
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監    修  吉川 芳則（兵庫教育大学大学院 教授） 

編集発行 兵庫県教育委員会事務局義務教育課 （令和５（２０２３）年３月） 

連 絡 先 〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1 ℡078-341-7711（代） 

 

＜全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた課題克服研究授業改善チーム＞ 
＜小学校＞                ＜中学校＞ 
三田市立ゆりのき台小学校  小玉 直人   宝 塚 市 立 高 司 中 学 校  畠山 勇馬 
小野市立市場小学校  宮本 久子   小野市立小野南中学校  友定 美紀 
たつの市立小宅小学校  柿本亜津子   姫路市立山陽中学校  天野 雅子 
豊岡市立五荘小学校  田原 昭高   新温泉町立夢が丘中学校  伊奈 史雄 
丹波篠山市立岡野小学校  御川 歩美   洲本市立由良中学校  井髙  聡 
南あわじ市立榎列小学校  石田 直栄    

 

 

 

 

 

    

あわせてご活用下さい！ 

子どものつまずきに

応じた系統的な授業

改善は、こちらを！ 

 

 

 

 

 

令和３(2021)年度学力向上指導資料にも 

授業改善のポイントが掲載されています！ 

 

 

【R3全国学力・学習状況調査で 

特に課題と考えられる項目】 

■小学校国語 「目的や意図に応じて、自分の考えの理

由を明確にしながら、自分の考えが伝

わるように書き表し方を工夫すること」 

■中学校国語 「文章に表れているものの見方や考え方

を捉え、自分の考えをもつこと」 

子どもの「わかった」を
大切にした授業改善の
ポイント 

きめ細かな見取りから
確かな学力を育む授業
改善へ 

令和４(2022)年度学力向上指導資料にも 

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた

授業改善のポイントが掲載されています！ 

【「学びのデジタルガイド」＆「デジタルガイドプラス」】 

■教科特有の「見方・考え方」を働かせる授業改善の指

導事例集（「学びのデジタルガイド」）を作成しました。 

■「学びのデジタルガイド」で取り上げた事例の学びと

日常生活を結びつける子ども向けコーナー（「デジタ

ルガイドプラス」）を作成しました。 

「『活用・表現力』を高

めるための授業改善リ

ーフレット」 

04 教 T1-013A4 
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（冊子作成の目的） 

 国語科において、全国学力・学習状況調査の結果から課題としてあげられたことは、“兵庫県の子ども達

は自分の考えをもつことに課題がある”ということでした。そこで、課題を克服するために、令和２（2020）

年度から３年間、研究テーマを設定して指導方法の研究を行いました。本冊子は、その成果をまとめたもの

です。 

 

（冊子の構成） 

冊子の構成は以下の通りです。 

第１章 課題とされた調査問題の一例を掲載しています。 

第２章 課題克服にむけた研究課題及び研究体制を示しています。 

第３章 これら課題に対する３年間の研究の経過を紹介しています。 

第４章 
日々の授業実践に活用できるよう、“授業改善チーム教員”の協力のもと、実践事例

を紹介しています。兵庫県の子どもの課題克服へのヒントが満載です。 

第５章 
本事業の“授業改善チーム教員”による公開授業時の指導案及びワークシートを掲載

するとともに、その他国語科の学力向上に資する指導資料を紹介しています。 

 

（まとめ及び今後の方針） 

“兵庫県の子ども達は自分の考えをもつことに課題がある”これは、これまでの調査で常に課題として挙げ

られてきた内容です。裏を返せば、この課題を克服することが容易ではないことを示唆しており、新しい漢字

を覚えたからできるといったシンプルなものではないと考えています。だからこそ、教員から敬遠されがちな部分

でもあるかもしれません。 

これまでの“授業改善チーム教員”による研究成果をもとに、県内の子ども達が課題としている現状を打開

するため、学校全体でこの冊子を活用するとともに、課題の克服に向けた楽しく充実した授業を行っていただ

きたいと思います。そして、本冊子の活用が子ども達のつまずきを解消し、学力が向上する好循環を生み出

す契機となることを期待します。 

最後になりましたが、本書を作成するにあたり、ご指導を賜りました兵庫教育大学大学院 吉川芳則教

授及び、研究実践を進めていただきました授業改善支援チーム教員・所属校の皆様に深く感謝を申し上げ

ます。 

 

令和５（２０２３）年３月 

兵庫県教育委員会 

はじめに 
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小国− 1

高
橋
さ
ん
の
学
級
で
は
、
生
活
の
中
で
気
に
な
っ
た
こ
と
を
調
べ
、
友
達
に
報
告
す
る
こ
と
に�

し
ま
し
た
。
高
橋
さ
ん
は
、
公こ
う

衆
し
ゅ
う

電で
ん

話わ

に
つ
い
て
調
べ
て
い
ま
す
。
次
は
、
高
橋
さ
ん
が
書
い
て

い
る
【
報
告
す
る
文
章
】
で
す
。
こ
れ
を
よ
く
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

【
報
告
す
る
文
章
】

公
衆
電
話
に
つ
い
て

�

高
橋　

め
ぐ
み

1　

は
じ
め
に

先
日
外
出
し
た
と
き
に
、
家
に
電
話
を
か
け
よ
う
と
近
く
の
店
に
行
く
と
、�

あ
っ
た
は
ず
の
公
衆
電
話
が
な
く
な
っ
て
い
て
、
こ
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。�

ま
た
、
よ
く
行
く
公
園
の
公
衆
電
話
も
、
い
つ
の
間
に
か
な
く
な
っ
て
い
ま�

し
た
。
わ
た
し
は
、
公
衆
電
話
の
数
が
減
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、�

町
の
公
衆
電
話
の
数
を
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
ま
と
め
た�

も
の
が
〈
資
料
1
〉
で
す
。
平
成
二
十
年
度
か
ら
二
十
九
年
度
ま
で
の
十
年�

間
で
、
約
半
分
に
ま
で
減
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
公
衆
電
話
は
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
必
要
が
な
く
な
っ
て�

し
ま
っ
た
の
か
ど
う
か
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

2　

調
査
の
内
容
と
結
果

（
1
）
公
衆
電
話
は
ど
の
よ
う
な
と
き
に
必
要
な
の
か

多
く
の
人
が
け
い
た
い
電
話
を
持
つ
中
で
、
公
衆
電
話
が
必
要
と
さ
れ�

て
い
る
の
か
ど
う
か
を
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
地
い
き
の
人
三
十
人
を
調
査
の　

た
い
し
ょ
う
と
し
て
、
公
衆�

電
話
は
必
要
か
ど
う
か
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
必
要
だ
と�

回
答
し
ま
し
た
。
そ
の
理
由
を
ま
と
め
た
も
の
が
〈
資
料
2
〉
で
す
。�

「
け
い
た
い
電
話
を
わ
す
れ
た
と
き
に
必
要
」、「
け
い
た
い
電
話
の
電
池
が�

切
れ
た
と
き
に
必
要
」
な
ど
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
公
衆
電
話
は
、
主
に
け
い
た
い
電
話
を
使
う
こ
と
が�

で
き
な
い
と
き
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

1

〈資料1〉
公衆電話設置台数の移り変わり

（台）

平
成
20
年
度

平
成
21
年
度

平
成
22
年
度

平
成
23
年
度

平
成
24
年
度

平
成
25
年
度

平
成
26
年
度

平
成
27
年
度

平
成
28
年
度

平
成
29
年
度

300

250

200

150

0

〈資料2〉
公衆電話が必要な理由のまとめ（複数回答）

けいたい電話をわすれたときに必要 22人

けいたい電話の電池が切れたときに�
必要

12人

けいたい電話の使用が禁止されて�
いる場所にいるときに必要

5人

けいたい電話の電波がとどかない�
場所にいるときに必要

4人

けいたい電話や家の電話がつながり�
にくいときに必要

3人

その他 5人

ア

小国− 2

（
2
）
公
衆
電
話
に
は
ど
の
よ
う
な
使
い
方
や
特
ち
ょ
う
が
あ
る
の
か

公
衆
電
話
に
つ
い
て
書
か
れ
た
資
料
を
調
べ
て
み
る
と
、
公
衆
電
話
に
は
、�

次
の
よ
う
な
使
い
方
や
特
ち
ょ
う
が
あ
り
ま
し
た
。

・
警け
い

察さ
つ

署し
ょ

（
１
１
０
番
）
や
消
防
署
（
１
１
９
番
）
に
は
、
硬こ
う

貨か

や
テ
レ
ホ
ン�

カ
ー
ド
が
な
く
て
も
通
報
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
停
電
の
と
き
で
も
、
硬
貨
を
使
っ
て
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
電
話
が
混
み
合
っ
て
い
る
と
き
で
も
、
優ゆ
う

先せ
ん

的て
き

に
つ
な
が
り
や
す
い
。

こ
の
よ
う
に
、
公
衆
電
話
は
、
き
ん
急
の
と
き
に
も
使
う
こ
と
が
で
き
る�

と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

（
3
）
公
衆
電
話
は
ど
の
よ
う
な
場
所
に
あ
る
の
か

公
衆
電
話
を
必
要
な
と
き
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め�

に
は
、
ど
の
よ
う
な
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
の
か
を
前
も
っ
て
知
っ
て�

お
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
た
の
で
、
わ
た
し
は
、
公
衆
電
話
の
設
置�

場
所
を
確
か
め
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
実
際
に
町
を
歩
い
て
ま
と
め
た�

も
の
が
〈
資
料
3
〉
で
す
。

こ
の
資
料
か
ら
、
公
衆
電
話
は
、
主
に
病
院
や
学
校
、
駅
な
ど
の
多
く
の�

人
が
集
ま
る
場
所
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

3　

調
査
の
結
果
を
も
と
に
考
え
た
こ
と

調
査
の
結
果
か
ら
、
公
衆
電
話
は
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
必
要
が�

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、

ま
た
、
公
衆
電
話
を
使
い
た
い
と
き
に
は
、
多
く
の
人
が
集
ま
る
場
所
へ�

行
け
ば
見
つ
け
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
ま
し
た
。

今
回
の
調
査
を
通
し
て
知
っ
た
こ
と
を
、
学
級
の
友
達
に　

か
ぎ
ら
ず�

多
く
の
友
達
に
伝
え
、
公
衆
電
話
に
つ
い
て　

か
ん
し
ん
を
も
っ
て
も
ら
い�

た
い
と
思
い
ま
す
。

イ

ウ

〈資料3〉
公衆電話の設置場所を示した地図

小・中学校

スーパー 大学

駅

公園

0 50m

わたしたちの学校

病院

鉄道

郵
ゆう

便
びん

局
きょく

図書館

…
公
衆
電
話
の

　
　

設
置
場
所

…
公
衆
電
話
の

　
　

設
置
場
所
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一　

高
橋
さ
ん
は
、【
報
告
す
る
文
章
】
で
〈
資
料
2
〉
と
〈
資
料
3
〉
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
目
的
で
用
い
て�

い
ま
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
1
か
ら
5
ま
で
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
ん
で
、�

そ
の
番
号
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

1　

現
在
と
過
去
の
様
子
を
並な
ら

べ
て
示
し
、
二
つ
の
ち
が
い
を
伝
え
る
た
め
。

2　

内
容
ご
と
に
分
類
し
て
示
し
、
大
ま
か
な
特
ち
ょ
う
を
伝
え
る
た
め
。

3　

年
度
ご
と
の
数す
う

値ち

を
グ
ラ
フ
で
示
し
、
移
り
変
わ
り
を
伝
え
る
た
め
。

4　

記
号
や
印
な
ど
を
使
っ
て
示
し
、
実
際
の
位
置
を
伝
え
る
た
め
。

5　

説
明
し
た
い
場
所
や
も
の
を
写
真
で
示
し
、
実
際
の
様
子
を
伝
え
る
た
め
。

〈
資
料
2
〉
…
…

〈
資
料
3
〉
…
…

※
解
答
は
、
解
答
用
紙
に
書
き
ま
し
ょ
う
。

小国− 4

二　

高
橋
さ
ん
は
、「（
2
）
公
衆
電
話
に
は
ど
の
よ
う
な
使
い
方
や
特
ち
ょ
う
が
あ
る
の
か
」
の
中
で
、
公
衆
電
話
の�

使
い
方
や
特
ち
ょ
う
に
つ
い
て
、
く
ふ
う
し
て
書
い
て
い
ま
す
。
そ
の
く
ふ
う
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の�

1
か
ら
4
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

1　

情
報
を
整
理
し
て
伝
え
る
た
め
に
、
こ
と
が
ら
を
分
け
て
並
べ
て
書
い
て
い
る
。

2　

自
分
の
考
え
を
強
調
す
る
た
め
に
、
同
じ
言
葉
を
く
り
返
し
て
書
い
て
い
る
。

3　

自
分
の
考
え
の
も
と
と
な
る
事
実
を
示
す
た
め
に
、
図
や
表
を
用
い
て
書
い
て
い
る
。

4　

相
手
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
、
使
い
方
の
手
順
に
従
し
た
が
っ
て
書
い
て
い
る
。
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四　

高
橋
さ
ん
は
、【
報
告
す
る
文
章
】
を
書
き
終
え
、
読
み
返
し
て
い
ま
す
。
次
の
（1）
と
（2）
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

（1）　

高
橋
さ
ん
は
、
習
っ
て
い
る
漢
字
が
ひ
ら
が
な
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
、
書
き
直
す
こ
と
に�

し
ま
し
た
。【
報
告
す
る
文
章
】
の

部
ア
か
ら
ウ
の
ひ
ら
が
な
を
、
漢
字
で
て
い
ね
い
に
書
き
ま
し
ょ
う
。

そ
こ
で
、
地
い
き
の
人
三
十
人
を
調
査
の　

た
い
し
ょ
う
と
し
て
、
公
衆
電
話
は
必
要
か
ど
う
か
を
聞
い
た�

と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
必
要
だ
と
回
答
し
ま
し
た
。

ア
今
回
の
調
査
を
通
し
て
知
っ
た
こ
と
を
、
学
級
の
友
達
に　

か
ぎ
ら
ず
多
く
の
友
達
に
伝
え
、
公
衆
電
話
に�

つ
い
て　

か
ん
し
ん
を
も
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

イ

（
ら
ず
）

ウ※
解
答
は
、
解
答
用
紙
に
書
き
ま
し
ょ
う
。

ア

イ

ウ

小国− 7

（2）　

高
橋
さ
ん
は
、
読
み
手
に
伝
わ
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、【
報
告
す
る
文
章
】
の

の
文
を
二
つ
の�

文
に
分
け
て
書
き
直
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
文
と
文
と
を
つ
な
ぐ
言
葉
に
は
「
そ
こ
で
」
を
使
い
ま
す
。
書
き
直
し
た�

一
文
目
の
終
わ
り
の
五
文
字
と
、
二
文
目
の
「
そ
こ
で
、」
に
続
く
五
文
字
を
書
き
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
読と
う

点て
ん

（
、
）
も�

字
数
に
ふ
く
み
ま
す
。

公
衆
電
話
を
必
要
な
と
き
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め�

に
は
、
ど
の
よ
う
な
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
の
か
を
前
も
っ
て
知
っ
て�

お
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
た
の
で
、
わ
た
し
は
、
公
衆
電
話
の
設
置�

場
所
を
確
か
め
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

。
そ
こ
で
、

※
解
答
は
、
解
答
用
紙
に
書
き
ま
し
ょ
う
。

小国− 5

三　

高
橋
さ
ん
は
、「
3　

調
査
の
結
果
を
も
と
に
考
え
た
こ
と
」
の

に
「
2　

調
査
の
内
容
と
結
果
」
の�

（
1
）
と
（
2
）
で
分
か
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
書
い
て
い
ま
す
。

に
入
る
内
容
を
、
次
の
条
件
に�

合
わ
せ
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

〈
条
件
〉

○　
「
2　

調
査
の
内
容
と
結
果
」
の
（
1
）
と
（
2
）
の
両
方
か
ら
言
葉
や
文
を
取
り
上
げ
て
書
く
こ
と
。

○　
【
報
告
す
る
文
章
】
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
で
書
く
こ
と
。

○　

書
き
出
し
の
言
葉
に
続
け
て
、
四
十
字
以
上
、
七
十
字
以
内
に
ま
と
め
て
書
く
こ
と
。
な
お
、
書
き
出
し
の�

言
葉
は
字
数
に
ふ
く
む
。

※
左
の
原げ
ん

稿こ
う

用
紙
は
下
書
き
用
な
の
で
、
使
っ
て
も
使
わ
な
く
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
解
答
は
、
解
答
用
紙
に
書
き
ま
し
ょ
う
。

※
◆
の
印
か
ら
書
き
ま
し
ょ
う
。
と
ち
ゅ
う
で
行
を
変
え
な
い
で
、
続
け
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

　

調
査
の
結
果
か
ら
、
公
衆
電
話
は
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て�

必
要
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ま
し
た
。

な
ぜ
な
ら
、
◆

40字

70字
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次
は
、
夏な

つ

目め

漱そ
う

石せ
き

の
作
品
『
吾わ

が

輩は
い

は
猫
で
あ
る
』
の
本
の
カ
バ
ー
に
書
か
れ
て
い
る
【
紹
介
】
と
、【
文
章
の
一
部
】
で
す
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
あ

と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

 【
紹
介
】

中
学
教
師
の
苦く

沙し
ゃ

弥み

先
生
の
家
で
暮
ら
す
猫
「
吾
輩
」
か

ら
見
れ
ば
、
世
の
中
は
全
く
も
っ
て
滑
稽
そ
の
も
の
。
周

囲
の
様
子
を
観
察
し
、
様
々
に
評
価
す
る
。
ユ
ー
モ
ア
あ

ふ
れ
る
長
編
小
説
で
あ
る
本
作
は
、
漱
石
が
三
十
八
歳
の

と
き
に
発
表
し
て
以
来
、
多
く
の
読
者
に
愛
さ
れ
て
き
た
。

今
な
お
、
多
く
の
人
の
共
感
を
呼
ぶ
名
作
。

吾
輩
は
猫
で
あ
る　
　
　
　

夏
目
漱
石

吾
輩
は
猫
で
あ
る

 

夏
目
漱
石

３

中国－10

 【
文
章
の
一
部
】

〔
こ
こ
ま
で
の
あ
ら
す
じ
〕　

苦
沙
弥
先
生
の
家
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
猫
の
「
吾
輩
」
は
、
あ
る
日
、
家
の
裏
に
あ
る
茶ち

ゃ

畠ば
た
け

で
黒
猫
の

「
黒く

ろ

」
と
出
会
う
。「
黒
」
は
大
き
な
体
格
で
、
車
屋
（
人
力
車
を
引
く
人
）
に
飼
わ
れ
て
い
る
乱
暴
猫
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、「
吾
輩
」
は

た
び
た
び
「
黒
」
に
出
く
わ
す
よ
う
に
な
る
。

あ
る
日
、
例
の
ご
と
く
吾
輩
と
黒
は
暖
か
い
茶
畠
の
中
で
寝
こ
ろ
び
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
雑
談
を
し
て
い
る
と
、
彼
は
い
つ
も
の
自
慢
話
を

さ
も
新
し
そ
う
に
く
り
か
え
し
た
あ
と
で
、
吾
輩
に
向
か
っ
て
下し

も

の
ご
と
く
質
問
し
た
。

「
お
め
え

丶

丶

丶

は
い
ま
ま
で
に
鼠ね

ず
み

を
何
び
き
と
っ
た
こ
と
が
あ
る
。」

智ち

識し
き

は
黒
よ
り
も
よ
ほ
ど
発
達
し
て
い
る
つ
も
り
だ
が
、
腕
力
と
勇
気
と
に
い
た
っ
て
は
と
う
て
い
黒
の
比
較
に
は
な
ら
な
い
と
覚
悟
は
し

て
い
た
も
の
の
、
こ
の
問
い
に
接
し
た
る
と
き
は
、
さ
す
が
に
き
ま
り
が
よ
く
は
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
事
実
は
事
実
で
、
い
つ
わ
る
わ
け
に

は
ゆ
か
な
い
か
ら
、
吾
輩
は
、

「
実
は
と
ろ
う
と
ろ
う
と
思
っ
て
、
ま
だ
と
ら
な
い
」
と
答
え
た
。

黒
は
、
彼
の
鼻
の
先
か
ら
ぴ
ん
と
つ
っ
ぱ
っ
て
い
る
長
い
ひ
げ
を
び
り
び
り
と
ふ
る
わ
せ
て
、
非
常
に
笑
っ
た
。
元
来
黒
は
自
慢
を
す
る
だ

