒に「失
敗」を経験させること。

大野智久先生

三田国際学園中学校・高校
（東京・私立）

仲
間
と
支
え
合
い
頼
り
合
う
関
係
を
構
築
し
、

多
様
性
を
認
め
受
容
す
る
マ
イ
ン
ド
を
育
て
る

生徒の課題・
育成したい力

取材・文／笹原風花　撮影／吉永智彦※「TPチャート」とは、教員が自らの「教育方法・方針・理念」を可視化して見直し、自分の想いや実践を整理することを目的としたツール。
東京大学・栗田佳代子先生が考案。

仲
間
と
共
に
学
び
合
い
、自
ら
考
察
す
る
授
業

人
は
支
え
合
い
頼
り
合
って
生
き
て
い
く
も
の
。

み
ん
な
違
う
か
ら
こ
そ
、で
き
る
こ
と
が
あ
る

大野先生作成の「授業の手引き」

※ダウンロードサイト：リクルート進学総研 ＞＞ 発行メディアのご紹介 ＞＞ キャリアガイダンス（Vol.430）

授業の理念・方針から授業のルール、授業で挑戦してほしいこと、「生物
基礎」という科目で伝えたいこと、学校や授業の価値まで、自身の言葉で
言語化し、生徒とも共有している。また、「TPチャート※」を活用し、目指す
ものや実践を振り返りながら授業改善を進めている。

授業に関するコンテンツや講演資料、
役に立つリンク集などはホームページでも公開
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【単元を通したデザイン】

●単元の流れ （全4時間  45分×4コマ）

1～2時間目

生物基礎「免疫のシステム」
（「生物の体内環境」分野の小単元）

科目・単元名

教科書、プリント2種類（課題プリント、
参考資料プリント）、iPad

教材

1.自然免疫と適応免疫のそれぞれ
の特徴がわかる。2.免疫系の異常に
よる疾患や免疫の医療への応用例
について説明することができる。3.免
疫に関する理解を基にして、健康な
生活や疾患に対する適切な対応に
ついて考察することができる

単元の目標

グループ学習
大野先生自作のプリントを使用し、4～5名のグループ
で課題を考察する

3時間目

ミニプロジェクト学習
プレゼンテーション
各自が興味のあるテーマに
ついてインターネットや文献
などで調べてまとめ、プレゼ
ンテーションを行う

テーマ例：「ヘルパーT細
胞、キラーT細胞になる要素
は何か？」、「免疫力を向上さ
せるには何をすれば良いの
か？」、「狂犬病はなぜ発症し
たらほぼ死に至るの？」、「イ
ンフルエンザウィルスはどこ
から発生するのか？」など

4時間目

相互評価、振り返り
単元を通しての自身の学び
や活動を振り返り、クラスメイ
トのプレゼンを見ての感想
や授業の進め方への意見
なども含めて「振り返りシー
ト」に記入する

※メディカルサイエンステクノロジーコースの例（コースやクラスにより進度は異なる）

【授業実践のポイント】
授業はプリントをベースにしたグループ学習が中心。基礎課題につ
いては教科書などで調べながらまとめ、応用課題は仲間同士で考
察する。生徒はiPadを使用し、講義スライドなどのデータは協働学
習システムschool Taktで共有、質問のやりとりはsli.doで行うなど、
ICTツールも適宜活用している。

大野先生は教室を巡回しながら生徒の様子を観察し、時に声をかける。生徒
からの質問に答えることもあるが、考える取っかかりを与えるという印象だ。

●グループ学習で学び合い、考察し、
　知識をアウトプットする機会をもつ

大野先生は本物に触れることもとても大事にしている。この日は死んだハチ
と生きた蝶 を々持参。「生物の体内環境」分野では、本物の腎臓にも触れた。

●頭で理解する・考察するだけでなく、
　本物に触れて心で感じることを大切にする

ミニプロジェクト学習ではあらかじめ発表に型を設けており、自ら立てた問
いで始まり、さらなる学びにつながるよう、最後は再び問いで終わる構成に
なっている。

●単元の最後のミニプロジェクト学習では、
　自ら問いを立て、探究していく

れ
ば
仲
間
に
尋
ね
、わ
か
っ
た
こ
と
は
仲
間
に

教
え
る
と
い
う
相
互
依
存
的
な
学
び
合
い
が

起
こ
る
よ
う
、生
徒
に
積
極
的
に
声
を
か
け

て
安
心
・
安
全
な
場
作
り
を
促
し
て
い
る
。

 

