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今井むつみ
M u t s u m i  I m a i

慶應義塾大学環境情報学部教授の今井むつみ先生は、

主に言葉についての研究に取り組んでいる。「算数文章

題が解けない子どもたち――ことば・思考の力と学力

不振」の著者でもある今井先生にとっての算数、数学

とは？　自身の学生時代を振り返ってもらいつつ、 

先生方へのメッセージもいただいた。
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理解して問題を解くのが楽しい
算数、数学は思考する訓練

　小中学生の頃、算数、数学は得意で

した。テキストに書かれていることを

理解して問題を解くことが楽しくて、

難しいと感じたことはありません。数

学で大事なのは計算よりも、読解と問	

題の本質がどこにあるか（何を求めな	

ければならないのか）を見抜く力だと	

思います。私は数という抽象的な言葉を

扱うのが好きだったのかなと思います。

　算数、数学の問題を解くことは、思

考の柔軟性、視点を柔軟に変えるとい

うところにつながってきて、思考する

ことの訓練になります。これは日常生

活にも生きています。

　たとえば何かタスクがあるとしたら、

ゴールから逆算して答えにたどり着く

ように考えます。これは数学の答えを

導き出す過程と考え方は同じです。

一生懸命取り組むことで 
好きなことにたどり着ける

　小さいうちから「プロスポーツ選手

になりたい」というようなイメージを

持てて、それに向けて訓練していくの

は素晴らしいと思います。でも、みん

ながそうではなく、多くの子どもは目

の前の楽しいことを見つけて取り組み、

課題を見つけてまた取り組んでという

ことを繰り返していると思います。

　私は現在、心理学、言葉の研究をし

ていますが、子どもの頃からそのよう

な道に進むと考えていたわけではあり

ませんでした。好きなことに没頭し、

目の前のことをコツコツとやっていた

ら、今の仕事にたどり着いたという感

覚です。

　心理学、言葉に興味がありますし、

自分の好きなことを仕事にできていま

す。ただ、本当に好きなことにたどり

着くためには、好きではないことをや

らなければならないときもあります。

そうしたことにも一生懸命に取り組む

ことで道が開けてくると思います。

先生の仕事に誇りをもって 
熟達の道を歩んでほしい

　生成AIが発達して一部では「先生

よりも生成AIの家庭教師がいい」と

いう声もありますが、それは全く違う

と断言できます。人間の学びに必要な

のは、熟達した教え、熟練した先生です。

　ただ、教えることに対する熟達は誤

解されている部分もあります。丁寧に

わかりやすく説明することだけが、必

ずしもいい教えではないのです。子ど

もが誤解しそうなことを先回りして教

えるのではなく、時には間違えさせた

上で考えさせることも大事です。間違

えたり、失敗したりすると、それだけ

学びの情報処理が深くなるからです。

　先生は人間の認知の仕組みを理解し

て、子どもの思考を診断するという、

医師のような役割もあり、本当に熟練

した知識と技が必要です。生成AI で

簡単に代用できるものではない、それ

だけの仕事だということに誇りをもっ

てほしいです。そして熟達には終わり

がないので、その道を歩んでいってい

ただきたいなと思います。

Profile

今井むつみ  Mutsumi Imai

慶應義塾大学環境情報学部教授。認知心理学、発達心理学、

言語心理学の分野の研究者であり、主に語彙と語意の心の中

の表象と習得・学習のメカニズムの研究に取り組む。「算数文

章題が解けない子どもたち――ことば・思考の力と学力不振」

「ことばと思考」「ことばの発達の謎を解く」など、著書多数。

次ページでは、著書「算数文章題が解けない子どもたち」と

「学力喪失 ―― 認知科学による回復への道筋」のなかで

紹介した子どもたちの認知についてご紹介します。
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今井むつみ先生による、

認知心理学の視点からみる算数・数学

　0　　 　1　　 　2　　 　2000	

右の計算式の答えに最も

近いものを選んでください。
1

1000
1

1000
+

問	題

このページでは、今井先生の研究を通して見えてきた算数・数学の認知に関する課題につい

てお話いただきました。これらの内容は、著書「算数文章題が解けない子どもたち」と新刊 

「学力喪失――認知科学による回復への道筋」のなかでさらに詳しく述べられています。
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中学2年生で
もっとも多かった
解答は？