け
に
ど
こ
か
足
り
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
彼
の
気き

焰え
ん

を
感
心
し
た
よ
う
に
の
ど
を
こ
ろ
こ
ろ
鳴
ら
し
て
謹
聴
し
て
い
れ
ば
、
は
な
は
だ
御ぎ

ょ

し

や
す
い
猫
で
あ
る
。
吾
輩
は
彼
と
近
づ
き
に
な
っ
て
か
ら
す
ぐ
に
こ
の
呼
吸
を
の
み
こ
ん
だ
か
ら
、
こ
の
場
合
に
も
、
な
ま
じ
い
お
の
れ
を
弁

護
し
て
ま
す
ま
す
形
勢
を
悪
く
す
る
の
も
愚
で
あ
る
、
い
っ
そ
の
こ
と
彼
に
自
分
の
手
柄
話
を
し
ゃ
べ
ら
し
て
お
茶
を
に
ご
す
に
し
く
は
な
い

と
、
思
案
を
定
め
た
。
そ
こ
で
お
と
な
し
く
、

「
君
な
ど
は
年
が
年
で
あ
る
か
ら
、
だ
い
ぶ
ん
と
っ
た
ろ
う
」
と
、
そ
そ
の
か
し
て
み
た
。

（
注
１
）

（
注
２
）

①

（
注
３
）

中国－11

果
然
彼
は
、
墻し

ょ
う

壁へ
き

の
欠
所
に
吶と

っ

喊か
ん

し
て
き
た
。

「
た
ん
と
で
も
ね
え
が
、
三
、
四
十
は
と
っ
た
ろ
う
」
と
は
、
得
意
気
な
る
彼
の
答
え
で
あ
っ
た
。
彼
は
な
お
語
を
つ
づ
け
て
、「
鼠
の
百
や
二 

百
は
一
人
で
い
つ
で
も
引
き
受
け
る
が
、
い
た
ち

丶

丶

丶

っ
て
え
や
つ
は
手
に
合
わ
ね
え
。
一
度
い
た
ち

丶

丶

丶

に
向
か
っ
て
、
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
た
。」

「
へ
え
、
な
る
ほ
ど
」
と
、
あ
い
づ
ち
を
う
つ
。

黒
は
大
き
な
眼め

を
ぱ
ち
つ
か
せ
て
、
い
う
。

「
去
年
の
大
掃
除
の
と
き
だ
。
う
ち
の
亭
主
が
石い

し

灰ば
い

の
袋
を
持
っ
て
縁
の
下
へ
は
い
こ
ん
だ
ら
、
お
め
え

丶

丶

丶

、
大
き
な
い
た
ち

丶

丶

丶

の
野
郎
が
め
ん
く

ら
っ
て
飛
び
だ
し
た
と
思
い
ね
え
。」

「
ふ
ん
」
と
感
心
し
て
見
せ
る
。

「
い
た
ち

丶

丶

丶

っ
て
け
ど
も
、
な
に
、
鼠
の
す
こ
し
大
き
い
ぐ
れ
え
の
も
の
だ
。
こ
ん
ち
き
し
ょ
う
っ
て
気
で
追
っ
か
け
て
、
と
う
と
う
ど
ぶ
の
中

へ
追
い
こ
ん
だ
と
思
い
ね
え
。」

「
う
ま
く
や
っ
た
ね
」
と
喝か

っ

采さ
い

し
て
や
る
。

「
と
こ
ろ
が
お
め
え

丶

丶

丶

、
い
ざ
っ
て
え
段
に
な
る
と
、
や
つ
め
最
後
っ
屁ぺ

を
こ
き
や
が
っ
た
。
く
せ
え
の
く
さ
く
ね
え
の
っ
て
、
そ
れ
か
ら
っ
て

え
も
の
は
い
た
ち

丶

丶

丶

を
見
る
と
胸
が
悪
く
な
ら
あ
。」

彼
は
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
あ
た
か
も
去
年
の
臭
気
を
今
な
お
感
ず
る
ご
と
く
、
前
足
を
あ
げ
て
鼻
の
頭
を
二
、
三
べ
ん
な
で
ま
わ
し
た
。
吾

輩
も
少
々
気
の
ど
く
な
感
じ
が
す
る
。
ち
っ
と
景
気
を
つ
け
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
、

「
し
か
し
鼠
な
ら
、
君
に
に
ら
ま
れ
て
は
百
年
目
だ
ろ
う
。
君
は
あ
ま
り
鼠
を
と
る
の
が
名
人
で
鼠
ば
か
り
食
う
も
の
だ
か
ら
、
そ
ん
な
に
ふ

と
っ
て
色
つ
や
が
い
い
の
だ
ろ
う
。」

黒
の
ご
き
げ
ん
を
と
る
た
め
の
こ
の
質
問
は
、
ふ
し
ぎ
に
も
反
対
の
結
果
を
呈
出
し
た
。
彼
は
喟き

然ぜ
ん

と
し
て
大た

い

息そ
く

し
て
い
う
。

「
考か

ん

げ
え
る
と
つ
ま
ら
ね
え
。
い
く
ら
稼
い
で
鼠
を
と
っ
た
っ
て
│
│
い
っ
て
え
人
間
ほ
ど
ふ
て
え
や
つ
は
世
の
中
に
い
ね
え
ぜ
。
人
の
と
っ
た

（
注
４
）

Ａ

②

（
注
５
）

Ｂ
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鼠
を
み
ん
な
取
り
あ
げ
や
が
っ
て
、
交こ

う

番ば
ん

へ
持
っ
て
ゆ
き
あ
が
る
。
交
番
じ
ゃ
、
だ
れ
が
と
っ
た
か
わ
か
ら
ね
え
か
ら
、
そ
の
た
ん
び

丶

丶

丶

に
五
銭

ず
つ
く
れ
る
じ
ゃ
ね
え
か
。
う
ち
の
亭
主
な
ん
か
、
お
れ
の
お
か
げ
で
も
う
一
円
五
十
銭
く
ら
い
も
う
け
て
い
や
が
る
く
せ
に
、
ろ
く
な
も
の

を
食
わ
せ
た
こ
と
も
あ
り
ゃ
し
ね
え
。
お
い
、
人
間
て
も
の
あ
体て

い

の
い
い
泥
棒
だ
ぜ
。」

さ
す
が
無
学
の
黒
も
こ
の
く
ら
い
の
理
屈
は
わ
か
る
と
み
え
て
、
す
こ
ぶ
る
お
こ
っ
た
よ
う
す
で
背
中
の
毛
を
逆
だ
て
て
い
る
。
吾
輩
は

少
々
気
味
が
悪
く
な
っ
た
か
ら
、
い
い
か
げ
ん
に
そ
の
場
を
ご
ま
か
し
て
、
う
ち
へ
帰
っ
た
。

こ
の
と
き
か
ら
吾
輩
は
、
け
っ
し
て
鼠
を
と
る
ま
い
と
決
心
し
た
。
し
か
し
、
黒
の
子
分
に
な
っ
て
鼠
以
外
の
ご
ち
そ
う
を
あ
さ
っ
て
あ
る

く
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
ご
ち
そ
う
を
食
う
よ
り
も
寝
て
い
た
ほ
う
が
気
楽
で
い
い
。

（
夏
目
漱
石
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
（
上
）』
に
よ
る
。）

（
注
１
）　

気
焰
＝
燃
え
上
が
る
よ
う
な
盛
ん
な
意
気
。

（
注
２
）　

御
し
や
す
い
＝
思
う
よ
う
に
扱
い
や
す
い
。

（
注
３
）　

お
茶
を
に
ご
す
に
し
く
は
な
い
＝
ご
ま
か
す
の
が
最
も
よ
い
。

（
注
４
）　

果
然
彼
は
、
墻
壁
の
欠
所
に
吶
喊
し
て
き
た
＝
こ
こ
で
は
、
予
想
ど
お
り
「
黒
」
が
誘
い
に
勢
い
込
ん
で
乗
っ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
。

（
注
５
）　

喟
然
と
し
て
大
息
し
て
＝
た
め
息
を
つ
い
て
嘆
い
て
。

（
注
６
）　

交
番
へ
持
っ
て
ゆ
き
あ
が
る
＝
当
時
は
、
公
衆
衛
生
上
、
鼠
退
治
を
奨
励
し
、
と
っ
た
鼠
を
交
番
で
買
い
上
げ
た
。

（
注
６
）
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一　

線
部
①
「
呼
吸
を
の
み
こ
ん
だ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
部
分
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
４
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び

な
さ
い
。

１　

コ
ツ
を
つ
か
ん
だ
。

２　

息
を
吸
い
込
ん
だ
。

３　

た
め
息
を
抑
え
た
。

４　

発
言
を
我
慢
し
た
。

二　

　
　
線
部
Ａ
「
喝
采
し
て
や
る
」、
　
　
線
部
Ｂ
「
と
っ
た
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、「
吾
輩
」
の
動
作
で
あ
る
場
合
は
１
、「
黒
」
の
動
作
で
あ
る

場
合
は
２
、「
亭
主
」
の
動
作
で
あ
る
場
合
は
３
を
選
び
な
さ
い
。

三　

線
部
②
「
反
対
の
結
果
を
呈
出
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
は
「
黒
」
の
ど
の
よ
う
な
様
子
か
ら
分
か
り
ま
す
か
。【
文
章
の
一
部
】
の

中
か
ら
探
し
、
抜
き
出
し
な
さ
い
。

中国－14

四
　
【
紹
介
】
に

線
部
「
様
々
に
評
価
す
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、【
文
章
の
一
部
】
で
は
、「
吾
輩
」
は
「
黒
」
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
ど
の
よ
う
な

接
し
方
を
し
て
い
ま
す
か
。
ま
た
、
あ
な
た
は
、
そ
の
よ
う
な
「
吾
輩
」
の
接
し
方
を
ど
う
思
い
ま
す
か
。
次
の
条
件
１
と
条
件
２
に
し
た
が
っ
て
書
き

な
さ
い
。

な
お
、
読
み
返
し
て
文
章
を
直
し
た
い
と
き
は
、
二
本
線
で
消
し
た
り
行
間
に
書
き
加
え
た
り
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

条
件
１ 

　
【
文
章
の
一
部
】
か
ら
、「
吾
輩
」
が
「
黒
」
を
評
価
し
て
い
る
表
現
を
引
用
し
た
上
で
、「
吾
輩
」
が
「
黒
」
に
ど
の
よ
う
な
接
し
方
を
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
の
か
を
書
く
こ
と
。

条
件
２ 

　
条
件
１
の
よ
う
な
「
吾
輩
」
の
接
し
方
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
具
体
的
に
書
く
こ
と
。

※
　
左
の
枠
は
、
下
書
き
に
使
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
解
答
は
必
ず
解
答
用
紙
に
書
き
な
さ
い
。
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★授業改善チームの立ち上げ 
 
 
 
 
 
 
★３年間（令和２～４年度）の授業改善チームによる実践を通した研究 
  ※研究の経過については、次ページ以降を参照 

授業改善チームとは・・・ 

  各教育事務所から推薦を受けた小・中各１人の教員で構成した本事業推進のための組織 

※推薦基準 

    国語教育の指導力に優れており、市町においても研修講師や指導助言、模範授業等を行う

ことができる中堅教員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業改善チーム教員所属校 授業改善チーム連絡協議会 

・全国学力・学習状況調査の分析 

・「活用・表現力」育成に向けた教材分析 

・評価問題の作成 

・系統性の分析 

・研究授業 等 

・連絡協議会における分析等に基づく授

業実践 

・自校の子どもの誤答・無解答分析 等 

連携市町(教育事務所管内で毎年度変更可能） 

 

【市町研修】 

指導主事等との連携による、連絡協議会にお

ける分析等・所属校の実践を踏まえた研修の実

施に基づく成果の周知 

【各学校】 

 ・校内研修の講師 ・模範授業 

 

実践 

周知 

「目的や意図に応じて複数の資料（情報）を用いて自分の考えを表現する力」 

（以下、「活用・表現力」）の育成に向けた指導方法の研究 

（１） 研 究 課 題 

（２） 研 究 方 法 

・・・これまでに見られた課題を踏まえて設定 

（3） 研 究 体 制 

分析 
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★授業改善チームの立ち上げ 
 
 
 
 
 
 
★３年間（令和２～４年度）の授業改善チームによる実践を通した研究 
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小中別課題の整理 
 ・小学校 「目的や意図に応じ、必要な情報をもとに自分の考えをまとめること」 

 ・中学校 「複数の資料の特徴や傾向を関連付け、考察し判断すること」 

 

９つの観点を取り入れた授業研究 
・「自分の考えをもつこと」及び「９つの観点」を取り入れた授業研究 

（１） １年目（令和２年度） 

（２） ２年目（令和３年度） 

成果① 小中共通して、「自分の考えをもつこと」とつまずきポイント「９つの観点」 
  を取り入れることが重要 

成果② ・「９つの観点」の内、特に観点 e.g.hを主に取り入れることが大事 
 ・評価問題作成による授業評価を行うことが大事 

 

３年目（令和４年度）に向けた研究課題の再設定 
 
 「目的や意図に応じて複数の資料（情報）を用いて自分の考えを表現する力」 
 
※研究を進める中で、特に小学校段階において“複数の情報”をもとに自分の考えをまとめる

過程が大切であることが分かってきた。また、中学校段階においてもこのことは大切であるこ

とから、 “複数の資料”に“複数の情報”も含めて広く捉え、両者をまとめた表現として、令和

４年度から“複数の資料（情報）”という表記を用いることとした。合わせて、つまずきポイント

「h複数の条件を踏まえて書くこと」について、資料（情報）に“条件”の意味も含むこととし、

「h複数の資料（情報）を踏まえて書くこと」に更新する。 

 

９つの観点 
 

 

 

 

 

a  目的と表現の関係をとらえること 
b  文や文章の構成・構造をとらえること 
c  文章の要旨・主題をとらえること 
d  目的や意図を意識して書くこと 
e  共通点や相違点を意識すること 

f   日常生活や社会生活と結び付けること 
   語感や語彙を豊かにすること 
h   複数の条件を踏まえて書くこと 
i   文章からキーワードを見つけること 

小・中学校共通課題 自分の考えをもつこと 

「活用・表現力」を高めるために、「自分の考えをもつこと」と「９つの観点」

を踏まえた授業を計画し、実践する研究 

g 
 

２年目のまとめ  「『活用・表現力』を高めるための授業改善リーフレット」 
（研究内容説明及び取組事例紹介）       (R4.3)  
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観点の重点化と評価を取り入れた授業研究 
・「自分の考えをもつこと」及び「観点 e. h. g」を取り入れた授業研究 

・評価問題作成による授業評価 

（３） ３年目（令和４年度） 

成果③   「活用・表現力」の育成に向けた授業づくりの体系化 

（兵庫教育大学大学院教授 吉川芳則氏 講義資料を基に作成） 

全国学力・学習状況調査 

対応レベル 

複数の資料（情

報）を用いて 

「研究課題」の捉え方 
「研究課題」 
目的や意図に応じて複数の資料（情報）を用いて自分の考えを表現する力 
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Ⅰ 

単元における、“自分の考えをもつ手立て”を５点（①～⑤）にまとめています。 

①観点 eに関すること【観点 e：共通点や相違点を意識すること】 

②観点 hに関すること【観点 h:複数の資料（情報）を踏まえて書くこと】 

③観点 gに関すること【観点 g：語感や語彙を豊かにすること】 

④形成的な評価に関すること 

⑤総括的な評価に関すること 

Ⅰ 

○Ⅰで示した５つの
“自分の考えをもつ手

立て”を単元計画の中

に、位置付けています。 

①観点 e 

→「①比較」 

②観点ｈ 

→「②複数の資料(情報)」 

③観点ｇ 

→「③語感・語彙」 

④形成的な評価規準や

方法 

→「④形成的な評価」 

⑤総括的な評価規準や

方法 

→「⑤総括的な評価」 

Ⅱ 

（２） 事例の見方 

Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主に単元の終末

において、子ども達

が“自分の考えをも

つことができている

か”評価する規準と

方法について示して

います。 

Ⅲ 
単元の中で、特に

語彙力を高めたり語

感を豊かにしたりす

ることができる場面

とその方法を示して

います。 

○Ⅱで示した場所における、５つの具体的な手立てを示しています。 

方法や大事なポイントを見出し文で示しています。 

Ⅲ 

 

主に、資料（２つの教材や１つの教材の２つ

の場面など）や情報（友だちの意見、過去の

自分の考えなど）の共通点や相違点を意識

することで、自分の考えをもったり深めたりし

ていくことにつながる場面を示しています。視

点を明確にして比較させることが重要です。 

 

主に、共通点や相違点から自分の考

えを形成したり深めたりしていくための

材料となる複数の資料や情報を得る場

面を示しています。授業者は、ねらいに

沿った資料（情報）を複数準備します。 

主に単元の途中

段階において、子ど

も達が、“自分の考

えをもつ経験が上手

くできているか”評価

する規準と方法につ

いて示しています。指

導者は結果から指

導方法の軌道修正

をすることもできま

す。 

比較 １ 複数の資料(情報) ２ 

語感・語彙 ３ 
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えを形成したり深めたりしていくための
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面を示しています。授業者は、ねらいに
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 ・音読をしながら、本文の大

まかな内容を捉え、学習の

見通しをもつ。 

・場面ごとにあらすじを 

まとめる。 

○音読 

方法 語のまとまりや言葉の響きに気をつけて音読する。 

○あらすじシート 

評(A) 場面の様子や登場人物の行動などを捉えてまとめている。 

評(B) 場面のできごとを捉えて、まとめている。 

評(C) 場面の順序を捉えている。 

二 ・音読劇で表現したい会話

文や叙述を選び、想像した

ことを交流する。 

 

 

 

 

 

 

○台本カード 

評(A) 場面の変化に着目し、登場人物の様子や心情を想像している。 

評(B) 会話文や叙述を根拠に登場人物の様子や心情を想像している。 

評(C) 音読劇で表現したい会話文や叙述を選んでいる。 

 

評(B) １場面と４場面の叙述や挿絵を比較することで、登場人物の様子や心情

の共通点、相違点を見つけている。 

評(B) 文末や言葉に着目し、音読や動作化をしたり、反復に気づいたりして、想

像している。 

評(B) 交流して読み深めた複数の内容から、自分が音読劇で表現したい登場

人物の様子や心情を台本カードに書いている。  

三 ・自分のお気に入りの場面

を選び、音読劇を完成さ

せ、交流する。 

評(B) 書き溜めた複数の台本カードから自分が表現したいものを選択し、音読

劇にいかしている。 

 

評(B) 表現を交流し、さらに想像したことをまとめている。 

小野市立市場小学校の実践            （第２学年「お手紙」） 
単元名「音読劇をしよう」 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 
１場面と 4 場面の挿絵や叙述を比較し、登場人物の様子や心情の変化を読み
取る 

１ 

４ 

複数の資料(情報) ２ 

比較 １ 

語感・語彙 ３ 

総括的な評価 
 

５ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 
交流して読み深めた複数の内容（情報）から、自分の考えを台本カードに書
く 

２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 
音読劇で表現したい会話文や言葉について、音読や動作化をして豊かに想像
する 

３ 

単元計画  

単元目標「登場人物の様子や心情に着目し、音読劇を行うことができる」 

５ 

形成的な評価方法・観点 

音読劇で表現したい登場人物の様子や心情を台本カードに書いている 

総括的な評価方法・観点 
台本カードを使って音読劇を完成させている 

形成的な評価 
 

４ 

【小学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・交流後に新たに気付いたり読みを深めたりしたことを台本カードにまとめる。 

・評（B） 場面ごとの登場人物の様子や心情を叙述を根拠にして想像することができる。 

・【支援】板書の色分けされた叙述と深めた内容から、賛成意見を見つけさせる。 

 

 

 

・構造的な板書 

「かえるくん」を上段、「がまく

ん」を下段にまとめることで情

報を整理し、だれについての内

容を読み深めたのかを把握で

きるようにする。 

 

 
 
総括的な言語活動（活用）：台本カードを活用して音読劇を完成させ、表現を交流する。 

内容面：最も想像を広げた場面の台本カードを活用すること。 

条件面：二次で書き溜めた複数の台本カードから選択すること。 

 
 