「
知
識
の
理
解
・
習
得
で
終
わ
っ
て
し
ま
う

の
で
は
な
く
、自
分
で
考
察
し
て
知
識
の
活

用
・
探
究
ま
で
深
め
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

ま
す
。そ
し
て
、そ
の
過
程
で
、学
び
方
を
学

ん
で
自
分
に
合
っ
た
方
法
を
見
い
だ
し
、仲

間
に
頼
り
頼
ら
れ
る
相
互
依
存
の
経
験
を

し
、生
物
の
す
ご
さ
、学
問
の
面
白
さ
を
感

じ
て
も
ら
う
こ
と
を
意
図
し
て
い
ま
す
」

　

学
問
や
探
究
の
面
白
さ
を
生
徒
に
体
感

さ
せ
、自
律
し
た
学
習
者
に
進
化
さ
せ
る
た

め
、単
元
の
最
後
に
は「
ミ
ニ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
学

習
」を
設
定
。
生
徒
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
興

味
の
あ
る
テ
ー
マ（
単
元
に
関
す
る
も
の
）に
つ

い
て
問
い
を
立
て
て
探
究
し
、わ
か
っ
た
こ
と

や
さ
ら
に
知
り
た
い
こ
と
、今
後
深
め
た
い
テ

く
こ
と
で
安
心
感
を
得
て
学
習
に
入
り
や

す
く
な
る
生
徒
も
い
る
。
Ａ
Ｌ
型
授
業
を
す

る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
く
、生
徒

が
自
分
の
納
得
の
い
く
方
法
で
学
習
す
る
こ

と
、自
分
に
合
っ
た
学
び
方
を
模
索
す
る
こ

と
に
意
味
が
あ
る
」と
大
野
先
生
は
考
え
る
。

　

自
作
の
プ
リ
ン
ト
を
使
っ
た
グ
ル
ー
プ
学

習
も
、理
念
・
方
針
に
基
づ
き
組
み
立
て
て
い

る
。
単
元
ご
と
に
設
定
し
た「
目
的
」の
下
、

基
礎
的
内
容
の
理
解
・
習
得
、教
科
書
に
は

答
え
が
載
っ
て
い
な
い
課
題
の
考
察
、実
際

の
社
会
や
生
活
に
つ
な
げ
た
課
題
の
考
察

と
、段
階
的
に
学
び
を
深
め
て
い
け
る
よ
う

設
計
。
ま
ず
は
自
分
で
考
え
、わ
か
ら
な
け

 

「
教
員
の
役
割
は
、適
切
な
場
の
設
定
・
提

供
と
、教
科
書
の
先
に
あ
る
深
遠
な
世
界
を

見
せ
る
こ
と
」と
考
え
る
大
野
先
生
。
授
業

は
教
員
が
教
え
る
場
で
は
な
く
生
徒
が
自

ら
責
任
を
も
っ
て
自
律
的
に
学
ぶ
場
で
あ
る

と
い
う
考
え
か
ら
、ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ

型
授
業（
以
下
、Ａ
Ｌ
型
授
業
）を
軸
に
据
え

て
授
業
デ
ザ
イ
ン
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

軸
は
揺
る
ぎ
な
い
が
、「
自
律
」「
学
び
方

を
学
ぶ
」「
責
任
の
移
行
」と
い
っ
た
理
念
・
方

針
か
ら
、授
業
は
生
徒
を
巻
き
込
み
な
が
ら

デ
ザ
イ
ン
し
て
い
く
。
先
生
に
よ
る
講
義
の

有
無
か
ら
グ
ル
ー
プ
の
分
け
方
ま
で
、生
徒

と
話
し
合
っ
て
決
め
る
の
だ
。「
講
義
を
聴

※ダウンロードサイト：リクルート進学総研 ＞＞ 発行メディアのご紹介 ＞＞ キャリアガイダンス（Vol.430）

主
体
的
に
学
び
合
い
考
察
す
る
場
を
作
り
、

教
科
書
の
先
に
あ
る
世
界
に
も
踏
み
込
む

授業デザイン
への

落とし込み
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そ
れ
は
、生
徒
自
身
に
考
察
さ
せ
る
Ａ
Ｌ
型

授
業
の
有
効
性
に
疑
い
が
な
か
っ
た
か
ら
。

半
年
あ
ま
り
が
経
ち
、生
徒
の
様
子
に
も
変

化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

 
「
生
徒
た
ち
に
『
今
日
の
授
業
、
ど
う
す

る
？
』と
投
げ
か
け
た
と
き
に
、自
分
に
と
っ
て

ど
う
い
う
学
び
方
が
最
適
か
を
考
え
、答
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
は
こ
れ
を
自