記号接地しないまま、新しい知識を学び続けている

　新しいことやわからないことを正しく理解するには、いろいろな

経験を積みながら、記号接地をすることが大切です。これまでの

「たつじんテスト」の結果から、子どもたちは、数の概念が理

解できていない。特に、整数や分数などの感覚がまったくない。

ものの数を数えることができても、自然数の記号接地ができて

おらず、数の相対性などを理解できていないと感じています。

「１」の理解の難しさ

　子どもにとって数の理解の最初のハードルは「１という『こ

とば』の意味の理解」だと感じています。子どもが数を理解

するとき、はじめは数を「モノがいくつあるのか」ということとし

て理解しています。モノの数の操作は簡単にできます。例えば、

「１つに１つを加えると２つになる。」とか、「3つから１つを取り

除くと２つになる。」このような操作は赤ちゃんであっても理解

することができると言われています。

　いっぽうで、小学生でも理解できていないのは「１」という数

です。子どもたちは、ある尺の上で数の相対的な大きさを表す

ことができません。例えば、「ある長さを１００としたときの５０の位

置はどこにあたるか」という問題の正答率は非常に低いのです。

　また、りんごが１個という概念の理解も難しい。りんごを１個

と示すときに、周りの大人が人差し指で1を示すことが多いた

め、「人差し指」の名前を「１」だと誤解した子どももいました。

目に見えない概念の理解は小さい子どもにとって、とても難し

いのです。その中でも数は記号接地が難しい最たるものです。

　りんご１個でも、自転車 1台でも、人間 1人でも、「１」で

あるという概念を理解するには、ほかの数との比較が必要にな

ります。２と１の関係や、１０と１の関係を知ることが「１」の

記号接地に繋がります。

子どもの記号接地を助けるために

　日本に限らず、世界中の先生は「教えることが自分の仕事」

と考え、教え方の工夫をします。また、子どもも「教えてもらっ

たことを覚えることが自分がするべきこと」と思い込んでいると

感じることがあります。数の概念は、教わるのではなく、いろ

いろな経験を通して子どもたちが自分で記号接地することが大

切です。先生方は優しく真面目な方が多いので、生徒に丁

寧に教えようと工夫をこらします。しかし、その指導が記号接

地を妨げることになる場合もあります。子どもの学びを大切に

するには、わかりやすい例から始めて複数の例を示し、そのこ

とをもとに子ども自身が抽象化できるような手助けをすることの

ほうが、ずっと子どもの記号接地を促すのです。

分数を理解できていない子どもたち

　小学校５年生の半分が、0から１の尺のどこに　	があるか

がわからず、多くの生徒が0.2の位置にあると考えていること

を「算数文章題が解けない子どもたち─ことば・思考の力と

学力不振─」に書きました。

　小学校用の「たつじんテスト」に続き、中学生用の「たつ

じんテスト」を作成しました。　	＋　	にいちばん近い数を選

1
2
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中学2年用「たつじんテスト」ICT	版	<かずのたつじん2	近い数さがし>	より　今井むつみ研究室　®at	Study
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択肢で答える問題です。２つの分数がともに１に近いので、