・「親友」と「友達」を比べ読みしたり、「親友」が 2回繰り返されている効果について考えたりすることで、手紙の

内容を読み深める。 

・叙述や場面の音読や動作化を行うことで、登場人物の様子や心情を読み深める。 

音読劇で表現したい登場人物の様子や心情を台本カードに書いている 

 

複数の資料(情報) 

 

語感・語彙 ３ 

２ 

形成的な評価 
 

４ 

台本カードを使って音読劇を完成させている 総括的な評価 
 

 

５ 

 比較 １ 

・共通点・相違点を出し合い、登場人物の行

動は反復しているが、心情は違うことや、対

比することで幸せな気持ちがさらに深まる

ことに気付かせる。 場面のつながりを意識した深い読み 

・４場面を交流する際、1 場面の学習の足跡を残し、似た場面があったことに

気付かせる。 

・ワークシート（台本カード） 

一人学びと交流後のワークシート（台本カー

ド）を同じ形式にすることで、考えの深まりや

広がりを捉えることができる。また、書き溜め

たワークシートが複数の情報となり、三次の

言語活動が充実する。 一人学び 振り返り 

第１場面

の挿絵 

第４場面

の挿絵 

第１場面

の挿絵 

第４場面

の挿絵 

 指導のポイント 

１場面と４場面の叙述や挿絵を比較し、登場人物の様子や心情の変化を読み

取る 

交流して読み深めた複数の内容（情報）から、自分の考えを台本カードに
書く 

音読劇で表現したい会話文や言葉について、音読や動作化をして豊かに 
想像する 
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 ・音読をしながら、本文の大

まかな内容を捉え、学習の

見通しをもつ。 

・場面ごとにあらすじを 

まとめる。 

○音読 
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○台本カード 
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評(B) 文末や言葉に着目し、音読や動作化をしたり、反復に気づいたりして、想

像している。 

評(B) 交流して読み深めた複数の内容から、自分が音読劇で表現したい登場

人物の様子や心情を台本カードに書いている。  

三 ・自分のお気に入りの場面

を選び、音読劇を完成さ

せ、交流する。 
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小野市立市場小学校の実践            （第２学年「お手紙」） 
単元名「音読劇をしよう」 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 
１場面と 4 場面の挿絵や叙述を比較し、登場人物の様子や心情の変化を読み
取る 

１ 

４ 

複数の資料(情報) ２ 

比較 １ 

語感・語彙 ３ 

総括的な評価 
 

５ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 
交流して読み深めた複数の内容（情報）から、自分の考えを台本カードに書
く 

２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 
音読劇で表現したい会話文や言葉について、音読や動作化をして豊かに想像
する 

３ 

単元計画  

単元目標「登場人物の様子や心情に着目し、音読劇を行うことができる」 

５ 

形成的な評価方法・観点 

音読劇で表現したい登場人物の様子や心情を台本カードに書いている 

総括的な評価方法・観点 
台本カードを使って音読劇を完成させている 

形成的な評価 
 

４ 

【小学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・交流後に新たに気付いたり読みを深めたりしたことを台本カードにまとめる。 

・評（B） 場面ごとの登場人物の様子や心情を叙述を根拠にして想像することができる。 

・【支援】板書の色分けされた叙述と深めた内容から、賛成意見を見つけさせる。 
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「かえるくん」を上段、「がまく

ん」を下段にまとめることで情

報を整理し、だれについての内

容を読み深めたのかを把握で

きるようにする。 

 

 
 
総括的な言語活動（活用）：台本カードを活用して音読劇を完成させ、表現を交流する。 

内容面：最も想像を広げた場面の台本カードを活用すること。 

条件面：二次で書き溜めた複数の台本カードから選択すること。 

 
 

・「親友」と「友達」を比べ読みしたり、「親友」が 2回繰り返されている効果について考えたりすることで、手紙の
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４ 

台本カードを使って音読劇を完成させている 総括的な評価 
 

 

５ 

 比較 １ 

・共通点・相違点を出し合い、登場人物の行

動は反復しているが、心情は違うことや、対

比することで幸せな気持ちがさらに深まる

ことに気付かせる。 場面のつながりを意識した深い読み 

・４場面を交流する際、1 場面の学習の足跡を残し、似た場面があったことに

気付かせる。 

・ワークシート（台本カード） 

一人学びと交流後のワークシート（台本カー

ド）を同じ形式にすることで、考えの深まりや

広がりを捉えることができる。また、書き溜め

たワークシートが複数の情報となり、三次の

言語活動が充実する。 一人学び 振り返り 

第１場面

の挿絵 

第４場面

の挿絵 

第１場面

の挿絵 

第４場面

の挿絵 

 指導のポイント 

１場面と４場面の叙述や挿絵を比較し、登場人物の様子や心情の変化を読み

取る 

交流して読み深めた複数の内容（情報）から、自分の考えを台本カードに
書く 

音読劇で表現したい会話文や言葉について、音読や動作化をして豊かに 
想像する 
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 ・単元計画を立案する。 

・言語活動例（広告）を提示

する。 

・キャッチコピー、相手意識と

は何かについて学ぶ。 

 

方法 三次で作成する広告の例を示し、書かれている事柄を確かめる。 

評(B) 広告には、主に３つの事柄が示されていることを理解している。 

「キャッチコピー」「明確な相手意識（写真・絵）」 

「文房具の良さを３点取り上げて説明（特長）」 

 

二 ・例示されている広告を読み

解いて、記述するポイントを

学ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法 教材で示されている２つの広告を「キャッチコピー」「写真」「特長」の３つ

の視点で比較する。 

評(B) ３つの視点で比較している。 

３つの視点 比較した内容 

キャッチコピー 「家族の健康チェック」と「子どもの急な発熱」 

写真 「家族全員」と「親子」 

特長 キャッチコピーの違いに合わせて、特長について書かれて

いる事柄の順序が変わる。※ 

※「家族の健康チェック」→「どなたにも使いやすい」 

  「音と光の両方でお知らせ」「わずか１５秒」「いつでも清けつ」 

「急な発熱」     →「すばやくはかれる」 

「わずか１５秒」「いつでも清けつ」「音と光の両方でお知らせ」 

三 自分で選んだ文房具につい

て、観点を明確に広告を作

成する。 

評(B)「キャッチコピー」「写真」「特長（３点）」で広告を作成し、伝えている。 

  

 

三田市立ゆりのき台小学校の実践  （第４学年「広告を読みくらべよう」） 
単元名「自分の文房具で広告をつくろう」 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 
２つの広告を読み比べて、作り手の意図を捉える 

 

１ 

４ 

複数の資料(情報) ２ 

形成的な評価 ４ 

比較 １ 

語感・語彙 ３ 

総括的な評価 ５ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 
作成した広告を交流し、互いに評価する 

２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 
広告のプレ交流を行うことで、より適切な言葉を選ぼうとする 

３ 

単元計画  

単元目標「文房具の良さを、３つの視点で作成し、伝えることができる」 

５ 

形成的な評価方法・観点 
読み手に伝わる表現を使って、広告の良さを書いている 

総括的な評価方法・観点 

広告のレイアウトに沿って、文房具の良さを伝えている 

 
 
総括的な言語活動（活用）：授業毎に書き留めた広告の良さを伝えるために必要な事柄をいかして、文房具の広

告を作成する。 

内容面：相手にイメージを伝える表現を工夫すること。 

条件面：プレ交流で修正確認した表現技法を複数用いて、広告を作成すること。 

広告のレイアウトに沿って、文房具の良さを伝えている 総括的な評価 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評（B） 複数の表現技法（数値やオノマトペ等）を意識して使って書いている。 

・紹介する文房具の良さ

と良さが伝わる表現を

整理させておく。 

・友だちの広告の良さを

見つけ、自分の広告作り

にいかしていく。 

 
 
例：具体的数値を入れることで、実物の大きさや動きのイメージを伝える。 

例：「カチッと」のようなオノマトペを使うことで使い勝手のイメージを伝える。 

広告のプレ交流を行うことで、より適切な言葉を選ぼうとする 語感・語彙 

作成した広告を交流し、互いに評価する 

３ 

複数の資料(情報) 

読み手に伝わる表現を使って、広告の良さを書いている 

２ 

形成的な評価 
 

４ 

 

 

 
・上のような広告の構成要素が書けるように、毎時間ノートに気

付きを書き記していく。 

・授業中も「広告に入れる内容は見つかった」とこまめに確認し、

「書き手」（発信者）としての意識を高める。 

・「言葉」「写真」「特長」の３点で比較する。 

・自分が作成する広告に必要な事象をノートに書き溜める。 

「書き手」（発信者）としての意識の向上 

２つの広告を読み比べて、作り手の意図を捉える 
 

比較 １ 

５ 

 指導のポイント 

 指導のポイント 
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 ・単元計画を立案する。 

・言語活動例（広告）を提示

する。 

・キャッチコピー、相手意識と

は何かについて学ぶ。 

 

方法 三次で作成する広告の例を示し、書かれている事柄を確かめる。 

評(B) 広告には、主に３つの事柄が示されていることを理解している。 

「キャッチコピー」「明確な相手意識（写真・絵）」 

「文房具の良さを３点取り上げて説明（特長）」 

 

二 ・例示されている広告を読み

解いて、記述するポイントを

学ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法 教材で示されている２つの広告を「キャッチコピー」「写真」「特長」の３つ

の視点で比較する。 

評(B) ３つの視点で比較している。 

３つの視点 比較した内容 

キャッチコピー 「家族の健康チェック」と「子どもの急な発熱」 

写真 「家族全員」と「親子」 

特長 キャッチコピーの違いに合わせて、特長について書かれて

いる事柄の順序が変わる。※ 

※「家族の健康チェック」→「どなたにも使いやすい」 
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「急な発熱」     →「すばやくはかれる」 
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三 自分で選んだ文房具につい

て、観点を明確に広告を作

成する。 

評(B)「キャッチコピー」「写真」「特長（３点）」で広告を作成し、伝えている。 

  

 

三田市立ゆりのき台小学校の実践  （第４学年「広告を読みくらべよう」） 
単元名「自分の文房具で広告をつくろう」 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 
２つの広告を読み比べて、作り手の意図を捉える 

 

１ 

４ 

複数の資料(情報) ２ 

形成的な評価 ４ 

比較 １ 

語感・語彙 ３ 

総括的な評価 ５ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 
作成した広告を交流し、互いに評価する 

２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 
広告のプレ交流を行うことで、より適切な言葉を選ぼうとする 
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単元計画  
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評（B） 複数の表現技法（数値やオノマトペ等）を意識して使って書いている。 

・紹介する文房具の良さ

と良さが伝わる表現を

整理させておく。 

・友だちの広告の良さを

見つけ、自分の広告作り

にいかしていく。 

 
 
例：具体的数値を入れることで、実物の大きさや動きのイメージを伝える。 

例：「カチッと」のようなオノマトペを使うことで使い勝手のイメージを伝える。 

広告のプレ交流を行うことで、より適切な言葉を選ぼうとする 語感・語彙 

作成した広告を交流し、互いに評価する 
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複数の資料(情報) 

読み手に伝わる表現を使って、広告の良さを書いている 

２ 

形成的な評価 
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・上のような広告の構成要素が書けるように、毎時間ノートに気

付きを書き記していく。 

・授業中も「広告に入れる内容は見つかった」とこまめに確認し、

「書き手」（発信者）としての意識を高める。 

・「言葉」「写真」「特長」の３点で比較する。 

・自分が作成する広告に必要な事象をノートに書き溜める。 

「書き手」（発信者）としての意識の向上 

２つの広告を読み比べて、作り手の意図を捉える 
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 指導のポイント 
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 全校生（五荘地区の人た

ち）の命を守るために、調べ

たことをもとにして、大雨の

そなえをまとめる。 

 

 

評(B) 全校生（五荘地区の人たち）の命を守るために、必要な情報を基に、考え

とそれを支える理由や根拠の関係を明確にして、大雨のそなえを書き表し

ている。 

 

評(B) 引用について以下の３点を理解している。 

ＡとＢの比較…【条件につながる根拠を引用】 

ＢとＣの比較…【考えや理由につながる根拠を引用】 

ＢとＤの比較…【目的につながる根拠を引用】 

二 調べた内容を分類・整理し

て、自分の伝えたいことを明

確にする。 

 

 

 

 

 

評(B) 調べた複数の情報を比較し、目的（主張点）に一番ふさわしい考えを決

めることができる。 

例：自分の地区は高齢者が多く、避難に時間がかかる。 

       →高齢者は早めに避難することが大切だ（考え）。 

         →高齢者の避難に特化した情報を調べる。 

評(B) 目的に必要な情報を手に入れる過程で、防災に関する語彙を増やしてい

る。 

例：浸水、土砂災害、高齢者等避難、避難場所、避難所 等 

三 文章を内容と条件の視点で

相互評価し、自分の文章の

よいところを書く。 

評(B) 

自分の設定した目的に応じて、メモ・生活経験・防災マップ等を関連付け、考えと

それを支える理由（事例）や根拠との関係を明確にして、自分が選んだテーマの

そなえをリーフレットにまとめている。 

 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

 

複数の資料(情報) ２ 

豊岡市立五荘小学校の実践   （第４学年「もしものときにそなえよう」） 
単元名「考えたことを書き、読み合おう。」 

総括的な評価方法・観点 

複数の情報を関連付けて、災害のそなえを書き表している 

単元目標「自分の考えとそれを支える理由（事例）や根拠との関係を明確にして、 
                                                   書き表すことができる」 

比較 １ 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 
思考のずれを生み出す発問によって、比較の思考を促す 

形成的な評価方法・観点 

必要な情報を基にして、災害のそなえを書き表している 

１ 

形成的な評価 
 

４ 

４ 

語感・語彙 ３ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 

防災マップと関連付けて、説得性の高い文章を書く 

総括的な評価 ５ 

２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 

多様な資料を提示し、防災に関する語彙を増やす 
３ 

５ 

単元計画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思考のずれを生み出す発問によって、比較の思考を促す  比較 １ 

防災マップと関連付けて、説得性の高い文章を書く 

教科書の作例の一部を

隠して思考を促し、自分

の考えを表現する力を

高める。 

複数の資料(情報) ２ 

学ばせたい観点の意識付け 

隠した部分に入る内容を選択肢にして思考の

ずれを生み出し、対話を通して、学ばせたい観

点の定着を図る。 

発問「Ａ（作例の隠した部分）に書くなら、ＡＢＣ

Ｄのどれが一番ふさわしいか」 

教科書 p108、p109上段

の北山さんの文章につい

て、２段落目の２文目と３文

目を隠して A とする。 

 指導のポイント 

A

社

の

本 

 
 
・日常生活や社会生活と結び付けた目的を設定することで、必要な情報を手に入れるために、主体的に難語句の

意味を辞書で調べようとする意識を高め、防災に関する語彙を増やす。 

・科学的な資料（防災マップ、気象データ等）を提示し、幅広い分野の語彙力を育む。 

多様な資料を提示し、リーフレット作成に必要な言葉を増やす 

 

評（B） 五荘地区の人たちの命を守るために、必要な情報を基に、考えとそれを支える理由や根拠の関係を明確

にして、大雨のそなえを書き表している。 

必要な情報を基にして、災害のそなえを書き表している 形成的な評価 
 

語感・語彙 ３ 

４ 

 
 
総括的な言語活動（活用）：リーフレットを内容と条件の視点で相互評価し、自分の文章のよいところを書く。 

内容面：自分の設定した目的に応じた説得性の高い文章を書くこと。 

       考えとそれを支える理由（事例）や根拠との関係を明確にした正しい文章を書くこと。 

条件面：複数の情報を関連付けて書くこと。 

複数の情報を関連付けて、災害のそなえを書き表している 総括的な評価 
 

５ 

B

社

の

本 

C

社

の

本 

D

社

の

本 

D
社
の
本 

C
社
の
本 

B
社
の
本 

A
社
の
本 

E
社
の
本 

F
社
の
本 



17 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 全校生（五荘地区の人た

ち）の命を守るために、調べ

たことをもとにして、大雨の

そなえをまとめる。 

 

 

評(B) 全校生（五荘地区の人たち）の命を守るために、必要な情報を基に、考え

とそれを支える理由や根拠の関係を明確にして、大雨のそなえを書き表し

ている。 

 

評(B) 引用について以下の３点を理解している。 

ＡとＢの比較…【条件につながる根拠を引用】 

ＢとＣの比較…【考えや理由につながる根拠を引用】 

ＢとＤの比較…【目的につながる根拠を引用】 

二 調べた内容を分類・整理し

て、自分の伝えたいことを明

確にする。 

 

 

 

 

 

評(B) 調べた複数の情報を比較し、目的（主張点）に一番ふさわしい考えを決

めることができる。 

例：自分の地区は高齢者が多く、避難に時間がかかる。 

       →高齢者は早めに避難することが大切だ（考え）。 

         →高齢者の避難に特化した情報を調べる。 

評(B) 目的に必要な情報を手に入れる過程で、防災に関する語彙を増やしてい

る。 

例：浸水、土砂災害、高齢者等避難、避難場所、避難所 等 

三 文章を内容と条件の視点で

相互評価し、自分の文章の

よいところを書く。 

評(B) 

自分の設定した目的に応じて、メモ・生活経験・防災マップ等を関連付け、考えと

それを支える理由（事例）や根拠との関係を明確にして、自分が選んだテーマの

そなえをリーフレットにまとめている。 

 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

 

複数の資料(情報) ２ 

豊岡市立五荘小学校の実践   （第４学年「もしものときにそなえよう」） 
単元名「考えたことを書き、読み合おう。」 

総括的な評価方法・観点 

複数の情報を関連付けて、災害のそなえを書き表している 

単元目標「自分の考えとそれを支える理由（事例）や根拠との関係を明確にして、 
                                                   書き表すことができる」 

比較 １ 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 
思考のずれを生み出す発問によって、比較の思考を促す 

形成的な評価方法・観点 

必要な情報を基にして、災害のそなえを書き表している 

１ 

形成的な評価 
 

４ 

４ 

語感・語彙 ３ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 

防災マップと関連付けて、説得性の高い文章を書く 

総括的な評価 ５ 

２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 

多様な資料を提示し、防災に関する語彙を増やす 
３ 

５ 

単元計画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思考のずれを生み出す発問によって、比較の思考を促す  比較 １ 

防災マップと関連付けて、説得性の高い文章を書く 

教科書の作例の一部を

隠して思考を促し、自分

の考えを表現する力を

高める。 

複数の資料(情報) ２ 

学ばせたい観点の意識付け 

隠した部分に入る内容を選択肢にして思考の

ずれを生み出し、対話を通して、学ばせたい観

点の定着を図る。 

発問「Ａ（作例の隠した部分）に書くなら、ＡＢＣ

Ｄのどれが一番ふさわしいか」 

教科書 p108、p109上段

の北山さんの文章につい

て、２段落目の２文目と３文

目を隠して A とする。 

 指導のポイント 

A

社

の

本 

 
 
・日常生活や社会生活と結び付けた目的を設定することで、必要な情報を手に入れるために、主体的に難語句の

意味を辞書で調べようとする意識を高め、防災に関する語彙を増やす。 

・科学的な資料（防災マップ、気象データ等）を提示し、幅広い分野の語彙力を育む。 

多様な資料を提示し、リーフレット作成に必要な言葉を増やす 

 

評（B） 五荘地区の人たちの命を守るために、必要な情報を基に、考えとそれを支える理由や根拠の関係を明確

にして、大雨のそなえを書き表している。 

必要な情報を基にして、災害のそなえを書き表している 形成的な評価 
 

語感・語彙 ３ 

４ 

 
 
総括的な言語活動（活用）：リーフレットを内容と条件の視点で相互評価し、自分の文章のよいところを書く。 

内容面：自分の設定した目的に応じた説得性の高い文章を書くこと。 

       考えとそれを支える理由（事例）や根拠との関係を明確にした正しい文章を書くこと。 

条件面：複数の情報を関連付けて書くこと。 

複数の情報を関連付けて、災害のそなえを書き表している 総括的な評価 
 

５ 

B

社

の

本 

C

社

の

本 

D

社

の

本 

D
社
の
本 

C
社
の
本 

B
社
の
本 

A
社
の
本 

E
社
の
本 

F
社
の
本 


















































２


研

究

概

要


３


研

究

経

過


４


実

践

事

例


４


実

践

事

例


４


実

践

事

例


５


参

考

資

料
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 学習のねらいや単元のゴー

ルを把握し捉え、学習の見

通しをもつ。 

方法 宮沢賢治関連作品多読表の冊数と一言感想記述を評価する。 

評(B) 積極的に作者にかかわる書物を読もうとしている。 

評(B) 「言葉の力」の内容をつかみ、表現の工夫に目を向け、読み進めようと 

している。 

二 物語をおもしろくしている要

素（構成・表現・仕掛け・主

題）を探す。 

 