分〝
た
ち
〞に
ま
で
広
げ
、ク
ラ
ス
全
体
に
と
っ

て
ど
ん
な
学
び
方
が
ベ
ス
ト
か
を
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

少
し
ず
つ
自
分
で
問
い
を
立
て
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
と
、前
の
め
り
の
学
び
、つ
ま
り
、与
え
ら

れ
る
学
び
で
は
な
く
自
ら
学
び
取
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
」

　

ミ
ニ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
学
習
の
プ
レ
ゼ
ン
も
、

生
徒
同
士
の
刺
激
に
な
っ
て
い
る
。
授
業
の

振
り
返
り
で
、こ
ん
な
コ
メ
ン
ト
を
書
い
た
生

徒
が
い
た
そ
う
だ
。

 

「
ク
ラ
ス
の
子
た
ち
の
プ
レ
ゼ
ン
を
見
て
す

評
価
よ
り
も
仲
間
か
ら
の
評
価
の
方
が
響

く
し
、モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
る
」と
言
う
。学

び
合
い
だ
け
で
な
く
評
価
し
合
う
こ
と
も
ま

た
、Ａ
Ｌ
型
授
業
の
良
さ
な
の
だ
ろ
う
。

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
と
き
に
、上

越
教
育
大
学
の
西
川
純
先
生
の
考
え
方
に

出
会
い
、先
生
が
教
え
な
い
授
業
、生
徒
が

学
び
合
う
授
業
と
い
う
在
り
方
を
知
り
ま

し
た
。こ
の
子
た
ち
に
必
要
な
の
は
こ
れ
だ
。

理
論
を
学
ぶ
う
ち
に
そ
う
確
信
し
、実
践
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

  

次
に
赴
任
し
た
都
立
国
立
高
校
で
は
、「
ど

う
し
て
教
え
て
く
れ
な
い
ん
だ
」と
生
徒
か
ら

不
満
が
出
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
現
任
校
で
も

「
講
義
を
し
て
ほ
し
い
」と
い
う
声
が
上
が
っ
た
。

そ
の
た
び
に
大
野
先
生
は
、目
の
前
に
い
る
生

徒
た
ち
と
向
き
合
い
、授
業
の
感
想
や
意
見
・

要
望
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
て
は
試
行
錯
誤
を
重

ね
て
い
っ
た
。「
生
徒
は
理
屈
で
は
動
か
な
い
。

ま
ず
は
や
っ
て
み
て
実
感
さ
せ
る
こ
と
、そ
し

て
、や
り
な
が
ら
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
を
回
し
て
い
く
こ

と
が
大
事
」と
い
う
の
が
大
野
先
生
の
信
念
だ
。

　

Ａ
Ｌ
型
授
業
に
切
り
替
え
て
8
年
目
を

迎
え
る
大
野
先
生
。最
後
は
、「
Ａ
Ｌ
型
授
業

に
は
、こ
う
す
れ
ば
必
ず
う
ま
く
い
く
と
い

う
鉄
則
は
な
い
。
目
の
前
の
生
徒
の
実
態
に

応
じ
て
柔
軟
に
変
容
し
続
け
る
こ
と
が
重

要
」と
締
め
く
く
っ
た
。

　

今
年
4
月
に
三
田
国
際
学
園
中
学
校
・

高
校
に
赴
任
し
た
大
野
先
生
。
生
徒
の
気

質
や
抱
え
る
課
題
を
探
り
な
が
ら
の
ス
タ
ー

ト
だ
っ
た
が
、教
育
理
念
・
方
針
は
も
と
よ
り

授
業
の
方
法
も
基
本
的
に
は
変
え
な
か
っ
た
。

ー
マ
な
ど
に
つ
い
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
す

る
。
現
在
は
優
秀
作
品
に
選
ば
れ
た
生
徒
が

プ
レ
ゼ
ン
を
し
て
い
る
が
、「
成
績
の
た
め
で
は

な
く
、や
り
た
い
、知
り
た
い
と
思
っ
て
取
り
組

む
こ
と
に
意
味
が
あ
る
」と
考
え
、選
ば
れ
て

も
プ
レ
ゼ
ン
を
拒
否
す
る
権
利
を
認
め
る
な

ど
、生
徒
の
意
見
を
取
り
入
れ
な
が
ら
進
め

て
い
る
。
ミ
ニ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
学
習
で
は
、「
こ

の
先
こ
そ
が
面
白
い
こ
と
を
垣
間
見
さ
せ
た

い
」と
大
野
先
生
。
生
徒
の
プ
レ
ゼ
ン
に
対
す

る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
で
は
、内
容
へ
の
評
価
よ
り

も
テ
ー
マ
に
関
連
し
た
最
先
端
の
研
究
や
世

の
中
の
動
き
を
紹
介
す
る
こ
と
に
重
き
を
置

い
て
い
る
。

ご
い
と
思
い
、自
分
に
は
努
力
が
足
り
な
か
っ

た
と
反
省
し
た
。こ
れ
か
ら
は
も
っ
と
が
ん
ば

り
た
い
」

　