計算しなくても直観的に２と答えて欲しいと考えた問題です。

選択肢は「１、２、23、25」の４つ。ある中学校の2年生

の解答でもっとも多かった選択肢は25で、２番目は23でした。

同じように　　	＋　　	についても聞いています。選択肢は

「0、1、2、2000」で、もっとも多い解答は2000でした。

この中学校は特に学力の低い学校ではありません。全国学力・

学習状況調査の結果からも一般的といえる中学校のものです。

　この生徒たちは、分数の計算はできているにも関わらず、

このような結果になっています。これは、幼児期から小学校ま

でで、数という抽象的な概念が記号接地できていないことを表

しています。その上で、分数の計算の指導を受けて、計算

の操作だけできるようになっているのです。

数の記号接地の困難性について

　数の記号接地の難しさに関連する話をもう１つ紹介します。

小学校 1年で言われた金額の硬貨をスタックから取り出す活

動をしていました。ある子どもは、56円を硬貨でつくってと言

われ、1円玉を5枚、10円玉を1枚、1円玉を6枚出し

て56円をつくったと考えていました。数の概念が理解ができ

ておらず、音で聞いた順に「ご、じゅう、ろく円」とお金を出

したのです。これは子どもが悪いものではなく、類推という見方

で捉えると、悪くないまっとうな考えです。ただ、子どもは、数

を構成する10進法の仕組みが全然理解できていないのです。

　自然数の記号接地ができていないのに、分数が入ってしま

いより一層理解は困難になります。ある子どもは　	や　	のこ

とを任
●

意
●

の
●

大
●

き
●

さ
●

に２つや３つに分けることだと捉えていました。

等しいという概念が理解できていないのです。「ことばのたつじ

ん」のなかで「等しい」と同じ意味の言葉を選択肢から選ぶ

問題を扱っています。「同じ」よりも「近い」を選んだ子ども

が多くいました。言葉の意味を十分に理解できていない上に、

それを使って算数の説明をする必要があるため、記号接地が

より困難になります。

　ケーキが切れない非行少年の話がありました。あの話は非

行少年だけでなく、すべての子どもの問題だと感じています。

多くの子どもは3分の１を「３つに等しく分ける」ということを

理解できていないと考えています。

子どもの誤りと生成 AI の誤りの類似点

　計算の仕方を教えこむとテストの点数に繋がりますが、その

数の知識は今後使えるような生きた知識になっていません。い

ま、生成AIがすごく注目を浴びています。記号接地できてい

ない子どもと、記号接地できていない生成AIの誤りは非常に

似ています。たとえば、ChatGPT3.5は　	と　	の大小

比較ができていませんでした。数の概念を問うとよく間違える

のです。たとえば、割合の問題を聞くと、割合の定義が返っ

てきますが、正しい答えは返ってこない事が多くあります。これ

は生成AIが記号接地できていないからおきる現象です。

　日本の人口 1.2 億人を１としたとき、アメリカの人口 3.5

億人をおよそ3とみることができます。任意のものを１と見たと

きの、その比率を考えることは、数学の枠組みだけでなく日常

生活でも必須です。しかし、子どもたちや生成AIは「基準

の量に対して何倍か？」ということが理解できていない場合が

多いのです。

学力の回復について

　「たつじんテスト」は、計算問題を扱わず、数の理解につ

いて問う問題を扱っています。「たつじんテスト」は標準学力

調査との相関が0.6 以上もあります。これは一般的な知能

テストの相関が0.1であることを考えると非常に強い相関で

す。「たつじんテスト」では計算問題は扱っていません。計算

問題を繰り返し指導することが学力の向上には繋がらないこと

は申し添えておきます。

　９月に岩波新書から「学力喪失――認知科学による回復

への道筋」という書籍を発行します。ここでは、子どもたちの

つまずきの要因を述べています。言語を習得することは大変

難しいですが、子どもは大人が使っている言葉を聞いて、単

語や文法を類推して、習得していくものすごい推論力を持って

います。それなのに、次第にその力を発揮できなくなるのはな

ぜなのか。その原因について「たつじんテスト」を用いた調

査からわかったことをまとめたものです。数を記号接地していけ

ば、その後の学習の概念も抽象化しやすくなっていきます。	

それを支援してあげるのが大人の役割だと考えています。

1
1000

1
1000

1
2

1
3

1
2

1
3

認知科学者のStevan	Harnad（スティーブン・ハルナッド）の論文タイトル「The	Symbol	Grounding	Problem」の
訳語であり、人工知能に関する用語の一つ。記号を記号でしか説明できず、どの記号も身体感覚や経験とつなげて理
解できないという問題です。身体感覚や経験とつなげた言葉の理解を「記号接地」と言います。

今井先生が広島県教育委員会から依頼を受けて	株式会社	at	Study	と作成したテスト。「ことばのたつじん」と「かん
がえるたつじん」の２つのテストで構成され、それぞれ言語に関する認知、数や形に関する認知を測っている。

「たつじんテスト」は	株式会社	at	Study	の登録商標です。

＊1　記号接地問題
 　　  （記号接地）

＊2　「たつじんテスト」

補	足
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天野
秀樹先生

1 人 1台端末が整備されて、いろいろなツー
ルが配備されました。端末の活用が期待され
る一方で、ツールが多すぎて使いこなすことに
苦慮されているという声も耳にします。
そこで、このコーナーでは、よく知られている
ツールを少しのアイデアで効果的に利用する
方法を、実際の授業での活用シーンを交えて
現場の先生方に紹介していただきました。

Q Rコンテンツ×スクリーンショットで
簡単レポート作成！

私のように ICTが不慣れでも、教科書のデジタルコンテンツを利用す
ると、充実した授業が簡単に展開できます。2年 7章の導入「よく売
れる商品は？」では、Tosho 統計ツールを使用しました。「桜の名所

近くのコンビニで、お花見の時
期に売れる商品の種類は？」と
いう問題を理解すれば、生徒は
進んでデータ、グラフ、色など
を選びながら分析しようとして
いました。

生徒はいろいろな試行錯誤を行いました。傾向
を捉えるためにいったんドットプロットに表す、2
つのデータの分布を重ねて比較するために度数
折れ線に表す、3つのデータの分布を比較する
ために箱ひげ図に表す、などです。生徒自身が
主張したいことに合わせて、デー�タを選び、グラ

フに表しました。
それに短文の
タイトルをつけ
たものをスク
リーンショット
して、1枚のレ
ポートとします。

スクリーンショットしたレポートは、Google�Classroomなどでクラ
ス全体のドライブに提出します。それを利用して生徒同士で意見交流し、
再度レポートを作成することで、より質の高いものとなります。1枚の
レポートはドライブのサム
ネイルだけで概要を確認で
きるため、授業でレポート
を紹介する時や、学習評価
の場面で省力化することが
できます。

教科書の二次元コードから閲覧できるデジタルコンテンツをスクリーン
シ ョ ッ ト し て、 簡 単 な レ ポ ー ト を 作 る 例 を 紹 介 し ま し た。Google 
Classroom を利用することで、活動や評価をより効果的に行えます。

広島大学附属東雲中学校で数学科授業を担
当。今年度は全校生徒への数学授業を毎月
行うほか、斬新な授業を企画して取り組ん
でいる。広島市や三次市、福山市ほか、広
島県内の授業づくりに携わっている。