 

 

 

 

 

評(B) 戸に書かれた語句や文に含まれた二義性のおもしろさに気付き、語彙を

豊かにしている。 

方法 物語の始まりと終わりの人物像を比較表で評価する。 

評(B) 二人の紳士の言動や様子に着目し、人物像を想像している。 

評(B) 物語の始まりと終わりを比較しながら、全体像を想像している。 

方法 テーマ曲選びシートの主題欄記述を評価する。 

評(B) 「読むこと」において、文章を読んで理解したことに基づいて、自分の考え

（作品の主題）を書いている。 

 

評(B) 物語全体の変化を見つけ、主題についてまとめられる。 

三 宮沢賢治の他作品の主題

を捉え、共通点を見出し、テ

ーマ曲を選ぶ。 

方法 曲選びシートの作者メッセージと曲の選択理由記述を評価する。 

評(B) 「書くこと」において、テーマ曲選択理由に納得してもらえるよう、作者が

語りかけてくれたことと二つの主題を関連 

付けて、自分の考えを書くことができる。 

評(B) 二つの主題を踏まえて、テーマ曲選択の理由を書くことができる。 

方法 「主題共感シート」と「自分と違うけれどいいねシート」で評価する。 

評(B) 同じ物語から多様なメッセージの受け取り方があることに気付くとともに、

自分や友だちのよさを感じようとしている。 

南あわじ市立榎列小学校の実践     （第５学年「注文の多い料理店」） 
単元名「作品のメッセージが伝わる、音楽劇のテーマ曲を選ぼう」 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 

言動や様子から前後の人物像を比較し、変容を捉える 
１ 

４ 

比較 １ 

総括的な評価 
 

５ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 

作品や伝記などの情報を踏まえて、曲の選択理由が書ける 
２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 

擬声語・擬態語や二義性のある文のおもしろさに触れる 
３ 

単元計画  

単元目標「二つの主題を踏まえて、テーマ曲に選んだ理由を書くことができる」 

５ 

形成的な評価方法・観点 

物語全体の変化を見つけ、主題についての考えをまとめている 

総括的な評価方法・観点 

二つの主題（情報）を踏まえて、テーマ曲に選んだ理由を書いている 

形成的な評価 
 

４ 

複数の資料(情報) ２ 

語感・語彙 ３ 

※二義性=二通りの意味にとれる言葉 
※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作品や伝記などの情報を踏まえて、曲の選択理由が書ける 複数の資料(情報) ２ 

 

言動や様子から前後の人物像を比較し、変容を捉える 
 

比較 １ 

付箋に書き出した人物像を、表組みを使って比較す

ることにより、変容なし（共通点）と変容あり（相違

点）を視覚的に理解できるようにする。 

・「不思議な世界」の前と

後の言動や様子の叙述

に線を引く。 

・前後の人物像を表で比

較し、共通点と相違点を

捉える。 共通点や相違点を

視覚的に捉える 

図・写真 

                

                 

・単元はじめに、単元のゴ

ールである右のシートを

示し、説明する。また子

どもの質問や要望を受

けて、このシート自体を

修正する。 

・ＡＢＣＤの順に、一つの

学習活動とともに一枠

ずつ書き進めていく。こ

のことにより、常に関連

付け方を考えて、次の学

習活動を行える。改訂に

より読みの深まりが見え

る。 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ Ｂ 

 
 
・擬声語・擬態語に関しては、よくある表現と比較して、作者の独自性にふれる。 
・紳士が料理される側だと気付かなかったしかけである二義性のある文や語句 
（例：「おなか」→①部屋の中⓶腹）を解読することで、同音異義語のおもしろさにふれる。 

擬声語・擬態語や二義性のある文のおもしろさにふれる 語感・語彙 ３ 

 

評（A） 物語全体の変化を踏まえ、ものの見方・考え方を抽象化した言葉でまとめてある。 

評（B） 物語全体から人物像の変容を踏まえ、主題についての考えをまとめてある。 

【支援】文型（「人は、・・・な場面では、～考えるべきである。」）を与える。 

 

物語全体の変化を見つけ、主題についての考えをまとめている 形成的な評価 
 

４ 

 

総括的な言語活動（活用）：学習活動毎に蓄積してきた主題の吟味を図り、改訂したテーマ曲選択理由シートを書

く。 

内容面：二つの主題の共通点を見出すこと。 

条件面：二つの主題の共通点と、歌詞や曲調とつないで、理由に書くこと。 

二つの主題を踏まえて、テーマ曲に選んだ理由を書いている 総括的な評価 
 

５ 

 指導のポイント 
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 学習のねらいや単元のゴー

ルを把握し捉え、学習の見

通しをもつ。 

方法 宮沢賢治関連作品多読表の冊数と一言感想記述を評価する。 

評(B) 積極的に作者にかかわる書物を読もうとしている。 

評(B) 「言葉の力」の内容をつかみ、表現の工夫に目を向け、読み進めようと 

している。 

二 物語をおもしろくしている要

素（構成・表現・仕掛け・主

題）を探す。 

 

 

 

 

 

 

評(B) 戸に書かれた語句や文に含まれた二義性のおもしろさに気付き、語彙を

豊かにしている。 

方法 物語の始まりと終わりの人物像を比較表で評価する。 

評(B) 二人の紳士の言動や様子に着目し、人物像を想像している。 

評(B) 物語の始まりと終わりを比較しながら、全体像を想像している。 

方法 テーマ曲選びシートの主題欄記述を評価する。 

評(B) 「読むこと」において、文章を読んで理解したことに基づいて、自分の考え

（作品の主題）を書いている。 

 

評(B) 物語全体の変化を見つけ、主題についてまとめられる。 

三 宮沢賢治の他作品の主題

を捉え、共通点を見出し、テ

ーマ曲を選ぶ。 

方法 曲選びシートの作者メッセージと曲の選択理由記述を評価する。 

評(B) 「書くこと」において、テーマ曲選択理由に納得してもらえるよう、作者が

語りかけてくれたことと二つの主題を関連 

付けて、自分の考えを書くことができる。 

評(B) 二つの主題を踏まえて、テーマ曲選択の理由を書くことができる。 

方法 「主題共感シート」と「自分と違うけれどいいねシート」で評価する。 

評(B) 同じ物語から多様なメッセージの受け取り方があることに気付くとともに、

自分や友だちのよさを感じようとしている。 

南あわじ市立榎列小学校の実践     （第５学年「注文の多い料理店」） 
単元名「作品のメッセージが伝わる、音楽劇のテーマ曲を選ぼう」 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 

言動や様子から前後の人物像を比較し、変容を捉える 
１ 

４ 

比較 １ 

総括的な評価 
 

５ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 

作品や伝記などの情報を踏まえて、曲の選択理由が書ける 
２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 

擬声語・擬態語や二義性のある文のおもしろさに触れる 
３ 

単元計画  

単元目標「二つの主題を踏まえて、テーマ曲に選んだ理由を書くことができる」 

５ 

形成的な評価方法・観点 

物語全体の変化を見つけ、主題についての考えをまとめている 

総括的な評価方法・観点 

二つの主題（情報）を踏まえて、テーマ曲に選んだ理由を書いている 

形成的な評価 
 

４ 

複数の資料(情報) ２ 

語感・語彙 ３ 

※二義性=二通りの意味にとれる言葉 
※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作品や伝記などの情報を踏まえて、曲の選択理由が書ける 複数の資料(情報) ２ 

 

言動や様子から前後の人物像を比較し、変容を捉える 
 

比較 １ 

付箋に書き出した人物像を、表組みを使って比較す

ることにより、変容なし（共通点）と変容あり（相違

点）を視覚的に理解できるようにする。 

・「不思議な世界」の前と

後の言動や様子の叙述

に線を引く。 

・前後の人物像を表で比

較し、共通点と相違点を

捉える。 共通点や相違点を

視覚的に捉える 

図・写真 

                

                 

・単元はじめに、単元のゴ

ールである右のシートを

示し、説明する。また子

どもの質問や要望を受

けて、このシート自体を

修正する。 

・ＡＢＣＤの順に、一つの

学習活動とともに一枠

ずつ書き進めていく。こ

のことにより、常に関連

付け方を考えて、次の学

習活動を行える。改訂に

より読みの深まりが見え

る。 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ Ｂ 

 
 
・擬声語・擬態語に関しては、よくある表現と比較して、作者の独自性にふれる。 
・紳士が料理される側だと気付かなかったしかけである二義性のある文や語句 
（例：「おなか」→①部屋の中⓶腹）を解読することで、同音異義語のおもしろさにふれる。 

擬声語・擬態語や二義性のある文のおもしろさにふれる 語感・語彙 ３ 

 

評（A） 物語全体の変化を踏まえ、ものの見方・考え方を抽象化した言葉でまとめてある。 

評（B） 物語全体から人物像の変容を踏まえ、主題についての考えをまとめてある。 

【支援】文型（「人は、・・・な場面では、～考えるべきである。」）を与える。 

 

物語全体の変化を見つけ、主題についての考えをまとめている 形成的な評価 
 

４ 

 

総括的な言語活動（活用）：学習活動毎に蓄積してきた主題の吟味を図り、改訂したテーマ曲選択理由シートを書

く。 

内容面：二つの主題の共通点を見出すこと。 

条件面：二つの主題の共通点と、歌詞や曲調とつないで、理由に書くこと。 

二つの主題を踏まえて、テーマ曲に選んだ理由を書いている 総括的な評価 
 

５ 

 指導のポイント 


















































２
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３
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４
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 ・学習計画を立案する。 

・良さを伝える表現や構成

の工夫を読み取る。 

 

 

 

・筆者のものの見方と自分

の見方を比較し、自分の考

えをまとめる。 

 

 

・自分の選んだ絵巻物のよ

さを伝える文章を書く。 

 

方法 良さを伝える表現をワークシートに記入する。 

評(B) 絵と表現を結び付けて読み取っている。 

評(B) 文章と図表などを結び付けている。 

 

 

方法 筆者の読みと自分の読みを比べる。 

評(A) 筆者の読みに対する自分の考えを書いている。 

評(B) 筆者の読みと自分の読みを比較している。 

評(C) 自分の読みを書いている。 

 

評(B) 学習した表現の工夫をいかして、文章をまとめている。（相互評価） 

二 

 

・パンフレットを作成する。 

 

 

 

・互いのパンフレットを読み

合う。 

評(B) 複数の情報をうまく組み合わせている。 

評(B) 読み手を引き付ける表現を書いている。 

評(B) 割り付け・小見出しなどを工夫している。 

 

 

評(B) 様々な情報を取り入れ、読み手を引きつける表現でパンフレットを作って

いる。 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 
筆者の読みと自分の読みを比較し、それぞれの感じ方や考え方の読みを深め
ていく 

１ 

４ 

形成的な評価 

 

４ 

比較 １ 

語感・語彙 ３ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 
パンフレットに記載する情報を取捨選択し、読み手に伝わりやすい文章を書
く 

２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 
読み手を引き付けるための書き方の工夫や絵巻物のよさを表す言葉を知る 

たつの市立小宅小学校の実践    （第６学年「『鳥獣戯画』を読む」） 
単元名「表現の工夫をとらえて読み、それをいかして書こう」 

３ 

単元計画  

単元目標「表現の工夫をとらえて読み、その表現をいかして書くことができる」 

 ５ 

形成的な評価方法・観点 
筆者の見方と自分の見方と比べたり、筆者の見方について自分の考えをまと

めたりしている  

総括的な評価方法・観点 

読み手を引き付ける表現でパンフレットを作っている   

複数の資料(情報) ２ 

総括的な評価 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工夫した 
 

 複数の資料(情報) ２ 

・読み手をひきつける書き

方、体言止めや呼びかけ

など工夫した表現の使い

方を意識させる。文章と

絵や資料のリンクのさせ

方にも着目させる。 

・読み合うことで、相互評

価し自分の読みと比較し

たり、表現の使い方やよ

さ、さらに自分の考えをも

たせたりする。 

 
 
絵と文章を照らし合わせて考えることで、言葉の意味を感じ取る。 

例：のびのびと・見事な・生き生きと躍動の表現している部分を絵と結び付ける。 

例：実にすばらしい・大したもんだの筆者の表現の工夫を知る。 

例：まるで～のような 比喩表現に着目させる。 

 

 比較 １ 

・グループや全体交流の後

に、振り返る時間を確保す

る。 

・交流での気付きを書くこと

で学んだ内容を記録する。 

ワークシートに記入し、

読みを深める前と後を

比較することで、内容

の捉え方の変化が明

らかになる。 

学びの変容

を残す 

 

読み手をひきつけるための書き方の工夫や絵巻物のよさを表す言葉を知る 語感・語彙 ３ 

 

評(B) 文章中の表現と絵を組み合わせてまとめている。 

 形成的な評価 ４ 

 
 
総括的な言語活動（活用）：自分の考えが伝わるように表現の工夫を取り入れて、パンフレットを作成する。 

内容面：絵に対して工夫した表現がされていること。 

条件面：読み手がひきつけられるように、学習した表現を使ってまとめること。 

読み手をひきつける表現でパンフレットを作っている 総括的な評価 ５ 

 指導のポイント 

筆者の読みと自分の読みを比較し、それぞれの感じ方や考え方の読みを深
めていく 

パンフレットに記載する情報を取捨選択し、読み手に伝わりやすい文章を
書く 

筆者の見方と自分の見方と比べたり、筆者の見方について自分の考えをま

とめたりしている 
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次 学習活動 評価規準と評価方法 
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えをまとめる。 

 

 

・自分の選んだ絵巻物のよ
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４ 

比較 １ 

語感・語彙 ３ 
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く 

２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 
読み手を引き付けるための書き方の工夫や絵巻物のよさを表す言葉を知る 

たつの市立小宅小学校の実践    （第６学年「『鳥獣戯画』を読む」） 
単元名「表現の工夫をとらえて読み、それをいかして書こう」 

３ 
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 ５ 

形成的な評価方法・観点 
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めたりしている  

総括的な評価方法・観点 

読み手を引き付ける表現でパンフレットを作っている   

複数の資料(情報) ２ 

総括的な評価 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工夫した 
 

 複数の資料(情報) ２ 

・読み手をひきつける書き

方、体言止めや呼びかけ

など工夫した表現の使い

方を意識させる。文章と

絵や資料のリンクのさせ

方にも着目させる。 

・読み合うことで、相互評

価し自分の読みと比較し

たり、表現の使い方やよ

さ、さらに自分の考えをも

たせたりする。 

 
 
絵と文章を照らし合わせて考えることで、言葉の意味を感じ取る。 

例：のびのびと・見事な・生き生きと躍動の表現している部分を絵と結び付ける。 

例：実にすばらしい・大したもんだの筆者の表現の工夫を知る。 

例：まるで～のような 比喩表現に着目させる。 

 

 比較 １ 

・グループや全体交流の後

に、振り返る時間を確保す

る。 

・交流での気付きを書くこと

で学んだ内容を記録する。 

ワークシートに記入し、

読みを深める前と後を

比較することで、内容

の捉え方の変化が明

らかになる。 

学びの変容

を残す 

 

読み手をひきつけるための書き方の工夫や絵巻物のよさを表す言葉を知る 語感・語彙 ３ 

 

評(B) 文章中の表現と絵を組み合わせてまとめている。 

 形成的な評価 ４ 

 
 
総括的な言語活動（活用）：自分の考えが伝わるように表現の工夫を取り入れて、パンフレットを作成する。 

内容面：絵に対して工夫した表現がされていること。 

条件面：読み手がひきつけられるように、学習した表現を使ってまとめること。 

読み手をひきつける表現でパンフレットを作っている 総括的な評価 ５ 

 指導のポイント 

筆者の読みと自分の読みを比較し、それぞれの感じ方や考え方の読みを深
めていく 

パンフレットに記載する情報を取捨選択し、読み手に伝わりやすい文章を
書く 

筆者の見方と自分の見方と比べたり、筆者の見方について自分の考えをま

とめたりしている 
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 ・学習の見通しをもつ。 

・場面分けをする。 

・初発の感想を交流する。 

 

 

 

二 ・太一と太一に影響を与えた人物につ

いて人物関係図にまとめる。 

・山場での太一の心情の変化を考える。

また、これまでと瀬の主と別れた後の

太一の生き方を比較する。 

 

 

・「海のいのち」の本の帯をまとめ、伝え

合う。 

 

 

評(B) 登場人物の行動や会話・情景などから人物の心情や生

き方について想像を広げて読んだり、物語の山場におけ

る中心人物の変化を人物の相互関係や複数の描写から

考えたりして、物語を読み深め、作者からのメッセージ

（物語が自分に最も強く語りかけてきたこと）について考

えている。 

 

評(B) 「海のいのち」を読んで、登場人物の関係や情景描写を

根拠にして作者からのメッセージ（物語が最も強く語りか

けてきたこと）を本の帯にまとめている。 

 

 
 

三 自分が選んだ立松和平の「いのちシリ

ーズ」から１作品を選び、本の帯にまと

め、伝え合う。 

評(B) 立松和平の「いのちシリーズ」７作品を読んで、登場人

物の関係や情景描写を根拠にして作者からのメッセージ

（物語が最も強く語りかけてきたこと）を考え、友だちの考

えを共有し、比較・関連付けをすることにより、自分の考え

を広げたり深めたりして本の帯にまとめている。 

 

 

 

丹波篠山市立岡野小学校の実践        （第６学年「海のいのち」） 
単元名「作者からのメッセージを本の帯にして伝えよう」 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 

友だちの本の帯と比較・関連付けをし、考えを深め・広げる 
１ 

４ 

複数の資料(情報) ２ 

形成的な評価 

 

４ 

比較 １ 

語感・語彙 ３ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 
立松和平の「いのちシリーズ」７作品を読み比べ、作者からのメッセージを
考える 

２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 

多様な描写や表現に着目しながら物語への解釈を深める 
３ 

単元計画  

単元目標「作者からのメッセージを考え、考えたことを本の帯にまとめて伝え合おう」 

５ 

形成的な評価方法・観点 
登場人物の関係や情景描写を根拠にして、作者からのメッセージを考えてい
る 

総括的な評価方法・観点 
作者のメッセージについて考えたことを友だちと共有して、自分の考えを広
げたり深めたりして本の帯にまとめている 

総括的な評価 ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評（A） 作者からのメッセージを短い言葉でまとめ、それにあった根拠を具体的な叙述や表現とともに挙げている。 

評（B） 作者からのメッセージを短い言葉でまとめ、それにあった根拠を挙げている。 

 

 

 

・「村一番の漁師」と「一人前の漁師」を比べて考える。 

・瀬の主の描写「夢」「追い求めてきたまぼろしの魚」「父を破った瀬の主」などの描写と「おとう、ここにおられたの

ですか」という太一の言葉との差異について考える。 

多様な描写や表現に着目しながら物語への解釈を深める 

複数の資料(情報) ２ 

語感・語彙 

 

友だちの本の帯と比較・関連付けをし、考えを深め・広げる 
 

比較 １ 

友だちの考えとの共通点や相違点などを見つ

け、様々な視点から検討する学習を通して、自

分の考えを再構築し、異なる考えを自分の考

えにいかすことができるようにする。 

・友だちの本の帯と比較し、様々な視点から検討する学習をする。 

・最初に書いた本の帯を加筆・修正する時間を設定する。 

・ 

様々な視点から検討すること

による自分の考えの再構築 

立松和平の「いのちシリーズ」７作品を読んで、登場人物の関係や情景描写を根拠にして作者からのメッセー

ジ（物語が最も強く語りかけてきたこと）を考え、友だちの考えを共有し、比較・関連付けをすることにより、自分

の考えを広げたり深めたりして本の帯にまとめることができるようにする。どの作品も「命がつながっている」と

いうメッセージが込められていることなどに気付くことができた。 

形成的な評価 
 

 