大
野
先
生
は
、「
生
徒
に
は
教
員
か
ら
の

　

教
員
に
な
っ
た
当
初
か
ら
、「
授
業
が
う
ま

く
い
か
な
い
責
任
は
す
べ
て
自
分
に
あ
る
」と

考
え
、生
徒
を
飽
き
さ
せ
な
い
授
業
、生
徒
の

興
味
・
関
心
を
引
く
授
業
づ
く
り
を
心
掛
け

て
き
た
大
野
先
生
。
実
際
、講
義
は
生
徒
に

と
て
も
人
気
が
あ
っ
た
。し
か
し
大
野
先
生
は
、

「
自
分
が
教
え
た
い
こ
と
を
教
え
る
、伝
え
た

い
こ
と
を
伝
え
る
と
い
う
授
業
に
は
限
界
が

あ
る
」と
断
言
す
る
。
そ
う
悟
っ
た
の
は
、今

か
ら
8
年
ほ
ど
前
、2
校
目
の
赴
任
先
で
あ

る
都
立
高
校
に
勤
め
て
い
た
頃
だ
っ
た
。

　

同
校
に
は
不
登
校
経
験
者
が
多
く
、従
来

の「
面
白
い
授
業
」に
も
反
応
が
薄
か
っ
た
。

授
業
の
進
め
方
に
悩
ん
で
い
た
頃
、前
任
校

で
受
け
持
っ
た
卒
業
生
た
ち
に
会
う
機
会
が

あ
っ
た
。
在
学
中
は
熱
心
に
勉
強
し
て
い
た

「
良
い
子
」た
ち
だ
っ
た
が
、久
し
ぶ
り
に
会
う

と
、そ
の
変
容
ぶ
り
に
シ
ョッ
ク
を
受
け
た
。

 
「
ど
こ
で
ど
う
間
違
っ
て
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
か
と
、教
育
の
無
力
さ
を
感
じ
、相
当

落
ち
込
み
ま
し
た
。
目
の
前
の
生
徒
に
何
か

で
き
て
い
る
と
い
う
実
感
も
薄
く
、送
り
出

し
た
生
徒
の
末
路
は
こ
の
有
様
。一
体
、自
分

が
こ
こ
に
い
る
意
味
は
な
ん
だ
ろ
う
と
考
え

●以前は「授業＝板書を写すもの」という印象が強く、受け身で聞いて
いましたが、大野先生の授業を受けるようになってから、自分に合った学
び方を見つけること、自分でやりたいことを見つけて取り組むことが大事
なんだと思うようになりました。そして、日々の学びを、誰かに強いられたり
自らに強いたりして嫌々やる「勉強」ではなく、興味のあることを学ぶ「学
習」と前向きに捉えられるようになりました。また、身近なことのなかに面
白さを見出せるようにもなり、学ぶことがより好きになりました。
（メディカルサイエンステクノロジーコース1年・安達咲希さん：写真右）

生徒たちの変化と自己分析

自
分
に
と
っ
て
最
適
な
学
び
方
が
何
か
を
考
え
、

問
い
を
立
て
学
び
に
向
か
え
る
生
徒
が
増
え
た

生徒の変容・
成長

ま
ず
は
実
践
。や
り
な
が
ら
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
を
回
し
、

生
徒
の
実
態
に
応
じ
て
柔
軟
に
変
容
し
続
け
る

授業デザインの
理念

生徒の声

●グループ学習を通してクラスメイトとの仲も深まるし、
生徒同士だとよりわかりやすい言葉や表現を使って説
明するので、教え合った方が理解しやすいと感じます。ま
た、友だちに教えることで、曖昧だった理解が深まること
もあります。大野先生はいろんな書籍を集めた書棚を生
徒に公開してくれていて、図書館にはないような本もあ
り、活用させてもらっています。まだ、大野先生の言う「自
分に合った学び方」の本質は見えていませんが、これか
らも自分なりに追求していきたいと思います。 
（同コース1年・中野理央さん：写真左）

「生徒にこうなってほしい」から創る 明日の授業
実践事例レポート
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