わたしの
　　デジタルツール
　活用術

Tos h o 統計ツールを使用Tos h o 統計ツールを使用 タイトルとグラフだけでタイトルとグラフだけで
レポート作成レポート作成

サムネイルで
生徒の考えを確認

Chromebookの
スクリーンショットは

ctrl＋■■

1 2

3

まとめ

天野先生の
活用術

利用したツール

QR コンテンツ

［  QR コンテンツ  ］
［  QR コンテンツ  ］

Google Classroom

スクリーンショットしてスクリーンショットして
Google Classroom に提出Google Classroom に提出

Ho w t o us e
       DIGI TA L  T OOL S

分析して 1枚の
レポートに

生徒全員で
問題解決
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加藤
光顕先生

Google Meetで、考えを共有して、
今いる場所が学びの場に！

私の授業では、全員がGoogle�Meet でつながり、全画面共有を
利用します。そしてChromebook を書画カメラとして使うこと
で、生徒は目の前の画面を確
認できます。画面を拡大でき
るので「背の高い人がいて見
えない」「字が小さくて見えな
い」「どこを確認しているかわ
からない」という、黒板やモ
ニターの弱点も解決できます。

この方法の強みは、説明しながら録画、写真の記録ができることです。これ
は書画カメラにはない機能でした。例えば、作図の解法を解説しながら同時
に動画で記録します。生徒は習熟度
に合わせて、繰り返し確認すること
ができます。また、家庭での復習に
も役立つでしょう。まさに個に応じ
た指導の一助となるはずです。

今回の方法は教室内に限ったものではありません。入院、感染症など、様々な
理由で登校できない生徒もGoogle Meetで授業に参加でき、「普段通りに授
業を受けられて良かった」「つながりを感じた」という声も聞けました。事前準
備は必要とせず、手間もかかりません。操作も単純、それでも効果は絶大です！

相模原市立由野台中学校に勤務。15 年間数
学の授業に携わり、現在は、教育 DX、デー
タ利活用、生成 AI を通じて自ら学ぶ生徒
の育成に向けて研究を重ねている。

授業を録画→動画で学び直し授業を録画→動画で学び直し

1

3

まとめ

加藤先生の
活用術

［  Google Classroom  ］

［  Google Meet  ］

端末の底の
下向きアウトカメラで

撮影

Chromebook のカメラでChromebook のカメラで
ユニバーサルデザインユニバーサルデザイン

Google Classroomに
録画データをアップ

多様な考えを共有する場合に、黒板では、操作や
書く時間、余白、字の大きさなどが障壁になるこ
とがあります。この方法なら、発表者は自分の解
法を教卓横の机に置くだけです。操作や準備に時
間がかかることもありません。映り方も画面を見な
がら説明でき、時間や手間もかからないので、多
くの生徒の考えを全体で共有することができます。

2 Google Meet でGoogle Meet で
共有も手間いらず共有も手間いらず

教卓の横で生徒が発表

生徒の手元に
リアルタイム配信

［  Google Meet  ］

利用したツール
Google Meet

Chromebook

Google Classroom
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画面を通して
学びをより身近に感じる！

1 年「かたちあそび」の学習では、形に注目して空き箱を仲間分け
していきます。実物に触れてみたり、角度を変えて見たりした後に、
空き箱の写真をタブレットで配信し、仲間
分けをさせたり、自分でグループ名を考え
させたりしました。より自分事として活動
でき、交流がスムーズにできました。個人
思考の見取りがしにくい場面ですが、記録
することも可能になりました。

教師も子どももタブレットを用いた学習に慣れ、当たり前にある学習道具の
一つとなってきています。学びが豊かになる場面で ICT を活用したり、子ど
も自身が学習アイテムの一つとして選択できるようになったりすることで、
ICT の価値が上がっていくと感じています。「同じ課題に取り組むとしたら」
と自分事で考えると、最適な活動方法が見つかると思います。
まずは「それいいな」と感じた活用例のまねから始めてみてください。

1986 年生まれ。海の近くにある学校に勤
めることが多く、避難訓練での長距離ダッ
シュに苦労している。正直、ICT には疎い
タイプだが、それでもまずはできることか
ら少しずつ始め、子どもと一緒に扱えるよ
うになってきたところ。

1

まとめ

工藤
夏希先生

工藤先生の
活用術

利用したツール

QR コンテンツ

ロイロノートを使ってロイロノートを使って
個人思考の視覚化個人思考の視覚化

おはじき（実物）を操作することが多かった
「わり算」の意味を捉える場面では、デジタ
ルコンテンツ内でおはじき操作を画面キャプ
チャ（動画）で撮影し、ロイロノートで画面
共有して交流しました。操作の様子を倍速で
見られるので、これまでより多くの子どもた
ちの考え方が交流できます。学習状況の把握
もスムーズになり、記録として残る点もおす
すめです。

2 デジタルコンテンツでデジタルコンテンツで
おはじき操作おはじき操作

わたしのデジタルツール活用術

自分で考えた
グループ名で
写真をまとめる

振り返りをノートに書いてタブレットで撮影し、ロイロノートで共
有すると、互いの振り返りを読んで感想を伝え合ったり、お手本だ
と感じる文例をまねしたいと次時への意欲を高めたりする姿が自然
と見られます。また、教師がスタンプやアンダーラインをつけて
フィードバックすることで、タイムリーに価値付けや実態把握をす
ることができ、振
り返りがより充実
します。