 
総括的な言語活動（活用）：立松和平の「いのちシリーズ」７作品に込められた作者からのメッセージについて友

だちの考えを共有し、比較・関連付けをすることにより、自分の考えを広げたり深めた

りして本の帯にまとめる。 

内容面：友だちの考えを共有し、自分の考えを広げたり深めたりして本の帯にまとめる。 

条件面：・作者からのメッセージを短い言葉で表現すること。  ・根拠となる文章を示すこと。 

 総括的な評価 
 

５ 

４ 

３ 

 ○くもん出版 ｢街のいのち｣｢川のいのち｣｢田んぼのいのち｣絵：横松桃子、｢木のいのち｣｢牧場のいのち｣絵：山中桃子   ○ポプラ社 ｢山のいのち｣｢海のいのち｣絵：伊勢英子 

立松和平の「いのちシリーズ」７作品を読み比べ、作者からのメッセージ
を考える 

登場人物の関係や情景描写を根拠にして、作者からのメッセージを考えて

いる 

作者のメッセージについて考えたことを友だちと共有して、自分の考えを

広げたり深めたりして本の帯にまとめている 
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・場面分けをする。 

・初発の感想を交流する。 

 

 

 

二 ・太一と太一に影響を与えた人物につ

いて人物関係図にまとめる。 

・山場での太一の心情の変化を考える。

また、これまでと瀬の主と別れた後の

太一の生き方を比較する。 

 

 

・「海のいのち」の本の帯をまとめ、伝え

合う。 

 

 

評(B) 登場人物の行動や会話・情景などから人物の心情や生

き方について想像を広げて読んだり、物語の山場におけ

る中心人物の変化を人物の相互関係や複数の描写から

考えたりして、物語を読み深め、作者からのメッセージ

（物語が自分に最も強く語りかけてきたこと）について考

えている。 

 

評(B) 「海のいのち」を読んで、登場人物の関係や情景描写を

根拠にして作者からのメッセージ（物語が最も強く語りか

けてきたこと）を本の帯にまとめている。 

 

 
 

三 自分が選んだ立松和平の「いのちシリ

ーズ」から１作品を選び、本の帯にまと

め、伝え合う。 

評(B) 立松和平の「いのちシリーズ」７作品を読んで、登場人

物の関係や情景描写を根拠にして作者からのメッセージ

（物語が最も強く語りかけてきたこと）を考え、友だちの考

えを共有し、比較・関連付けをすることにより、自分の考え

を広げたり深めたりして本の帯にまとめている。 

 

 

 

丹波篠山市立岡野小学校の実践        （第６学年「海のいのち」） 
単元名「作者からのメッセージを本の帯にして伝えよう」 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 

友だちの本の帯と比較・関連付けをし、考えを深め・広げる 
１ 

４ 

複数の資料(情報) ２ 

形成的な評価 

 

４ 

比較 １ 

語感・語彙 ３ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 
立松和平の「いのちシリーズ」７作品を読み比べ、作者からのメッセージを
考える 

２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 

多様な描写や表現に着目しながら物語への解釈を深める 
３ 

単元計画  

単元目標「作者からのメッセージを考え、考えたことを本の帯にまとめて伝え合おう」 

５ 

形成的な評価方法・観点 
登場人物の関係や情景描写を根拠にして、作者からのメッセージを考えてい
る 

総括的な評価方法・観点 
作者のメッセージについて考えたことを友だちと共有して、自分の考えを広
げたり深めたりして本の帯にまとめている 

総括的な評価 ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評（A） 作者からのメッセージを短い言葉でまとめ、それにあった根拠を具体的な叙述や表現とともに挙げている。 

評（B） 作者からのメッセージを短い言葉でまとめ、それにあった根拠を挙げている。 

 

 

 

・「村一番の漁師」と「一人前の漁師」を比べて考える。 

・瀬の主の描写「夢」「追い求めてきたまぼろしの魚」「父を破った瀬の主」などの描写と「おとう、ここにおられたの

ですか」という太一の言葉との差異について考える。 

多様な描写や表現に着目しながら物語への解釈を深める 

複数の資料(情報) ２ 

語感・語彙 

 

友だちの本の帯と比較・関連付けをし、考えを深め・広げる 
 

比較 １ 

友だちの考えとの共通点や相違点などを見つ

け、様々な視点から検討する学習を通して、自

分の考えを再構築し、異なる考えを自分の考

えにいかすことができるようにする。 

・友だちの本の帯と比較し、様々な視点から検討する学習をする。 

・最初に書いた本の帯を加筆・修正する時間を設定する。 

・ 

様々な視点から検討すること

による自分の考えの再構築 

立松和平の「いのちシリーズ」７作品を読んで、登場人物の関係や情景描写を根拠にして作者からのメッセー

ジ（物語が最も強く語りかけてきたこと）を考え、友だちの考えを共有し、比較・関連付けをすることにより、自分

の考えを広げたり深めたりして本の帯にまとめることができるようにする。どの作品も「命がつながっている」と

いうメッセージが込められていることなどに気付くことができた。 

形成的な評価 
 

 

 
総括的な言語活動（活用）：立松和平の「いのちシリーズ」７作品に込められた作者からのメッセージについて友

だちの考えを共有し、比較・関連付けをすることにより、自分の考えを広げたり深めた

りして本の帯にまとめる。 

内容面：友だちの考えを共有し、自分の考えを広げたり深めたりして本の帯にまとめる。 

条件面：・作者からのメッセージを短い言葉で表現すること。  ・根拠となる文章を示すこと。 

 総括的な評価 
 

５ 

４ 

３ 

 ○くもん出版 ｢街のいのち｣｢川のいのち｣｢田んぼのいのち｣絵：横松桃子、｢木のいのち｣｢牧場のいのち｣絵：山中桃子   ○ポプラ社 ｢山のいのち｣｢海のいのち｣絵：伊勢英子 

立松和平の「いのちシリーズ」７作品を読み比べ、作者からのメッセージ
を考える 

登場人物の関係や情景描写を根拠にして、作者からのメッセージを考えて

いる 

作者のメッセージについて考えたことを友だちと共有して、自分の考えを

広げたり深めたりして本の帯にまとめている 
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 ・単元の目標を知り、学習の

見通しをもつ。 

・方言と共通語の役割を理

解する。 

 

 

・方言のなりたちを理解す

る。 

評(B) 単元の目標を理解し、進んで学習に取り組もうとしている。 

 

評(B) 場面や話す相手によって方言と共通語が使い分けられていることを理解

している。 

 

 

 

評(B) 方言の分布から、離れた地に同じ方言があることを理解している。 

二 ・方言の意味を調べ、短文

を作る。 

 

 

・作った短文を班やクラスで

共有する。 

評(B) 方言の意味を正しく理解し、短文を作っている。 

 

 

 
 

評(B) 班の中で積極的に交流を図っている。 

評(B) 短文をクラスで共有している。 

三 ・方言と共通語の役割と意

味を理解して、会話文を作

る。 

・作った会話文をクラスで発

表する。 

評(B) 方言と共通語の役割と意味を正しく理解している。 

 

 

評(B) 短文をクラスで共有している。 

 

 

宝塚市立高司中学校の実践         （第１学年「方言と共通語」） 
単元名「方言を使って短文を作ろう」 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 

身近な場面での方言と共通語の使い分けを理解する 
１ 

４ 

複数の資料(情報) ２ 

形成的な評価 
 

語感・語彙 ３ 

総括的な評価 
 

５ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 

方言の意味を調べ、短文を作る 
２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 

地域によって異なる方言に注目し、その役割を捉える 
３ 

単元計画  

単元目標「方言の役割と意味を正しく理解し、短文を作ることができる」 

５ 

形成的な評価方法・観点 
方言の意味と役割を正しく理解し、短文を作っている 

総括的な評価方法・観点 
方言と共通語の使うべき適切な場面と相手を理解している 

比較 １ 

４ 

【中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評（B） 個々の方言の意味を正しく捉え、適切な短文を作ることができる。 

 

甲州弁一覧を配布し、方

言と共通語のことばの違

いを捉える。兵庫県北部

と南部の方言の違いや、

関西弁の中でも方言が

分かれていることにもふ

れる。 

＃活動 

 
 

総括的な言語活動（活用）：方言と共通語の役割と意味を理解して、会話文を作る。 

内容面：方言と共通語の果たす役割と個々の方言の意味について理解していること。 

条件面：方言と共通語の使うべき場面と相手を整理し、適切に使うこと。 

 
 
・テレビアニメや映画のタイトルの方言に注目する。 

・地方によって異なる方言とふれあい、その果たす役割を理解する。 

・方言の意味を正しく理解し、学ぶ中でことばに関する見識を広げる。 

地域によって異なる方言に注目し、その役割を捉える 語感・語彙 ３ 

方言の意味と役割を正しく理解し、短文を作っている 形成的な評価 
 

方言と共通語の使うべき適切な場面と相手を理解している 総括的な評価 
 

５ 

４ 

 

・方言が使われているテレビアニメを観

る。 

・方言で言い換えられた映画のタイトル

を提示する。 

方言を使うべき相手と場面を整理 

・日常生活で方言と共通語をいつ使っているかを問う。 

・身近な場面での方言と共通語の使い分けに気付かせる。 

 

身近な場面での方言と共通語の使い分けを理解する 比較 １ 

方言の意味を調べ、短文を作る 複数の資料(情報) ２ 

 

 指導のポイント 
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 ・単元の目標を知り、学習の

見通しをもつ。 

・方言と共通語の役割を理

解する。 

 

 

・方言のなりたちを理解す

る。 

評(B) 単元の目標を理解し、進んで学習に取り組もうとしている。 

 

評(B) 場面や話す相手によって方言と共通語が使い分けられていることを理解

している。 

 

 

 

評(B) 方言の分布から、離れた地に同じ方言があることを理解している。 

二 ・方言の意味を調べ、短文

を作る。 

 

 

・作った短文を班やクラスで

共有する。 

評(B) 方言の意味を正しく理解し、短文を作っている。 

 

 

 
 

評(B) 班の中で積極的に交流を図っている。 

評(B) 短文をクラスで共有している。 

三 ・方言と共通語の役割と意

味を理解して、会話文を作

る。 

・作った会話文をクラスで発

表する。 

評(B) 方言と共通語の役割と意味を正しく理解している。 

 

 

評(B) 短文をクラスで共有している。 

 

 

宝塚市立高司中学校の実践         （第１学年「方言と共通語」） 
単元名「方言を使って短文を作ろう」 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 

身近な場面での方言と共通語の使い分けを理解する 
１ 

４ 

複数の資料(情報) ２ 

形成的な評価 
 

語感・語彙 ３ 

総括的な評価 
 

５ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 

方言の意味を調べ、短文を作る 
２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 

地域によって異なる方言に注目し、その役割を捉える 
３ 

単元計画  

単元目標「方言の役割と意味を正しく理解し、短文を作ることができる」 

５ 

形成的な評価方法・観点 
方言の意味と役割を正しく理解し、短文を作っている 

総括的な評価方法・観点 
方言と共通語の使うべき適切な場面と相手を理解している 

比較 １ 

４ 

【中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評（B） 個々の方言の意味を正しく捉え、適切な短文を作ることができる。 

 

甲州弁一覧を配布し、方

言と共通語のことばの違

いを捉える。兵庫県北部

と南部の方言の違いや、

関西弁の中でも方言が

分かれていることにもふ

れる。 

＃活動 

 
 

総括的な言語活動（活用）：方言と共通語の役割と意味を理解して、会話文を作る。 

内容面：方言と共通語の果たす役割と個々の方言の意味について理解していること。 

条件面：方言と共通語の使うべき場面と相手を整理し、適切に使うこと。 

 
 
・テレビアニメや映画のタイトルの方言に注目する。 

・地方によって異なる方言とふれあい、その果たす役割を理解する。 

・方言の意味を正しく理解し、学ぶ中でことばに関する見識を広げる。 

地域によって異なる方言に注目し、その役割を捉える 語感・語彙 ３ 

方言の意味と役割を正しく理解し、短文を作っている 形成的な評価 
 

方言と共通語の使うべき適切な場面と相手を理解している 総括的な評価 
 

５ 

４ 

 

・方言が使われているテレビアニメを観

る。 

・方言で言い換えられた映画のタイトル

を提示する。 

方言を使うべき相手と場面を整理 

・日常生活で方言と共通語をいつ使っているかを問う。 

・身近な場面での方言と共通語の使い分けに気付かせる。 

 

身近な場面での方言と共通語の使い分けを理解する 比較 １ 

方言の意味を調べ、短文を作る 複数の資料(情報) ２ 
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 ・学習の見通しをもつ。 

・課題を決める。 

（インターネット端末を活用

する。） 

 

評(B) 自分の興味に基づいて、課題を決めている。 

 

 

 

二 ・仮説を立て、調査する。 

 

 

・調査結果を整理し構成を

考える。 

 

評(B) 自分の学習活動に見通しをもって取り組もうとしている。 

 

 

 

三 

 

 

 

 

 

・図表などを引用してレポー

ト作成する。 

・レポートを読み、評価し合

い、学習を振り返る。 

 

 

 

評(B) 根拠を明確にし、自分の考えが伝わる文章になるように工夫して書いて

いる。 

・考察の部分に自分の考えを書く。 

・資料を引用する。 

 

小野市立小野南中学校の実践   （第１学年「根拠を示して説明しよう」） 
単元名「筋道を立ててー根拠を示して説明しようー」 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 

自分の調査結果と既存の調査結果を比較し、分析する 
１ 

４ 

複数の資料(情報) ２ 

比較 １ 

語感・語彙 ３ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 

レポート作成に必要な項目を示し、自分で確認しながら書く 
２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 

「事実を伝える表現」と「自分の考えを伝える表現」に注意して表現する 
３ 

単元計画  

単元目標「資料を引用してレポートを書くことができる」 

５ 

形成的な評価方法・観点 

学習活動にどのように取り組んだのか文章で記している 

総括的な評価方法・観点 

根拠を明確にして自分の考えが伝わる文章を書いている 

形成的な評価 

 

４ 

形成的な評価 

 

４ 

総括的な評価 

 

５ 

 

レポート作成に必要な項目を示し、自分で確認しながら書く 

 

事実を伝える表現（「～だ。」「～ている。」など）、自分の考えを伝える表現（「～だろう。」 

「～と考える。」など）に注意して表現することで、事実と考えを分けて示すことができる。 

 

評（B） 学習活動を具体的に記述している。 

「事実を伝える表現」と「自分の考えを伝える表現」に注意して表現する 

複数の資料(情報) ２ 

語感・語彙 ３ 

 

自分の調査結果と既存の調査結果を比較し、分析する 
 

比較 １ 

１人１台の端末を用いて、自分の調査課

題に対する既存の調査結果を探し、自分

の調査結果と比較し、分析する。 

さまざまな既存の調査結果の中から自分の調査にふ

さわしいものを選ぶ。 

客観的な根拠の提示 

図・写真 

教科書のレポート例を参考に作成

するが、必要な情報が抜けていな

いか、再度、確認をさせる。また、グ

ループで交流し、互いのレポートを

読み合うことで、読み手意識をもっ

て自分の文を読み直す機会を設

ける。 

 

総括的な言語活動（活用）：根拠を明確にし、自分の考えが伝わる文章になるように工夫して書く。 

内容面：考察の部分に自分の考えを書くこと。 

条件面：資料を引用すること。 

学習活動にどのように取り組んだのか文章で記している 

根拠を明確にして自分の考えが伝わる文章を書いている 

実際の子どものレポート 

形成的な評価 
 

総括的な評価 
 

５ 

４ 
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 ・学習の見通しをもつ。 

・課題を決める。 

（インターネット端末を活用

する。） 

 

評(B) 自分の興味に基づいて、課題を決めている。 

 

 

 

二 ・仮説を立て、調査する。 

 

 

・調査結果を整理し構成を

考える。 

 

評(B) 自分の学習活動に見通しをもって取り組もうとしている。 

 

 

 

三 

 

 

 

 

 

・図表などを引用してレポー

ト作成する。 

・レポートを読み、評価し合

い、学習を振り返る。 

 

 

 

評(B) 根拠を明確にし、自分の考えが伝わる文章になるように工夫して書いて

いる。 

・考察の部分に自分の考えを書く。 

・資料を引用する。 

 

小野市立小野南中学校の実践   （第１学年「根拠を示して説明しよう」） 
単元名「筋道を立ててー根拠を示して説明しようー」 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 

自分の調査結果と既存の調査結果を比較し、分析する 
１ 

４ 

複数の資料(情報) ２ 

比較 １ 

語感・語彙 ３ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 

レポート作成に必要な項目を示し、自分で確認しながら書く 
２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 

「事実を伝える表現」と「自分の考えを伝える表現」に注意して表現する 
３ 

単元計画  

単元目標「資料を引用してレポートを書くことができる」 

５ 

形成的な評価方法・観点 

学習活動にどのように取り組んだのか文章で記している 

総括的な評価方法・観点 

根拠を明確にして自分の考えが伝わる文章を書いている 

形成的な評価 

 

４ 

形成的な評価 

 

４ 

総括的な評価 

 

５ 

 

レポート作成に必要な項目を示し、自分で確認しながら書く 

 

事実を伝える表現（「～だ。」「～ている。」など）、自分の考えを伝える表現（「～だろう。」 

「～と考える。」など）に注意して表現することで、事実と考えを分けて示すことができる。 

 

評（B） 学習活動を具体的に記述している。 

「事実を伝える表現」と「自分の考えを伝える表現」に注意して表現する 

複数の資料(情報) ２ 

語感・語彙 ３ 

 

自分の調査結果と既存の調査結果を比較し、分析する 
 

比較 １ 

１人１台の端末を用いて、自分の調査課

題に対する既存の調査結果を探し、自分

の調査結果と比較し、分析する。 

さまざまな既存の調査結果の中から自分の調査にふ

さわしいものを選ぶ。 

客観的な根拠の提示 

図・写真 

教科書のレポート例を参考に作成

するが、必要な情報が抜けていな

いか、再度、確認をさせる。また、グ

ループで交流し、互いのレポートを

読み合うことで、読み手意識をもっ

て自分の文を読み直す機会を設

ける。 

 

総括的な言語活動（活用）：根拠を明確にし、自分の考えが伝わる文章になるように工夫して書く。 

内容面：考察の部分に自分の考えを書くこと。 

条件面：資料を引用すること。 

学習活動にどのように取り組んだのか文章で記している 

根拠を明確にして自分の考えが伝わる文章を書いている 

実際の子どものレポート 

形成的な評価 
 

総括的な評価 
 

５ 

４ 
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 文章の構成と要旨を捉え

る。 

評(B) 配布された九つの段落を切り離したものを、言葉を根拠にしながら段落

を並び替えている。 

評(B) 自分で並べ替えたものをグループで比較し話し合うことで、より言葉の根

拠を明確にしながら説明している。 

評(B) 「事実」「主張」を区別する手がかりとして「文末表現」に着目している。 

二 ・「外開き」「内開き」につい

ての筆者の考えを整理す

る。 

 

 

・論の展開・構成をふまえ

て、「外開き」が肯定され

る過程を捉える。 

評(B) 「外開き」が「日本人の生活様式に適した、現実的な解決」と筆者が述

べる理由をまとめている。 

評(B) 本文から「内開き」についての記述を「主張」「事実」「理由づけ」に整理

し、「三角ロジック」の図を使って考えている。 

評(B) 本文中から「外開き」についての筆者の主張を支えている事実と理由づ

けについて「三角ロジック」の形にまとめている。 

 

三 筆者の主張に対する自分の

考えをまとめる。 

評(B) 筆者の主張に納得しているかどうか、自分の考えが明確になるように考

えをまとめている。（考えをまとめる時に「三角ロジック」を活用している。） 

評(B) まとめた文章を子ども同士で読み合い、それぞれの考えの共通点・相違

点について確認し、自分の考えを深めている。 

 

 

 

洲本市立由良中学校の実践            （第 1 学年「玄関扉」） 
単元名「論理的に考える」 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

１ 

４ 

形成的な評価１･２ 

 

４ 

総括的な評価 

 

５ 

複数の資料(情報) ２ 

語感・語彙 

 

３ 

比較 １ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 

「主張」「事実」「理由付け」の関係を捉える 
２ 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 

筆者の考えに対して自分の考えが明確になるようにまとめる 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 

言葉を根拠に段落の役割を考えたり、「事実」「主張」を区別したりする 
３ 

単元計画  

単元目標「筆者の考えに対して自分の考えをもつことができる」 

５ 

形成的な評価方法・観点 
「三角ロジック」を使って「主張」「事実」「理由付け」を区別している 

総括的な評価方法・観点 
「三角ロジック」を活用し、筆者の主張に対する自分の考えを明確にまとめ
ている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 語感・語彙 ３ 

九つの段落を切り離したものを「言葉（キーワード・接続語・指示語・文末表

現など）」を頼りにしながら順番に並び替えていく。その中で自然と「事実」

「主張」がパズル感覚で認識され言葉の大切さに気付いていく。 

 

＜中心文を見つける方法＞ 

①段落の初め終わりに注目する。 

②「〇〇は、……だ。」と定義する言い

方に注目する。 

③接続語「つまり」「しかし」に続く内

容に注目する。 

④「～だろうか。～でしょうか。」などの

疑問形に注目する。 

＜「事実」と「主張」を区別する方法＞ 

「文末表現」に着目する 

段落の中心文をワークシートに並べる視覚化 

 

「主張」「事実」「理由付け」の関係を捉える 複数の資料(情報) ２ 

・「便覧」に掲載されている「説得力を高める

工夫」を参考にし「三角ロジック」の方法を用

いて「内開き」についての筆者の記述を整理

していく。 

・「事実」と「主張」を区別する方法を用いて明

確に読み分けができるように「文末表現」に

着目させる。 

「三角ロジック」を用いた

明確な読み分け 

 

 
 
総括的な言語活動（活用）：筆者の主張に納得しているかどうかを示し、自分の考えをまとめる。 
内容面：まとめた文章を他者と比較することで共通点・相違点をより明確にし、自分の文章を推敲することでより

考えを深めること。 
条件面：・納得しているかどうかを示す（主張）ときに、「事実」「理由付け」がきちんとなされていること。 

・文末表現に着目し、きちんと「主張」と「事実」の書き分けをすること。 

 
・筆者の主張に納得できる点とできない点を明確に示す。 
・自分の考えを明確にまとめるために「三角ロジック」の思考を活用する。 
・２００字でまとめた自分の考えを他人と共有し、他人との共通点・相違点を意識することでより自分の 
考えを深める。 

筆者の考えに対して自分の考えが明確になるようにまとめる 比較 １ 

 

評 1(B) 「内開き」についての筆者の考えを「三角ロジック」の思考方法を使ってワークシートにまとめることができ
る。 

評 2(B) 「外開き」が肯定される過程を「三角ロジック」の思考方法を使って自分でまとめることができる。 
 
「評１(B)」から「評 2(B)」への子どもの変容を評価としてみとれるようにする。 

「三角ロジック」を使って「主張」「事実」「理由付け」を区別している 

 

形成的な評価 

 

４ 

総括的な評価 

 

５ 

 指導のポイント 

言葉を根拠に段落の役割を考えたり、「事実」「主張」を区別したりする 

 

「三角ロジック」を活用し、筆者の主張に対する自分の考えを明確にまと
めている 
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 文章の構成と要旨を捉え

る。 

評(B) 配布された九つの段落を切り離したものを、言葉を根拠にしながら段落

を並び替えている。 

評(B) 自分で並べ替えたものをグループで比較し話し合うことで、より言葉の根

拠を明確にしながら説明している。 

評(B) 「事実」「主張」を区別する手がかりとして「文末表現」に着目している。 

二 ・「外開き」「内開き」につい

ての筆者の考えを整理す

る。 

 

 

・論の展開・構成をふまえ

て、「外開き」が肯定され

る過程を捉える。 

評(B) 「外開き」が「日本人の生活様式に適した、現実的な解決」と筆者が述

べる理由をまとめている。 

評(B) 本文から「内開き」についての記述を「主張」「事実」「理由づけ」に整理

し、「三角ロジック」の図を使って考えている。 

評(B) 本文中から「外開き」についての筆者の主張を支えている事実と理由づ

けについて「三角ロジック」の形にまとめている。 

 

三 筆者の主張に対する自分の

考えをまとめる。 

評(B) 筆者の主張に納得しているかどうか、自分の考えが明確になるように考

えをまとめている。（考えをまとめる時に「三角ロジック」を活用している。） 

評(B) まとめた文章を子ども同士で読み合い、それぞれの考えの共通点・相違

点について確認し、自分の考えを深めている。 

 

 

 

洲本市立由良中学校の実践            （第 1 学年「玄関扉」） 
単元名「論理的に考える」 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

１ 

４ 

形成的な評価１･２ 

 

４ 

総括的な評価 

 

５ 

複数の資料(情報) ２ 

語感・語彙 

 

３ 

比較 １ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 

「主張」「事実」「理由付け」の関係を捉える 
２ 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 

筆者の考えに対して自分の考えが明確になるようにまとめる 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 

言葉を根拠に段落の役割を考えたり、「事実」「主張」を区別したりする 
３ 

単元計画  

単元目標「筆者の考えに対して自分の考えをもつことができる」 

５ 

形成的な評価方法・観点 
「三角ロジック」を使って「主張」「事実」「理由付け」を区別している 

総括的な評価方法・観点 
「三角ロジック」を活用し、筆者の主張に対する自分の考えを明確にまとめ
ている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 語感・語彙 ３ 

九つの段落を切り離したものを「言葉（キーワード・接続語・指示語・文末表

現など）」を頼りにしながら順番に並び替えていく。その中で自然と「事実」

「主張」がパズル感覚で認識され言葉の大切さに気付いていく。 

 

＜中心文を見つける方法＞ 

①段落の初め終わりに注目する。 

②「〇〇は、……だ。」と定義する言い

方に注目する。 

③接続語「つまり」「しかし」に続く内

容に注目する。 

④「～だろうか。～でしょうか。」などの

疑問形に注目する。 

＜「事実」と「主張」を区別する方法＞ 

「文末表現」に着目する 

段落の中心文をワークシートに並べる視覚化 

 

「主張」「事実」「理由付け」の関係を捉える 複数の資料(情報) ２ 

・「便覧」に掲載されている「説得力を高める

工夫」を参考にし「三角ロジック」の方法を用

いて「内開き」についての筆者の記述を整理

していく。 

・「事実」と「主張」を区別する方法を用いて明

確に読み分けができるように「文末表現」に

着目させる。 

「三角ロジック」を用いた

明確な読み分け 

 

 
 
総括的な言語活動（活用）：筆者の主張に納得しているかどうかを示し、自分の考えをまとめる。 
内容面：まとめた文章を他者と比較することで共通点・相違点をより明確にし、自分の文章を推敲することでより

考えを深めること。 
条件面：・納得しているかどうかを示す（主張）ときに、「事実」「理由付け」がきちんとなされていること。 

・文末表現に着目し、きちんと「主張」と「事実」の書き分けをすること。 

 
・筆者の主張に納得できる点とできない点を明確に示す。 
・自分の考えを明確にまとめるために「三角ロジック」の思考を活用する。 
・２００字でまとめた自分の考えを他人と共有し、他人との共通点・相違点を意識することでより自分の 
考えを深める。 

筆者の考えに対して自分の考えが明確になるようにまとめる 比較 １ 

 

評 1(B) 「内開き」についての筆者の考えを「三角ロジック」の思考方法を使ってワークシートにまとめることができ
る。 

評 2(B) 「外開き」が肯定される過程を「三角ロジック」の思考方法を使って自分でまとめることができる。 
 
「評１(B)」から「評 2(B)」への子どもの変容を評価としてみとれるようにする。 

「三角ロジック」を使って「主張」「事実」「理由付け」を区別している 

 

形成的な評価 

 

４ 

総括的な評価 

 

５ 

 指導のポイント 

言葉を根拠に段落の役割を考えたり、「事実」「主張」を区別したりする 

 

「三角ロジック」を活用し、筆者の主張に対する自分の考えを明確にまと
めている 
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 ・単元の課題を知り、学習の

見通しをもつ。 

・初読の感想を書き、作品全

体の印象について交流す

る。 

 

評(A) 比較しながら読み、展開や表現の工夫・効果について主題と結び付けて

自分の考えを書いている。 

評(B) 比較しながら読み、展開や表現の工夫・効果について自分の考えを書い

ている。 

評(C) 展開や表現の工夫・効果についてどちらか一方についての考えを書いて

いる。 

二 ２作品を比較し、共通点、相

違点を整理する。観点ごとに

効果を考え、交流する。 

 

評(B) 共通点の中から白色と息づかい、また２作品に共通する、色彩語と象徴と

いう表現の工夫・効果の相違点について重点的に考え、本文の記述や交

流した内容を踏まえて、自分の考えを書いている。 

 

評(B) 交流を通して想像を広げながら読み、新しく獲得した語彙を書き足してい

る。 

 

 

 

評(B) 比較して捉えた展開や表現の工夫・効果に対する自分の考えを、「構成・

人物・色・象徴」にふれて書いている。 

三 展開や表現の工夫・効果を

考えながら、詩を創作する。 

評(B) 色・象徴を用いて「初恋」もしくは「レモン哀歌」の展開を踏まえた詩を創

作している。 

 

姫路市立山陽中学校の実践     （第３学年「初恋」・「レモン哀歌」） 
単元名「詩をリライトしよう」 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 
共通点や相違点を整理して、読み深めるための観点を明確にする 

１ 

４ 

形成的な評価 

 

４ 

総括的な評価 

 

５ 

複数の資料(情報) ２ 

比較 １ 

語感・語彙 ３ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 
ワークシートを活用し、観点ごとに考えを書く 

２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 

色彩語や象徴物の印象や効果について考えたことを交流する 
３ 

単元計画  

単元目標「詩の展開や表現の工夫・効果について考え、詩をリライトできる」 

５ 

形成的な評価方法・観点 
展開や表現の工夫・効果について、自分の考えを書いている 

総括的な評価方法・観点 
色・象徴を用いて、２作品どちらかの展開を踏まえた詩を創作している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシートを活用し、観点ごとに考えを書く 

 

複数の資料(情報) ２ 

比較の観点を整理し、それぞ

れの観点ごとに考えられるよ

うなワークシートを作成する。

４つの観点を１枚に収め、作

品を俯瞰できるようにし、作

品の構成要素である４つの

観点を関連付けながら考えら

れるようにする。 

 
 

共通点である白色と息づかいの描写に注目し、印象や効果について考え、交流することで想像を広げる。 
相違点である色彩語（「薄紅」「トパァズいろ」「青」「山巓」「桜」）の印象や効果について考えるとともに、「林檎」
と「レモン」の印象や本文の記述から象徴することについて考え、交流することで語彙を増やす。 

 

共通点や相違点を整理して、読み深めるための観点を明確にする 比較 １ 

・何について比較するのかを明確にする。 

・気付きを大切にするために、個人思考・交流の時間を十分にとる。 

共通点・相違点をあげるだけでなく、内容か

ら分類し、比較の観点を明確にすることで、

作品の何について比較しているのかを意識

できるようにする。 

違いを意識したことで捉え

られるそれぞれの特徴 

 

色彩語や象徴物の印象や効果について考えたことを交流する 語感・語彙 ３ 

 
 

評（Ａ） 比較しながら読み、展開や表現の工夫・効果について主題と結び付けて考えを書いている。 
評（Ｂ） 比較しながら読み、展開や表現の工夫・効果について考えを書いている。 
【支援】展開について「だんだんどうなっているか」を問い直したり、効果について自分の体験を想起させたりする。
「『初恋』では～だが、『レモン哀歌』では～だ。」というモデル文を提示する。 

展開や表現の工夫・効果について、自分の考えを書いている 形成的な評価 

 

４ 

 
 
総括的な言語活動（活用）： 色・象徴を用いて「初恋」もしくは「レモン哀歌」の展開を踏まえた詩を創作（リライ

ト）する。 

内容面：伝えたい思い（主題）が明確であること。 

条件面：①「初恋」もしくは「レモン哀歌」の構成・展開を踏まえること。②「林檎」や「レモン」にかわる象徴を自分

で設定すること。③心情を直接表現するのではなく、象徴を通して暗示させること。 

色・象徴を用いて、２作品どちらかの展開を踏まえた詩を創作している 総括的な評価 

 

５ 
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 ・単元の課題を知り、学習の

見通しをもつ。 

・初読の感想を書き、作品全

体の印象について交流す

る。 

 

評(A) 比較しながら読み、展開や表現の工夫・効果について主題と結び付けて

自分の考えを書いている。 

評(B) 比較しながら読み、展開や表現の工夫・効果について自分の考えを書い

ている。 

評(C) 展開や表現の工夫・効果についてどちらか一方についての考えを書いて

いる。 

二 ２作品を比較し、共通点、相

違点を整理する。観点ごとに

効果を考え、交流する。 

 

評(B) 共通点の中から白色と息づかい、また２作品に共通する、色彩語と象徴と

いう表現の工夫・効果の相違点について重点的に考え、本文の記述や交

流した内容を踏まえて、自分の考えを書いている。 

 

評(B) 交流を通して想像を広げながら読み、新しく獲得した語彙を書き足してい

る。 

 

 

 

評(B) 比較して捉えた展開や表現の工夫・効果に対する自分の考えを、「構成・

人物・色・象徴」にふれて書いている。 

三 展開や表現の工夫・効果を

考えながら、詩を創作する。 

評(B) 色・象徴を用いて「初恋」もしくは「レモン哀歌」の展開を踏まえた詩を創

作している。 

 

姫路市立山陽中学校の実践     （第３学年「初恋」・「レモン哀歌」） 
単元名「詩をリライトしよう」 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 
共通点や相違点を整理して、読み深めるための観点を明確にする 

１ 

４ 

形成的な評価 

 

４ 

総括的な評価 

 

５ 

複数の資料(情報) ２ 

比較 １ 

語感・語彙 ３ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 
ワークシートを活用し、観点ごとに考えを書く 

２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 

色彩語や象徴物の印象や効果について考えたことを交流する 
３ 

単元計画  

単元目標「詩の展開や表現の工夫・効果について考え、詩をリライトできる」 

５ 

形成的な評価方法・観点 
展開や表現の工夫・効果について、自分の考えを書いている 

総括的な評価方法・観点 
色・象徴を用いて、２作品どちらかの展開を踏まえた詩を創作している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシートを活用し、観点ごとに考えを書く 

 

複数の資料(情報) ２ 

比較の観点を整理し、それぞ

れの観点ごとに考えられるよ

うなワークシートを作成する。

４つの観点を１枚に収め、作

品を俯瞰できるようにし、作

品の構成要素である４つの

観点を関連付けながら考えら

れるようにする。 

 
 

共通点である白色と息づかいの描写に注目し、印象や効果について考え、交流することで想像を広げる。 
相違点である色彩語（「薄紅」「トパァズいろ」「青」「山巓」「桜」）の印象や効果について考えるとともに、「林檎」
と「レモン」の印象や本文の記述から象徴することについて考え、交流することで語彙を増やす。 

 

共通点や相違点を整理して、読み深めるための観点を明確にする 比較 １ 

・何について比較するのかを明確にする。 

・気付きを大切にするために、個人思考・交流の時間を十分にとる。 

共通点・相違点をあげるだけでなく、内容か

ら分類し、比較の観点を明確にすることで、

作品の何について比較しているのかを意識

できるようにする。 

違いを意識したことで捉え

られるそれぞれの特徴 

 

色彩語や象徴物の印象や効果について考えたことを交流する 語感・語彙 ３ 

 
 

評（Ａ） 比較しながら読み、展開や表現の工夫・効果について主題と結び付けて考えを書いている。 
評（Ｂ） 比較しながら読み、展開や表現の工夫・効果について考えを書いている。 
【支援】展開について「だんだんどうなっているか」を問い直したり、効果について自分の体験を想起させたりする。
「『初恋』では～だが、『レモン哀歌』では～だ。」というモデル文を提示する。 

展開や表現の工夫・効果について、自分の考えを書いている 形成的な評価 

 

４ 

 
 
総括的な言語活動（活用）： 色・象徴を用いて「初恋」もしくは「レモン哀歌」の展開を踏まえた詩を創作（リライ

ト）する。 

内容面：伝えたい思い（主題）が明確であること。 

条件面：①「初恋」もしくは「レモン哀歌」の構成・展開を踏まえること。②「林檎」や「レモン」にかわる象徴を自分

で設定すること。③心情を直接表現するのではなく、象徴を通して暗示させること。 

色・象徴を用いて、２作品どちらかの展開を踏まえた詩を創作している 総括的な評価 

 

５ 
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 ・詩の内容、その背景にある

ものを確認する。 

・表現の工夫や詩の中の言

葉に着目し、作者が詩に込

めた思いについて読み取

る。 

評(B) 比喩や象徴的な表現に着目し、文脈の中での意味を考えている。 

評(B) 特有の語句の使い方や表現から、作者のものの見方や感じ方を捉えてい

る。 

評(B) 詩の表現を様々な角度から吟味し、詩の主題をまとめている。 

 

 

 

二 詩の内容を、朗読用資料

（プレゼンテーション）にまと

める。 

 

 

評(B) 詩の言葉のイメージを的確に伝えるために、生徒どうしで交流した意見を

もとに、集めた画像を整理し、正しく選択することができている。 

 

三 まとめた朗読用資料に対す

る意見を交流し、内容を改

善、確認する。 

評(B) 詩の言葉のイメージを的確に伝えるために、集めた画像を整理し、正しく

選択することができる。 

評(B) 詩の言葉のもつイメージと画像を繋ぎ、詩のイメージや情景、作者の思い

を視覚的に伝えている。 

新温泉町立夢が丘中学校の実践 （第３学年「挨拶―原爆の写真によせて」） 
単元名「詩の言葉を吟味し、言葉から広がるイメージを形にしよう」 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 

作成した朗読資料について意見を交流し合い、内容を改良する 
１ 

４ 

複数の資料(情報) ２ 

比較 １ 

語感・語彙 ３ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 

詩のイメージについて意見を交流し、説得力のある資料を作る 
２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 

詩の言葉を正しく理解し、その役割や効果について考える 
３ 

単元計画  

 

５ 

形成的な評価方法・観点 
他者の意見を参考にしながら、朗読用資料の内容を改良している 

総括的な評価方法・観点 
言葉と画像を繋いで、詩の情景や作者の思いを的確に伝えている 

形成的な評価 

 

４ 

総括的な評価 

 

５ 

単元目標「朗読資料の作成を通して、相手に伝えたい内容の価値や魅力を 
                                                       伝えることができる」 

 
総括的な言語活動（活用）：完成した朗読用資料を活用して詩を朗読し、詩の情景や作者の思いが伝わるかを確

認する。 

内容面：朗読時、より良い表現を発見して、気付きをワークシートに記入すること。 

条件面：絵コンテから朗読資料完成までの、詩のイメージの変化をメモしておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詩のイメージについて意見を交流し、説得力のある資料を作る 

文字、イラスト、写真等の

何を中心に据えて作成

すれば、読み手の共感を

得やすいのかという視

点を大切に、意見を交

流する。アイディアは、形

にして提示し、さらに意

見交流を重ねていく。 

 
 
・詩の表現を様々な角度から吟味し、詩の主題に迫る。 

例：第一連の「焼けただれた顔」と第三・四連の「顔」は誰の顔を表現しているかを読み取る。 

・「顔」「りつぜん」などの特徴的な表現に注目し、内容理解にいかす。 

詩の言葉を正しく理解し、その役割や効果について考える 

複数の資料(情報) 

 
２ 

語感・語彙 ３ 

評(A) 朗読用資料の内容をどのように変更すべきか、すべきでないかについて根拠とともに発言している。 

評(B) 朗読用資料に用いた画像や効果について、その意図を説明することができる。 

 

絵コンテの冒頭部分の表現を吟味し、方向性を決める 
 

比較 １ 

絵コンテに描かれているイラストと、その

説明を参考にする。それらをもとに、複

数の画像やイラストを資料として提示

し、選ばせる。 

詩の冒頭部分は多様なイメージが出てくるため、意見交流の時間を確保し

て、根拠もふくめた説得力のある意見を取り上げる。 

個の学びから、全体の学びへ

移行する共通テーマの設定 

・ 

他者の意見を参考にしながら、朗読用資料の内容を改良している 形成的な評価 
 

言葉と画像を繋いで、詩の情景や作者の思いを的確に伝えている 

４ 

総括的な評価 
 

５ 

 

 