ロイロノートでロイロノートで
ふり返りの共有ふり返りの共有

3

画像へ書き込んで
児童へフィードバック

Chromebook

［  QR コンテンツ  ］ ［  Chromebook（カメラ） ］

［  ロイロノート  ］

ロイロノート・スクール（以下、ロイロノート）
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棒グラフの学習と並行して、学級活動の時間に、それぞれの係でみんなに聞きたい
ことをアンケートにして調べました。アンケート結果を配付すると、集計ができた
係から、授業でも使ったQRコンテンツを使って棒グラフを作成し始めました。入
力する子とデータと見比べる子を分担したり、グラフの目盛りを相談したりしなが
ら作成したグラフを、グループワークで共有する姿も見られました。表にする時にクラスの児童数
（全体数）と各項目の合計が合わないという係もあり、授業での経験を活かして、各係で集計しな
おしたり分担して確認したりしました。合計が合った時の達成感は大きかったようです。

2 学級活動のアンケート結果を学級活動のアンケート結果を
棒グラフで表す棒グラフで表す

アンケート結果から
わかることを係で話し合い、
以降の学級活動に活用

Q Rコンテンツを活用して
棒グラフを使いこなす！

学級の係活動中、「遊びがいつも鬼ごっこばかりで、本当にみんなは楽し
めているのかな」と疑問をもった子どもたち。結果を棒グラフで表すと
人気 1 位は鬼ごっこ。その結果を見て、クラスで納得して遊びを決めるこ
とができました。簡単に棒グラフを作成できるので、これからも手軽に
活用できそうです。

1988 年兵庫県神戸市生まれ、神戸市育ち。
小学校での素敵な担任との出会いに始ま
り、中学、高校も素敵な数学の先生方に
恵まれ、算数・数学が大好きに。子ども
たちと楽しい算数の授業ができるよう、
日々ネタを探している。

まとめ

青谷
由佳先生

青谷先生の
活用術

利用したツール

SKYMENU（発表ノート）

QR コンテンツ

QRコンテンツを使うと、数字の入力だけで棒グラフを伸ばしたり縮
めたりできます。いくつも試し、一番よいと思ったグラフをスクリー
ンショットし、発表ノートに貼り付けました。1目盛り何人のグラフ
にしたか、なぜそのグラフを選んだのかについて友だちと交流しました。
ほとんどの児童が 1目盛り 2人にし、「1目盛り 1人にすると 16 がは
み出してしまう」「1目盛り 5人にすると違いが見えにくい」などと、
試して感じたことを話し合いました。

1 人数がわかりやすい棒グラフを人数がわかりやすい棒グラフを
QR コンテンツでQR コンテンツで

リアルタイムの
グラフ変化は

デジタルコンテンツならでは

［  SKYMENU  ］

［  QR コンテンツ  ］
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当研究会の研究の流れと具体例

	 1988年
	 16名（他OB	7名）
	 金沢市内の小学校
	 隔週の水曜日
	 	金沢市立木曳野小学校　	

校長		森		裕	之
	 	金沢市立南小立野小学校　	

教諭		北村	英明	
Tel.076-261-9414

設　立

会員数

会場校

開催日

代　表

事務局

●	「発展的に考える授業作り」をしてみたい
●	そのためには「批判的思考」も必要かな？
●	そもそも「批判的思考」って何？

テーマを考える（ 個人 or 共同 ）11

●		学習指導要領には“自分たちが出した結論や問題解決の過
程が妥当なものかどうかを検討してみること”と書いてある

●		哲学者デューイ、教育哲学者エニスは、哲学者ポールはこ
う言っている

●	わかったようなわからんような…

文献を読み合わせる（ 参加者全員 ）22

●		「批判的思考」を“一見至極真っ当に見える考えや答えにつ
いて、批判的に見直すことで本質に迫ること”と定義しよう

●		「本当かな」と疑問を持たせることが大切だ
●		６年以外でも「批判的に見直す」場面があるはずだ
●			「批判的思考」を働かせることで、数学的な見方・考え方
も高まるはず