黒い背景に赤字で第

一連の言葉が 

示されたパターン１ 

黒い背景に 

第一連の言葉が 

示されたパターン２ 

顔のアップイラスト

と第四連の言葉が 

示されたパターン１ 

がれきを歩く人のイラ

ストと第四連の言葉が

示されたパターン２ 

原爆ドームと懐中時

計と第六連の言葉が

示されたパターン１ 

壊れた懐中時計と 

第六連の言葉が 

示されたパターン２ 
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次 学習活動 評価規準と評価方法 

一 ・詩の内容、その背景にある

ものを確認する。 

・表現の工夫や詩の中の言

葉に着目し、作者が詩に込

めた思いについて読み取

る。 

評(B) 比喩や象徴的な表現に着目し、文脈の中での意味を考えている。 

評(B) 特有の語句の使い方や表現から、作者のものの見方や感じ方を捉えてい

る。 

評(B) 詩の表現を様々な角度から吟味し、詩の主題をまとめている。 

 

 

 

二 詩の内容を、朗読用資料

（プレゼンテーション）にまと

める。 

 

 

評(B) 詩の言葉のイメージを的確に伝えるために、生徒どうしで交流した意見を

もとに、集めた画像を整理し、正しく選択することができている。 

 

三 まとめた朗読用資料に対す

る意見を交流し、内容を改

善、確認する。 

評(B) 詩の言葉のイメージを的確に伝えるために、集めた画像を整理し、正しく

選択することができる。 

評(B) 詩の言葉のもつイメージと画像を繋ぎ、詩のイメージや情景、作者の思い

を視覚的に伝えている。 

新温泉町立夢が丘中学校の実践 （第３学年「挨拶―原爆の写真によせて」） 
単元名「詩の言葉を吟味し、言葉から広がるイメージを形にしよう」 

自分の

考えを

もつ 

手立て 

観点 e：共通点や相違点を意識すること 

作成した朗読資料について意見を交流し合い、内容を改良する 
１ 

４ 

複数の資料(情報) ２ 

比較 １ 

語感・語彙 ３ 

観点ｈ：複数の資料（情報）を踏まえて書くこと 

詩のイメージについて意見を交流し、説得力のある資料を作る 
２ 

観点ｇ：語感や語彙を豊かにすること 

詩の言葉を正しく理解し、その役割や効果について考える 
３ 

単元計画  

 

５ 

形成的な評価方法・観点 
他者の意見を参考にしながら、朗読用資料の内容を改良している 

総括的な評価方法・観点 
言葉と画像を繋いで、詩の情景や作者の思いを的確に伝えている 

形成的な評価 

 

４ 

総括的な評価 

 

５ 

単元目標「朗読資料の作成を通して、相手に伝えたい内容の価値や魅力を 
                                                       伝えることができる」 

 
総括的な言語活動（活用）：完成した朗読用資料を活用して詩を朗読し、詩の情景や作者の思いが伝わるかを確

認する。 

内容面：朗読時、より良い表現を発見して、気付きをワークシートに記入すること。 

条件面：絵コンテから朗読資料完成までの、詩のイメージの変化をメモしておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詩のイメージについて意見を交流し、説得力のある資料を作る 

文字、イラスト、写真等の

何を中心に据えて作成

すれば、読み手の共感を

得やすいのかという視

点を大切に、意見を交

流する。アイディアは、形

にして提示し、さらに意

見交流を重ねていく。 

 
 
・詩の表現を様々な角度から吟味し、詩の主題に迫る。 

例：第一連の「焼けただれた顔」と第三・四連の「顔」は誰の顔を表現しているかを読み取る。 

・「顔」「りつぜん」などの特徴的な表現に注目し、内容理解にいかす。 

詩の言葉を正しく理解し、その役割や効果について考える 

複数の資料(情報) 

 
２ 

語感・語彙 ３ 

評(A) 朗読用資料の内容をどのように変更すべきか、すべきでないかについて根拠とともに発言している。 

評(B) 朗読用資料に用いた画像や効果について、その意図を説明することができる。 

 

絵コンテの冒頭部分の表現を吟味し、方向性を決める 
 

比較 １ 

絵コンテに描かれているイラストと、その

説明を参考にする。それらをもとに、複

数の画像やイラストを資料として提示

し、選ばせる。 

詩の冒頭部分は多様なイメージが出てくるため、意見交流の時間を確保し

て、根拠もふくめた説得力のある意見を取り上げる。 

個の学びから、全体の学びへ

移行する共通テーマの設定 

・ 

他者の意見を参考にしながら、朗読用資料の内容を改良している 形成的な評価 
 

言葉と画像を繋いで、詩の情景や作者の思いを的確に伝えている 

４ 

総括的な評価 
 

５ 

 

 

黒い背景に赤字で第

一連の言葉が 

示されたパターン１ 

黒い背景に 

第一連の言葉が 

示されたパターン２ 

顔のアップイラスト

と第四連の言葉が 

示されたパターン１ 

がれきを歩く人のイラ

ストと第四連の言葉が

示されたパターン２ 

原爆ドームと懐中時

計と第六連の言葉が

示されたパターン１ 

壊れた懐中時計と 

第六連の言葉が 

示されたパターン２ 
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三田市立ゆりのき台小学校 第３学年３組 学習指導案 

指導者 小玉 直人 

 

１ 単元名「人物カード、変化マップでお話のいいところを伝えよう」 

教材名「サーカスのライオン」 

２ 日時  

令和３年 11月 5日（金）5校時（13:40～） 

三田市立ゆりのき台小学校 三田市ゆりのき台 4-24 

３ 単元の指導目標  

  中心人物の変化に着目し、お話の面白さを伝えることができる。 

４ 単元の評価規準 

知識、技能 思考力、判断力、表現力 主体的に学習に取り組む態度 

人物カードの作成を通して、叙
述の意味を書きまとめることが
できる。 
変化マップの作成を通じて、関
連付けの思考を働かせることが
できる。 
（理由、類別、比較など） 

人物カードを関連付けること
で、変化マップを作成できる。 
変化マップ作成を通して、人物
の変化や行動の意味を考えて記
述できる。 
「お話の作り」の型から主人公
の得たものを考えることができ
る。 

人物カード作りを楽しみ、何度
も本文に向かい教材文から学ぼ
うとする。 
変化マップ作成を通じて、自分
の考えた情報を再構成する。再
構成する活動を通じて、情報の
意味を理解することができる。 

 

５ 指導にあたって（課題及び指導方法の手立てと工夫） 

【児童・生徒の課題について）】（児童観） 

 ・場面相互の人物関係に目を向けて、お話を読み進める力をより育てたい。 

子どもたちは、一学期「はりねずみと金貨」において「人物カード」（※指導観で詳しく説明）を作成

した。「人物カード」で各場面の出来事と人物を整理し読み進める学習を経験している。本文の中で中心

人物が主語のところでは、カードがつくれないか検討すること、本文中の気になるところを情報として

書き抜く経験を経ている。本文の直接表現（「うれしい」「かなしい」等）では、自力でカード化ができ

ている。一方で「○○ということは△△と考えられる。」のように中心人物の言動の意味から解釈する場

面では、自力でカード化できる児童が約８割にとどまった。交流することで、自力で書くことが出来つ

つあるため、本単元でも解釈を書く場面を設定し、交流することで情報を解釈する力を定着させたいと

考えている。 

カード化する学習の中で、場面と場面をつなげて中心人物に関する情報を説明する児童も出てきてい

る。（クラスの約３割）本単元では、一学期の学びをさらに全体に広めていきたいと考えている。 

【教材に関して】（教材観） 

本教材「サーカスのライオン」は、登場人物が少なく関係性を整理する学習に適している。また物語

の一般的な作り方でできている。つまり「欠落した状態の主人公が、設定で描かれる。同時に欠落した

状態を回復できる資質能力がある人物であることも描かれる。欠落した状態を回復させるために展開部

分では、時間の経過と共にある事件が進行する。山場では、事件が解決され主人公の欠落した状態が回

復される。結末部分では、満たされた状態の主人公が描かれる。」というフォームで説明可能な教材であ

る。設定で描かれている中心人物の欠落は、結末の中心人物の死をもって回収される。しかし中心人物

の死は、子どもたちの読後感に大きな影響を与えるだろう。「とても悲しい結末」のインパクトに読後感

が引きずられる。そして設定で描かれている欠落の回収という視点が弱くなると考えられる。その点を

考え「悲しいけれども、いいこともあった話」のように作品を整理しなおすことが、深い学びにつなが

る。 
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三田市立ゆりのき台小学校 第３学年３組 学習指導案 

指導者 小玉 直人 
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復される。結末部分では、満たされた状態の主人公が描かれる。」というフォームで説明可能な教材であ
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【自分の考えをもつため】（指導観） 

・「自分の読み」を可視化することで、友だちの意見との比較・検討（共通点・相違点）ができるよ 

うにする。（人物カード） 

・場面相互の人物関係やその意味を書く（変化マップ） 

【a～iの９つの観点】 

 観点（ e ）「共通点や相違点を意識すること」 

人物カードを作成することで、友だちと考えの交流ができるようにする。一般的に物語は、「欠落した

状態の主人公が、設定で描かれる。同時に欠落した状態を回復できる資質能力がある人物であることも

描かれる。欠落した状態を回復させるために展開部分では、時間の経過と共にある事件が進行する。山

場では、事件が解決され主人公の欠落した状態が回復される。結末部分では、満たされた状態の主人公

が描かれる。」という構造を持っている。子どもたちは、そのいずれかの場面に無意識に反応し、読み手

としての感想を持つことになる。この「読後感」は、無意識に反応しているため、理由・根拠はあいま

いなままであったり、読み飛ばし・誤読があったりする。自分の読みを可視化するために、本実践では

「人物カード」として視覚化することを提案する。 

「人物カード」は「○○なじんざ」と題名（解釈）を書く部分とその理由・根拠を示す部分の二種類

の部品で構成している。子どもたちは、主人公じんざの行動描写などから「人物カード」を作成してい

くだろう。当初は、本文の表記そのままの【予想される初期のカード】が出てくることが予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予想される初期のカード】のような、表面的な読みのカードも認めて作成する。今回大事にした

い学びは、一人一人が感じた読後感を可視化し、情報として明確に整理することである。カード化

は、読後感という目に見えないものを、本文の表現や挿絵などとつなげ論理的に読み取らせることに

つながる。同時に特に設定部分の中心人物のカードを丁寧に作成させることで、中心人物の欠落を明

確にさせたい。具体的には、作成時の机間巡視では、子どもたちに積極的に説明を求めるようにす

る。特に中心人物のやる気に関する記述をしている児童に声をかけたい。子どもたちは単に「やる気

を失っている。」と書いていても、様々な言葉にこだわり中心人物を説明するだろう。「年老いたこ

と。」「家族と離れ離れであること。」「アフリカで得られない生活。」「繰り返される単調な日々。」のよ

うな点は、カードに明確に書いておくように指示する。若さや人間関係、アフリカでの得られなかっ

た生活、失われた時間など、一般的に回復できない物を中心人物が抱えていることをつかんでおくこ

とが、結末での中心人物の死で回収されるものの交流が豊かにする。表面的なカードに情報を書き加
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           じんざ 

【予想される初期のカード】 

 

【資料①人物カード】 

 

える段階、「○○ということは△△」のように解釈を書き記したカードへ質的転換を図るために、各授

業において振り返りの時間にカードを修正したり作成したりする時間を確保する。交流での気づきを

書くこと、授業後に増やしたいカードを書くことで表面的なカードから脱却させていく。子どもたち

は、カードを再度作成する時間に、本文や言葉の意味をより検討するだろう。そうして自分の読みを

明確にさせていきたい。 

第一次学習計画立案で場面相互の人間関係やその意味を可視化させる手立てとして「変化マップ」を

作成することも子どもたちに投げかける。この変化マップは、画用紙を 3つ折りにし、初発や人物カー

ド同士の関係を記録していくものである。一学期子どもたちは、「はりねずみと金貨」のお気に入りの場

面紹介をこの 3つ折り方式で書きまとめている。今回同様の形のものに取り組むことで、どの子も抵抗

なく初発や学習過程を記録していけると考える。 

 

【資料②変化マップ】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず各自で作成した人物カードから変化マップに貼るカードを決定する。各場面で人物カードを関連

させて貼りたい場合は、カード間にその理由を書き貼るようにする。カードを貼る際は、変化マップの

中心をゼロとして上下に変化をつけていく。（マイナスとプラス）この貼り方で「前の場面は○○だが、

次の場面では△△。」と場面間をつないだ説明も容易になる。つまり子どもたちは比較・理由の思考を働

かせて学習に取り組むことになる。（B評価） 

変化マップの結末の貼られる人物カードは、マイナス方向に偏ると考えられる。教材の特質上主人

公の死が大きく影響するからである。子どもたちの発達段階を考えると自力で「死んでしまったがい

いこともあった。」と考える児童は少ない。そこで結末部分のプラス・マイナスを検討する学習は、比

較の思考に加えて、人物カードを観点に「類別」の思考を働かせることになると考えている。つまり

「結末の人物カードは悲しいけれども、設定部分のカード Aの○○は解決したから、少しはいいこと

がある。」のような意見が生み出されることを期待している。（A評価）結末部分のみ人物カードは、プ

ラス・マイナスの２か所に貼られると子どもたちの読みが深まったと考えたい。 

「変化マップ」作成過程で人物カードを関係づけたり、場面と場面を比較したりして「お話の良

さ」を語る。情報と情報が複雑に関係し、面白さを構成することが予想され、初発にはなかった喜怒

哀楽が入り混じった感想を書き記すことが深く学んだことにつながる。 
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【自分の考えをもつため】（指導観） 
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うにする。（人物カード） 

・場面相互の人物関係やその意味を書く（変化マップ） 

【a～iの９つの観点】 

 観点（ e ）「共通点や相違点を意識すること」 

人物カードを作成することで、友だちと考えの交流ができるようにする。一般的に物語は、「欠落した

状態の主人公が、設定で描かれる。同時に欠落した状態を回復できる資質能力がある人物であることも

描かれる。欠落した状態を回復させるために展開部分では、時間の経過と共にある事件が進行する。山

場では、事件が解決され主人公の欠落した状態が回復される。結末部分では、満たされた状態の主人公

が描かれる。」という構造を持っている。子どもたちは、そのいずれかの場面に無意識に反応し、読み手

としての感想を持つことになる。この「読後感」は、無意識に反応しているため、理由・根拠はあいま

いなままであったり、読み飛ばし・誤読があったりする。自分の読みを可視化するために、本実践では

「人物カード」として視覚化することを提案する。 

「人物カード」は「○○なじんざ」と題名（解釈）を書く部分とその理由・根拠を示す部分の二種類

の部品で構成している。子どもたちは、主人公じんざの行動描写などから「人物カード」を作成してい

くだろう。当初は、本文の表記そのままの【予想される初期のカード】が出てくることが予想される。 
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と。」「家族と離れ離れであること。」「アフリカで得られない生活。」「繰り返される単調な日々。」のよ

うな点は、カードに明確に書いておくように指示する。若さや人間関係、アフリカでの得られなかっ

た生活、失われた時間など、一般的に回復できない物を中心人物が抱えていることをつかんでおくこ
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【予想される初期のカード】 

 

【資料①人物カード】 

 

える段階、「○○ということは△△」のように解釈を書き記したカードへ質的転換を図るために、各授

業において振り返りの時間にカードを修正したり作成したりする時間を確保する。交流での気づきを

書くこと、授業後に増やしたいカードを書くことで表面的なカードから脱却させていく。子どもたち

は、カードを再度作成する時間に、本文や言葉の意味をより検討するだろう。そうして自分の読みを

明確にさせていきたい。 

第一次学習計画立案で場面相互の人間関係やその意味を可視化させる手立てとして「変化マップ」を

作成することも子どもたちに投げかける。この変化マップは、画用紙を 3つ折りにし、初発や人物カー

ド同士の関係を記録していくものである。一学期子どもたちは、「はりねずみと金貨」のお気に入りの場

面紹介をこの 3つ折り方式で書きまとめている。今回同様の形のものに取り組むことで、どの子も抵抗

なく初発や学習過程を記録していけると考える。 
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まず各自で作成した人物カードから変化マップに貼るカードを決定する。各場面で人物カードを関連

させて貼りたい場合は、カード間にその理由を書き貼るようにする。カードを貼る際は、変化マップの

中心をゼロとして上下に変化をつけていく。（マイナスとプラス）この貼り方で「前の場面は○○だが、

次の場面では△△。」と場面間をつないだ説明も容易になる。つまり子どもたちは比較・理由の思考を働

かせて学習に取り組むことになる。（B評価） 

変化マップの結末の貼られる人物カードは、マイナス方向に偏ると考えられる。教材の特質上主人
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６ 指導計画（全 10時間） 

次 学習活動 指導上の留意点 評価規準と評価方法 

１ 初発の感想を書く。 

学習計画を立案す

る。 

・喜怒哀楽を固定し初発

の感想を書かせる。 

→100～130文字程度で

理由を書く。 

・気になる場面に関して

人物カードを記述するこ

とを投げかける。 

・変化マップ作成を投げ

かけ、お話の面白さを詳

しく表現することをゴー

ルとすることを確認す

る。 

・「どこを学べば、より

深く説明できそうか」と

問うことで見通しを持た

せる。 

・変化カードの表紙の記述 

A：場面と場面を比較して意味を述べてい

る。 

B：場面に関して、記述を基に意味を述べ

ている。 

C：場面に関して、意味を述べている。 

 

・「気になる」は 

主人公の動き 

主人公の言葉 

全体の流れの中の位置づけ 

の 3観点で確認する。 

 

 

２ 最も気になる場面を

交流する。 

気になる場面から人

物カードを書きまと

める。 

「気になる」の中身を、 

主人公の動き、 

主人公の言葉、 

全体の流れの中の位置づ

けでまとめる。 

確認した観点を基に、人

物カードに記録させる。 

１学期の学びを活かして、基本的な人物

カードを作成できている。 

気になる場面（設定・展開・山場・結

末）の各部分で人物カードを作成しよう

としている。 

３ 設定場面の人物カー

ドを作成する。 

 

『「○○」ということ

は』というフォーマット

で行間を読んでいる児童

を取り上げ、モデル化す

る。 

 

『「○○」ということは』というフォーマ

ットで行間を読んでいる。 

・アフリカ↔町外れの広場 

  テントの影の箱の中（場所） 

・風のように↔のそり（動き） 

・お父さんやお母さんや兄さんたち↔じん

ざ（人間関係） 

４ 設定場面の人物カー

ドを交流する。 

作成した人物カード

を修正する。 

新しく人物カードを

作成する。 

じんざの持つ欠落 

=老いぼれ 

=目も白く濁る 

等の叙述から 

「若さ」「場所」「生き

方」「家族との関係」に

ついて板書に位置付け確

認する。 

「老い」「一日中ねている」に表される様

子について記述する。 

「風のように」に表される様子について

記述する。 

「夢」に表される様子について記述す

る。 

５ 展開場面の人物カー

ドを交流する。 

男の子との関わりについ

て検討する。 

「眠らなかった」理由に

ついて検討する。 

男の子の境遇=自分の境遇 

男の子のやさしさ=自分への励まし=自分

だけのものの意味 

自分の環境外の人から必要とされたこと

の意味について記述する。 

 

６ 山場場面の人物カー

ドを交流する。 
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７ 結末部分の人物カー

ドを交流する。 

じんざの欠落「死」につ

いて考えを交流する。 

じんざの欠落した状態が

回復していることを確認

する。 

「死」のもつものの中身を記述する。 

・男の子を助けて満足。 

・やり切ることが出来た。 

（やる気の回復） 

「若さ」「場所」に関して、両方記述して

いる。 

８ 必要な人物カードを

交流し、変化マップ

に位置付ける。 

人物カードの位置を検討

し、変化とその意味を記

述する。 

失われたもの「若さ」「場所」を取り戻し

たことを記述している。 

 

９ 変化マップを交流す

る。 

（本時） 

結末部分の人物カードに

ついて理由を話し合わせ

る。 

人物カードを基に話し合

わせる。 

【ふり返りに期待する言葉】 

・アフリカ 

・家族（父・母・兄たち） 

・風のように 

・走る 

・設定と結末を比べると 

・設定と山場を比べると 

・一番良い時間、よい自分 

・永遠に（ずっと） 

★「『名前』によって『個』が位置付くこ

と」「『じんざ』から『ライオン』に戻る

ことで上記をとりもどした」のような題

名に関わる意見は、問い返し・意見の価

値を確認する。 

10 変化マップを交流

し、自分の考えをま

とめる。 

再度、本文に向き合い友

だちの意見を踏まえて本

作品の価値（自分の読

み）を確定させる。 
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７ 本時の目標 

   結末のじんざの人物カードを根拠に、お話の良さを語ることができる。 

 