主張を明確にする（ 個人 or 共同 ）33

問）	 	ロボットが階段を上ります。１階から３階まで４分か
かります。１階から６階まで同じスピードで上ると、
何分かかりますか？

C 	比例しているから8分かな？
T 	本当に比例しているかな？〈比例は使えるのかな？〉
� ※以下略

指導案を立案する（ 個人 or 共同 ）44

階段の数 1 2 3 4 5
かかった時間 2 4 6 8 10

	 	3階から6階は2倍、時間も2倍すればい
いから、4×2=8	 答え	8分

	 			図で考えると1階から6階は5回階段を
上っているから、2×5=10	 答え	10分

	 		階数でなく何回上ったかにすると比例が
使えてこんな表になるから、	 答え	10分

予想される考え1

予想される考え2

予想される考え3

模擬授業を行い、指導案を修正する（ 参加者全員 ）55

●詳細は右ページ☞

授業実践を行う（ 授業者 ）66

●概要は右ページ☞

ビデオを観て協議会を行う（ 参加者全員 ）77

考察をし、日数教、北四・石川算数等で発表88

研究主題 批判的思考に対する考察
～「本当かな」から働く思考～

考えを全国に
広めます

人間的
つながりを
大切にします

進んで
研究授業
をします

子どもとともに
算数の授業を

創ります

私たちの会を
ご紹介します！

私たちはこんなことを
大事にしています！

金沢算数金沢算数
授業研究会授業研究会

ご当地！

授授業業アアイイデデアア
大大公開公開

石川県石川県

金沢市

10

当研究会の信条



第5学年第3単元「比例」第二次中2時　〈比例は使えるかな〉

T 	比例は使えそうですか?
C 	使えそう。階数が2倍だから時間も2倍。
C 	階数が2倍だから、4×2で8分です。
T 	本当に使えるかな?
C 	この「3」って、3階まで行ったのか、3階の階段を上りきったのかどっち?
C 	どういうこと?	
C 	3階の床（図1）までか、3階の天井（図2）までか。	
C 	3階の天井って4階じゃん。	
C 	あっ!	3階の床までだったら、1階から3階まで間が2つあるけど、
	 3階から6階は間が3つある。（図3）
C 	間の数が全部で5つなら2倍が使えなくなる。
C 	ということは、この問題で比例は使えない?	
C 	階数と時間は比例しないけど…
T 	間は5つあって、1つ2分だと思うから、2×5で10分。
T 	「2」って何?
C 	1階上るのにかかる時間。
T 	「5」は?
C 	間の数というか階段の数。
C 	階数ではなくて、階段の数に比例するんじゃない?
C 	1階から6階まで階段が5つあって、1つ上るのに2分かかるから2×5=10。
	 だから比例は使えると思います。	※以下略

●		授業中盤まで児童は疑いもなく答えが８分であると認識していたので、他の答えを引き出し、伝え合いの場を対立構造とし
た方がより批判的に考えられたのではないか。

●		問題解決だけではなく、比例が使えるのか、使えないのかに焦点をあてたことで、児童の思考を揺さぶり、批判的思考に近
づけたのではないか。

●		比例の単元にて「批判的思考」をテーマに実践を行ったが、妥当性を検証する上で非常に効果的であったと考える。

指導の実際

▼実際の板書

協議会で出された意見や協議内容協議会で出された意見や協議内容

ロボットが階段を上ります。１階から３階まで４分かかります。
１階から６階まで同じスピードで上ると、何分かかるでしょう。??

▼児童のノート

▼図1

6
5
4
3
2
1

▼図2

6
5
4
3
2
1

▼表�階段の数とかかった時間の関係

階段の数 1 2 3 4 5
かかった時間 2 4 6 8 10

▼図3

6
5
4
3
2
1

3

2

授業実践を受けての協議会

誤認知

再思考

再思考

T

C
……	先生
……	生徒
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?
話し合う活動をやみくもに設けると、

時間は足りなくなります。話し合い活

動は、相違点や類似点を見つけること

を通して数学的な性質を見出したり、

考えをよりよく表現したりするような

効果的な場面・時間に設けたいですね。

例えば、章の導入や活用の場面などが

よいでしょう。章の指導計画を立てる

際に、主体的で対話的で深い学びが実

現できる授業を位置づけるとよいで

しょう。

QQAA&&

普段の授業はプリントで行っています。目標やめあて、

例などはモニターに映して、生徒の考えを示す場合に黒

板を利用しています。

生徒の学習の履 歴はプリントに残すようにしています。

授業のルールとして、電子黒板に映した内容はプリント

と対応していることを伝えて、プリントに書き写すことに

しています。初めの授業から同じルールにしているため、

すべての生徒がプリントに書くことが習慣づいています。

また、デジタルコンテンツを利用して動的なものを示す

時には、プリントに書かなくてよいことを伝えて、見るこ

とに集中できるようにしています。

班ごとに話し合って発表させるような活動を、毎

時間行うと時間は足りなくなります。また、毎時

間そのような授業をすることが決してよいわけで

はありません。「話し合い」は活動を活性化させ

るための方法であって、義務だとは考えていませ

ん。例えば、簡単な意見共有をペアで行うことや、

全員で同時に考えを述べることが効果的な場面も

あります。教師がファシリテーターとなり、生徒

どうしの意見を交流することがあってもよいで

しょう。このような経験が生徒どうしの効果的な

意見交換につながります。

Q1Q1 主体的・対話的で深い学び、特に話し合う活動を実現し
たいのですが、授業中の時間に余裕がなかったり、進度
が遅れたりします。どのようにすればよいでしょうか。

話
し
合
い
は
、

活
動
を
活
性
化

さ
せ
る
方
法
と

捉
え
ま
し
ょ
う

数
学
的
な
ね
ら
い
を
持
っ
て

話
し
合
わ
せ
ま
し
ょ
う

黒
板
と
モ
ニ
タ
ー
の

使
い
方
ル
ー
ル
を
共
有

し
ま
し
ょ
う

板
書
計
画
、
授
業
計
画
を

立
て
ま
し
ょ
う

浅賀 仁先生
銀杏 祐三先生

お悩みお悩み
解決！解決！

授業計画の段階で、スクリーンに「何」

を「どのタイミングまで」提示するのか

を検討しています。黒板を板書の中心

として、投影するものは補助ツールとし

て授業を計画しています。スクリーン

を利用すると黒板が半分しか使えない

ので、スクリーンに映したものを「見る

だけでよい」のか、「ノートに書く必要

がある」のかを必ず生徒に指示してい

ます。ノートに書かせたい時は、時間

をとったり、しば

らく映しっぱなし

にしたりします。

教室の設備

・黒板とスクリーン
・�スクリーンは着脱可能で、
　黒板の半分ぐらいを覆う

Q2Q2
デジタル教科書やパワーポイントなどを
使った授業で黒板と電子黒板の併用の方
法や、そのときのノート指導はどのよう
にすればよいでしょうか。

教室の設備

・黒板とモニター
・�モニターは黒板横に設置している

私たちが
お答えします！

若 手

AA
銀杏先生

AA
銀杏先生

AA
浅賀先生

AA
浅賀先生

ベテランベテラン
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1 時間ごとに授業のねらいを定めて、

それを意識して授業するよう意識して

みてください。教科書通りになんとな

く指導するのではなく、「今日の授業

でここを押さえる」という意識を持っ

て授業をします。授業後には、ねらい

が達成できたかどうか先生自身で振り

返ってみましょう。1 時間ごとに意識

することで、目的意識を持って授業に

向かえますし、ねらいの定め方もより

よいものになっていきます。

先
生
自
身
が
日
々
の
授
業
の

「
ね
ら
い
」を
定
め
ま
し
ょ
う

学校の状況によって異なりますが、

可能であれば同僚の先生と意見交換

できるようになるとよいですね。例

えば、お互いの授業に入ってみると

よいでしょう。また、定期考査を相

互に解きあったりしてもよいでしょ

う。それらについて意見交換するこ

とで、指導観や教材観がよりよいも

のに変わっていきます。

私はとにかく情報を集

めるようにしています。

例えば、研究授業や研

修会などは極力参加す

るようにしています。

研究授業では指導案を

配付されると思います。

そのときは、研究授業を見ながら「同じ題

材を自分だったらどんな流れで授業をす

るか」を考えて、当日中に授業計画をたて

るようにします。そのほかに、学会等で出

てきた話に関連する書籍を読み、それを受

けて授業に反映することを考えています。

授業の前後のつながり、単元間、学年間のつながりを意

識した授業を心がけてみてください。そうすることで、

私は授業研究や授業が楽しくなったし、生徒たちも既習

事項を意識して問題解決できるようになりました。数学

的な価値や意味を考える時には、つながりを意識して、

その意味を考えてみてください。最初はその授業の教材

についてだけ授業準備することになるかもしれませんが、

それを蓄積することで、先の授業の計画をブラッシュ

アップすることに役立ちます。例えば、1 年の方程式や

3 年の 2 次方程式の授業計画をする時に 2 年の連立方程

式の指導を振り返って考えてみてください。

Q3Q3
教科書通りの指導はできるが、それだけでは不十
分だと感じています。単元全体や個別の教材につ
いて、数学的な価値や意味の理解に自信がありま
せん。どう勉強すればよいでしょうか。

1987 年東京都出身。2011 年より東京
都の公立中学校で数学教員となり、現
在 14 年目。2023 年より武蔵野市立第
三中学校に着任。

1953 年東京都出身。1976 年より東京都の公立中学校
で数学教員となり、現在 49 年目。2014 年に定年退職後、
再任用を終えて、現在は時間講師として立川市立立川
第三中学校で週 11 時間指導している。

「
学
び
の
つ
な
が
り
」

を
意
識
し
ま
し
ょ
う

外
に
出
て
、

周
り
か
ら
刺
激
を

受
け
て
み
ま
し
ょ
う

周
り
の
先
生
と
研
鑽

を
し
ま
し
ょ
う

下記の QR コードから
お送りください。

今回回答していただいた先生

Q4Q4
教材研究のしかたに悩んでいます。教師用指
導書や学習指導要領解説は読んでいます。そ
れ以外に、ほかの先生方はどのようにして専
門性を高めているのかを教えてほしいです。

若手先生の
困りごとを

募集しています！銀杏 祐三先生浅賀 仁先生

AA
銀杏先生

AA
銀杏先生

AA
浅賀先生

AA
浅賀先生
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授業の流れの例
章の導入や深い学びの

ページなど、主体的・対

話的で深い学びが実現で

きる箇所には、先生と生

徒の会話形式の授業の

流れの例を示しています。

前半の資料編は、年間指導計画、評価

規準例、指導案例（板書例）を掲載。

指導案ではデジタルコンテンツを利用し

た授業と、板書の例を紹介します。

後半の問題編は、章ごとに準備テスト、

小テスト、評価テストを用意しています。

さらに、教科書の詳細解答を掲載してい

ます。

以下の紙面は、作成中のものです。予告なく変更になる可能性があります。

P A P E R

指導編（朱書）11 P A P E R

資料・問題編22

PAPERPAPER ×  × DIGITALDIGITAL

教師用指導書の全体像

新編 新しい数学

令和 7 年度

東京書籍の教科書

1

資料・問題編

教師用指導書

新 編

新しい数学

3学年分の小テスト

を集めたテスト集。

3学年のどの学年

のセットにも同じも

のが入っています。

P A P E R

レッツプラクティス33
教師用指導書

新 編

新しい数学 具体例をもとにし

て教材研究につい

て研究するの資料

冊子です。編集委

員会顧問の太田

伸也先生書き下ろ

し。(1年のみ)

P A P E R

研究編44

1

研究編

教師用指導書

新 編

新しい数学 1年教科書の巻末

紙教具を10セット

集めた冊子です。

教材研究や生徒が

紙教具を無くした

場合に使えます。

（1年のみ）

P A P E R

巻末紙教具集55

オススメQRコンテンツ
特にオススメのコンテン

ツを紹介します。授業準

備ができずコンテンツの

確認が難しいときは、こ

のコンテンツのみをご利

用ください。

教科書紙面(縮刷)
教科書の縮刷に朱書きで

解答を書き入れています。

now

pa i n t i n g

・平行四辺形
・【不十分】ひし形
　（反応例参照）

（証明は次ページ）

4

5
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教科書、基礎からの問題集、実力アップ問題集の3学年分のデータ

を収録した問題データベースです。クラウドで問題を選択し、プリン

トデータをdocxとpdf形式で出力できます。

商品ラインナップ　※詳細な商品構成や価格につきましては、右の二次元コードからご確認ください。

・右上に1年とあるものは、1年のみの商品です。　※１	6～9は校内教師フリーライセンスです。

教師用指導書セット

1	指導編（朱書）　2	資料・問題編　3	レッツプラクティス　4	研究編1年
5	巻末紙教具集1年　6	かんたん	問題プリント作成ソフト	「問プリ	1～3年」※１

7	指導書コンテンツライブラリー※１　8	指導者用デジタル教科書（教材）[クラウ
ド配信]※１　9	指導編（朱書）クラウド配信版※１

1年：	 94,500円（税抜）
2年：	 92,000円（税抜）
3年：	 92,000円（税抜）

教師用指導書
1	指導編（朱書）　2	資料・問題編　3	レッツプラクティス　4	研究編1年
5	巻末紙教具集1年　6	かんたん	問題プリント作成ソフト	「問プリ	1～3年」※１

7	指導書コンテンツライブラリー※１

1年：	 34,500円（税抜）
2年：	 32,000円（税抜）
3年：	 32,000円（税抜）

指導編（朱書）［分売］ 1	指導編（朱書） 各学年：	 7,000円（税抜）

巻末紙教具集［分売］ 5	巻末紙教具集1年 	 1,000円（税抜）

指導者用デジタル教科書
（教材）1年ライセンス 8	指導者用デジタル教科書（教材）[クラウド配信]※１

各学年：	24,000円(税抜)
全学年
セット　：	 72,000円(税抜)

D I G I T A L

かんたん 問題プリント作成ソフト 問プリ66

ビューアは、学習者用のデジタ

ル教科書と同じLentrance	

Readerを採用しています。

QRコンテンツに加えて、次の

ツールを追加した教師用のデジ

タル教科書です。

◦My教科書エディタ
◦例、問のステップ表示機能
◦マスク機能

◦タイマー機能
◦数学ツール（電卓、グラフ、図形等）

D I G I T A L

指導者用デジタル教科書（教材）88

PAPERPAPER ×  × DIGITALDIGITAL

Lentrance	Readerで閲覧す

ることができるデジタル版の	

1指導編（朱書）です。

D I G I T A L

指導編（朱書）クラウド配信版99

次のデータを閲覧・ダウンロードできるWebサイトです。

D I G I T A L

指導書コンテンツライブラリー77

x=90 ° x=40 °

x=110 °

◦教科書本文Wordデータ
◦教科書本文総ルビ分かち書きPDF
◦翻訳用テキストのWebページ
◦　レッツプラクティスのWord、PDF
◦　資料・問題編の各種テストのWord、PDF
◦Tosho数式エディタ
◦Google Forms、Microsoft Formsの小テスト

3
2
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Connect Voice ／インタビュー

今井むつみ   p.2

　認知心理学の視点からみる
　算数・数学     p.4

［小学校算数・中学校数学］

わたしのデジタルツール活用術    p.6
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ご当地 ! 授業アイデア大公開   p.10

［中学校数学］

お悩み解決 ! Q&A   p.12

令和 7 年度『新編 新しい数学』
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［表紙の写真］

鶴の舞橋（青森県）／ゆるやかな弧を
描く橋は、静かに風景へ溶けこみながら、
場所と場所、人と人をつなぐ。小さくて
も細くても、今までなかった所に橋を渡
すことができれば、気持ちまで通い合え
る道になるだろう。