８ 本時の展開 

学習活動 指導上の留意点 
評価規準と 

評価方法等 

１ 学習課題を確認す

る。 

 

 

２ 変化マップに貼る人

物カードを発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 人物カードを変化マ

ップのどの位置に貼る

か検討する。 

 

 

 

４ 振り返りとして変化

マップに気づきを書き

こむ。 

 

 

 

 

「大切」についての意味を次の観点で板書す

る。 

・関係性「男の子との関係」 

・存在「じんざにとって男の子は・・・」 

そこから変化カードのプラスマイナスを考

えると「男の子を助けることが出来て満足」

という意見が出てくることが予想される。 

〇「設定とつなぐとどの様に考えられるか」

発問し検討させる。 

〇次のキーワードは、板書に色を変えて位置 

づける。 

〇ふり返りの前には「本時の確認」としてキ

ーワードをおさえ直す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「キーワードを基に考えるとじんざが取り 

戻すことが出来たものは何か」発問し検討 

させる。 

【期待する児童の解答】 

・時間を取り戻せたと思う。 

・一番いい自分になれたと思う。 

〇期待する児童の意見を聞いて自分はどう

考えるか人物カードの追加、変化マップに

なる位置を再検討するよう促す。 

 

 

 

 

 

山場の場面とつなぐと、男の

子との関係性について多くの

意見が予想される。 

 

 

 

 

設定とつなぐと、じんざの生

き方や存在に関する意見が予

想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【期待するふり返り】 

じんざは死んでしまったけれ

ど、アフリカの草原を風のよ

うに走っていると思います。 

理由は P139 に空を走り、たち

まち…とあるからです。色も

金色なので１番いいところに

戻ったと思います。 

 

結末部分の変化マップについて考えよう 

【思考・判断・表現】 

「読むこと」において、人

物カード・変化マップの関

連付けを通じて、結末部分

の良さについて記述してい

る。 

【キーワード】 

・アフリカ 

・家族（父・母・兄さんたち） 

・金色 

・風のように 

・走る 

・若さ 

・男の子 

・ずっと（変わらず・永遠に…） 

小野市立市場小学校 第２学年 国語科学習指導案 

指導者  宮 本 久 子 

      

１ 単元名 「音読劇をしよう」 

教材名 「お手紙」（アーノルド＝ローベル作 三木 卓訳 光村図書２年） 

 

２ 日 時 令和４年１０月２１日（金）５校時 

場 所 小野市立市場小学校 （小野市市場町８１６） 

    ２年２組教室 

 

３ 単元の指導目標  

【知識及び技能】   

・語のまとまりや言葉の響きなどに気を付けて音読することができる。知（１）ク 

【思考・判断・表現】 

・「読むこと」において，場面の様子に着目して，登場人物の行動や心情を具体的に想像すること 

ができる。 思 C（１）エ 

・「読むこと」において，文章を読んで，想像したことを音読劇（音読や動作化）で表現し，共有 

することができる。思 C（１）カ 

【学びに向かう態度】 

・場面の様子に着目して登場人物の行動や心情を想像したり，想像したことを音読劇にいかしたり

しながら学習課題に意欲的に取り組むことができる。 

 

４ 単元の評価規準 

知識及び技能 思考力・判断力・表現力 主体的に学習に取り組む態度 

・語のまとまりや言葉の響

きなどに気を付けて音

読している。知（１）ク 

 

 

・「読むこと」において，場面の様子に

着目して，登場人物の行動や心情を具

体的に想像している。 

思 C（１）エ 

・「読むこと」において，文章を読んで，

想像したことを音読劇（音読や動作

化）で表現し，共有している。 

思 C（１）カ 

 

・場面の様子に着目して，登

場人物の行動や心情を想像

したり，想像したことを音

読劇にいかしたりしなが

ら，学習課題に意欲的に取

り組んでいる。 

 

 

 

５ 指導にあたって（課題及び指導方法の手立てと工夫） 

【自分の考えをもつため】  

・音読劇をするという目的意識をもつことで，自分が表現したい場面や叙述を選び，登場人物の様

子や心情を想像できるようにする。 

・音読や動作化などの具体的な活動を通して，叙述から想像できるようにし，自分の考えをもつこ

とができるようにする。 
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場人物の行動や心情を想像

したり，想像したことを音

読劇にいかしたりしなが

ら，学習課題に意欲的に取

り組んでいる。 

 

 

 

５ 指導にあたって（課題及び指導方法の手立てと工夫） 

【自分の考えをもつため】  

・音読劇をするという目的意識をもつことで，自分が表現したい場面や叙述を選び，登場人物の様

子や心情を想像できるようにする。 

・音読や動作化などの具体的な活動を通して，叙述から想像できるようにし，自分の考えをもつこ

とができるようにする。 
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【９つの観点】 

観点（c）「文章の主題をとらえること」 

・場面と場面を比較することで，登場人物の心情の変化を確認し，がまくんとかえるくんの心のつ

ながりを読み深めていく。 

観点（e）「共通点や相違点を意識すること」 

・1 場面と 4 場面の登場人物の様子を読み取り，挿絵や叙述を比較することで，共通点や相違点を

見つけながら，登場人物の心情の変化に気づき，読みを深めていく。 

観点（g）「語感や語彙を豊かにすること」 

・音読劇をするために大切な会話文や叙述を根拠にして，文末に着目したり比べ読みをしたりしな

がら，言葉や叙述から豊かにイメージさせ，語感や語彙を豊かにする。 

 

【児童観】 

本学級の児童は，物語文では，「ふきのとう」や「スイミー」の学習をしている。「ふきのとう」

の学習では，叙述から想像したことを声の大きさや速さで表現したり，簡単な動きをつけたりして

音読や動作化をしながら，読み深めていった。また「スイミー」の学習では，あらすじを確認した

り，スイミーの視点から見た海の情景やスイミーの心情を想像したりして物語の世界を読み進めた。

そして，学習したことを「スイミーシート」にまとめてポートフォリオ化し，自分のお気に入りの

場面を選び，その理由をまとめる活動を通して，自分の考えをもつことができるようにした。これ

らの学習では，言葉や叙述から楽しみながら豊かに想像を広げることができる児童が多かった。豊

かに想像を広げることが難しい児童には，具体的な経験とつなげたり，具体物や写真を提示したり

しながら，叙述からイメージできるように支援した。 

 

【教材観】 

本教材「お手紙」は，主にがまくんとかえるくんの二人の会話を中心に構成されている物語であ

る。お手紙がもらえず，悲しんだり拗ねたりするがまくんや，そんながまくんにやさしい言葉をか

けるかえるくんの様子や心情を会話文から読み取ることができる。そして，この二人の友達どうし

の心の交流は，読後にはほのぼのとした優しさを読み手に感じさせる作品である。会話文の多い本

教材を，子どもたちは，登場人物に寄り添って読み進めていくと考える。お手紙を待つがまくんの

様子や心情や，がまくんのために奔走するかえるくんの様子，一緒にお手紙を待っているときの二

人の心情など，会話文から場面ごとにイメージ豊かに想像できると考える。 

このような登場人物に寄り添った読みを促し，自分の考えをもつことができるようにするために

「音読げきをしよう」の単元を設定した。音読劇をするためには，場面の様子や登場人物の様子・

心情を想像し，理解することが求められる。また，音読劇は学習を進めながら，音読や動作化など

の具体的な活動を適宜取り入れることができるため，読みを深めるための具体的な手立てともなり，

読解活動と表現活動を繋ぐことができる。この単元で取り組む音読劇は，２年生の実態に即して，

一部の場面を音読しながら簡単な動きをつけるという程度のものを設定している。児童が，選んだ

場面をどのように表現したいかを考え，その理由を明らかにすることに重点を置いて授業を展開し

ていく。 

 

【指導観】 

指導に際しては，第一次では，場面や登場人物を確認し，音読をしたり，あらすじを場面ごとに

まとめたりしながら，お話の内容を理解させる。あらすじは，場面ごとに確認してあらすじシート

にまとめていく。この活動を通して，場面や出来事の順番を確かにすることができる。そして，音

読劇をすることを提示して学習の流れを把握できるようにする。第二次では，まず，音読劇で表現

したい会話文を選び，選んだ理由（想像した登場人物の様子や心情）を台本カード（一人学びカー

ド）に書きまとめ，それを交流する。ここでは，自分の考えを伝えたり，友達の考えを聞いたりし

て，さらに想像を豊かにできるようにする。このとき，音読や動作化を取り入れながら，読解と表

現を繋いでいきたい。また，１場面と４場面を比較し，対比構造を捉えることで，二人の心情の変

化にも気づかせていく（複数資料の活用）。そして，想像を広げたことを新たな台本カードに書き

溜めていく。実際の学習では，児童たちが一度本文を読んだ後に行われるため，「登場人物は知ら

ないが，読み手は知っている」という状況が生まれる。このような状況では，子どもたちはかえる

くんのお手紙の内容や，かたつむりくんの到着が遅れるということを既に知っている。そこで，お

話を読み進めるときにも，登場人物に同化する反面，お手紙の内容に関わることやかたつむりくん

に依頼するかえるくんのまずさについての発言も予想される。このようなお話のおもしろさや仕組

みに気づくことも，この時期の子ども達の発展的な読みと捉え，大事にしていきたい。最後の第三

次では，一人学びや交流をして書き溜めた台本カードから自分が最も表現したいものを選び，想像

したことを音読劇で表現していく。さらに，完成した音読劇を鑑賞し合うことで，互いの表現のよ

さについて気づき合う場としたい。 

 

６ 指導計画（全１２時間  本時８時間目） 

次 時 学習活動 教師の支援と指導 評価規準と評価方法（＊） 

一 １ 

 

 

 

 

２ 

３ 

 

○教材の大まかな内容

を捉え，学習の見通し

をもつ。 

 

 

○場面ごとにあらすじ

をあらすじシートに

まとめる。 

 

・辞書で言葉の確認をしたり，音読をしたりし

て，大まかな内容を捉えさせる。 

・登場人物や場面の確認をする。 

 

 

・場面ごとにあらすじをカードにまとめさせ，

シートに貼る活動を通して，登場人物の行動

や出来事，場面の順序を捉えることができる

ようにする。 

○語のまとまりや言葉の響きなど

に気をつけて音読する。 

【知】（１）ク 

（＊音読） 

 

○場面の様子や登場人物の行動な

ど，内容の大体を捉える。 

【思】Ｃ（１）イ 

（＊あらすじシート） 

二 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

○音読劇で表現したい

会話文や叙述を選び，

選んだ理由や想像し

たことを台本カード

にまとめる。（一人学

び） 

 

 

 

 

○１場面を交流する。 

Ｐ12Ｌ1～Ｐ15Ｌ3 

 

 

 

 

 

・登場人物の様子や行動及び心情がわかる会話 

文や叙述を見つけ，理由や想像したことを明

らかにしながら台本カードに書けるように

する。 

・一人学びが難しい児童には，実際に音読させ

どのように音読したかを問いかけ，なぜその

ような表現になったかを考えさせることで，

登場人物の様子や心情が想像できるように

する。 

 

・お手紙をもらった時の経験や待っているもの

が来ない時の待ち遠しさを想起させながら，

がまくんの心情に迫ることができるように

する。がまくんの会話文を音読させ，様子や

心情をイメージさせると共に，がまくんに寄

り添っているかえるくんの様子についても

捉えることができるようにする。 

○会話文や叙述を根拠にして，登

場人物の様子や心情を想像して

いる。 

【思】C（１）エ 

（＊台本カード①） 

 

 

 

 

 

○みんな学びを通して，会話文や

叙述を根拠にして，登場人物の

様子や心情を想像している。 

【思】C（１）エ 

（＊発言・台本カード②） 
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【９つの観点】 

観点（c）「文章の主題をとらえること」 

・場面と場面を比較することで，登場人物の心情の変化を確認し，がまくんとかえるくんの心のつ

ながりを読み深めていく。 

観点（e）「共通点や相違点を意識すること」 

・1 場面と 4 場面の登場人物の様子を読み取り，挿絵や叙述を比較することで，共通点や相違点を

見つけながら，登場人物の心情の変化に気づき，読みを深めていく。 

観点（g）「語感や語彙を豊かにすること」 

・音読劇をするために大切な会話文や叙述を根拠にして，文末に着目したり比べ読みをしたりしな

がら，言葉や叙述から豊かにイメージさせ，語感や語彙を豊かにする。 

 

【児童観】 

本学級の児童は，物語文では，「ふきのとう」や「スイミー」の学習をしている。「ふきのとう」

の学習では，叙述から想像したことを声の大きさや速さで表現したり，簡単な動きをつけたりして

音読や動作化をしながら，読み深めていった。また「スイミー」の学習では，あらすじを確認した

り，スイミーの視点から見た海の情景やスイミーの心情を想像したりして物語の世界を読み進めた。

そして，学習したことを「スイミーシート」にまとめてポートフォリオ化し，自分のお気に入りの

場面を選び，その理由をまとめる活動を通して，自分の考えをもつことができるようにした。これ

らの学習では，言葉や叙述から楽しみながら豊かに想像を広げることができる児童が多かった。豊

かに想像を広げることが難しい児童には，具体的な経験とつなげたり，具体物や写真を提示したり

しながら，叙述からイメージできるように支援した。 

 

【教材観】 

本教材「お手紙」は，主にがまくんとかえるくんの二人の会話を中心に構成されている物語であ

る。お手紙がもらえず，悲しんだり拗ねたりするがまくんや，そんながまくんにやさしい言葉をか

けるかえるくんの様子や心情を会話文から読み取ることができる。そして，この二人の友達どうし

の心の交流は，読後にはほのぼのとした優しさを読み手に感じさせる作品である。会話文の多い本

教材を，子どもたちは，登場人物に寄り添って読み進めていくと考える。お手紙を待つがまくんの

様子や心情や，がまくんのために奔走するかえるくんの様子，一緒にお手紙を待っているときの二

人の心情など，会話文から場面ごとにイメージ豊かに想像できると考える。 

このような登場人物に寄り添った読みを促し，自分の考えをもつことができるようにするために

「音読げきをしよう」の単元を設定した。音読劇をするためには，場面の様子や登場人物の様子・

心情を想像し，理解することが求められる。また，音読劇は学習を進めながら，音読や動作化など

の具体的な活動を適宜取り入れることができるため，読みを深めるための具体的な手立てともなり，

読解活動と表現活動を繋ぐことができる。この単元で取り組む音読劇は，２年生の実態に即して，

一部の場面を音読しながら簡単な動きをつけるという程度のものを設定している。児童が，選んだ

場面をどのように表現したいかを考え，その理由を明らかにすることに重点を置いて授業を展開し

ていく。 

 

【指導観】 

指導に際しては，第一次では，場面や登場人物を確認し，音読をしたり，あらすじを場面ごとに

まとめたりしながら，お話の内容を理解させる。あらすじは，場面ごとに確認してあらすじシート

にまとめていく。この活動を通して，場面や出来事の順番を確かにすることができる。そして，音

読劇をすることを提示して学習の流れを把握できるようにする。第二次では，まず，音読劇で表現

したい会話文を選び，選んだ理由（想像した登場人物の様子や心情）を台本カード（一人学びカー

ド）に書きまとめ，それを交流する。ここでは，自分の考えを伝えたり，友達の考えを聞いたりし

て，さらに想像を豊かにできるようにする。このとき，音読や動作化を取り入れながら，読解と表

現を繋いでいきたい。また，１場面と４場面を比較し，対比構造を捉えることで，二人の心情の変

化にも気づかせていく（複数資料の活用）。そして，想像を広げたことを新たな台本カードに書き

溜めていく。実際の学習では，児童たちが一度本文を読んだ後に行われるため，「登場人物は知ら

ないが，読み手は知っている」という状況が生まれる。このような状況では，子どもたちはかえる

くんのお手紙の内容や，かたつむりくんの到着が遅れるということを既に知っている。そこで，お

話を読み進めるときにも，登場人物に同化する反面，お手紙の内容に関わることやかたつむりくん

に依頼するかえるくんのまずさについての発言も予想される。このようなお話のおもしろさや仕組

みに気づくことも，この時期の子ども達の発展的な読みと捉え，大事にしていきたい。最後の第三

次では，一人学びや交流をして書き溜めた台本カードから自分が最も表現したいものを選び，想像

したことを音読劇で表現していく。さらに，完成した音読劇を鑑賞し合うことで，互いの表現のよ

さについて気づき合う場としたい。 

 

６ 指導計画（全１２時間  本時８時間目） 

次 時 学習活動 教師の支援と指導 評価規準と評価方法（＊） 

一 １ 

 

 

 

 

２ 

３ 

 

○教材の大まかな内容

を捉え，学習の見通し

をもつ。 

 

 

○場面ごとにあらすじ

をあらすじシートに

まとめる。 

 

・辞書で言葉の確認をしたり，音読をしたりし

て，大まかな内容を捉えさせる。 

・登場人物や場面の確認をする。 

 

 

・場面ごとにあらすじをカードにまとめさせ，

シートに貼る活動を通して，登場人物の行動

や出来事，場面の順序を捉えることができる

ようにする。 

○語のまとまりや言葉の響きなど

に気をつけて音読する。 

【知】（１）ク 

（＊音読） 

 

○場面の様子や登場人物の行動な

ど，内容の大体を捉える。 

【思】Ｃ（１）イ 

（＊あらすじシート） 

二 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

○音読劇で表現したい

会話文や叙述を選び，

選んだ理由や想像し

たことを台本カード

にまとめる。（一人学

び） 

 

 

 

 

○１場面を交流する。 

Ｐ12Ｌ1～Ｐ15Ｌ3 

 

 

 

 

 

・登場人物の様子や行動及び心情がわかる会話 

文や叙述を見つけ，理由や想像したことを明

らかにしながら台本カードに書けるように

する。 

・一人学びが難しい児童には，実際に音読させ

どのように音読したかを問いかけ，なぜその

ような表現になったかを考えさせることで，

登場人物の様子や心情が想像できるように

する。 

 

・お手紙をもらった時の経験や待っているもの

が来ない時の待ち遠しさを想起させながら，

がまくんの心情に迫ることができるように

する。がまくんの会話文を音読させ，様子や

心情をイメージさせると共に，がまくんに寄

り添っているかえるくんの様子についても

捉えることができるようにする。 

○会話文や叙述を根拠にして，登

場人物の様子や心情を想像して

いる。 

【思】C（１）エ 

（＊台本カード①） 

 

 

 

 

 

○みんな学びを通して，会話文や

叙述を根拠にして，登場人物の

様子や心情を想像している。 

【思】C（１）エ 

（＊発言・台本カード②） 
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６ 

 

 

 

 

７ 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○２場面を交流する。 

Ｐ15Ｌ4～Ｐ17Ｌ2 

 

 

 

○３場面を交流する。 

Ｐ17Ｌ3～Ｐ20Ｌ2 

 

 

 

○４場面を交流する。 

【本時】 

Ｐ20Ｌ3～Ｐ22Ｌ10 

 

 

 

 

 

 

 

〇５場面を交流する。 

Ｐ23Ｌ1～ 

・「お手紙なんか」と「お手紙を」，「空っぽさ。」 

と「空っぽだよ。」を読み比べることで，が

まくんの投げやりで拗ねている様子に気づ

くことができるようにする。 

※毎時間，交流の後には，読み深めたことをふ

りかえりカードにまとめ，音読劇に活かすこ

とができるようにする。 

 

・かえるくんについての叙述を読み，それを動

作化させることで，かえるくんの慌てている

様子やがまくんに早く手紙を届けていあげ

たいという心情を想像できるようにする。 

 

・がまくんとかえるくんの役割読みをさせた

り，かえるくんの様子を動作化させたりする

ことで，対比的な二人の様子を想像できるよ

うにする。 

 

・「ああ。」「とても いいお手紙だ。」を音読さ

せたり動作化させたりすることで，がまくん

のかえるくんの思いや心情に迫ることがで

きるようにする。 

・１場面と４場面の様子（挿絵）や「ふたりと

も〜」の叙述を比較させることで，対比的な

様子に気づくことができるようにし，二人の

様子・心情やその変化を読み深めることがで

きるようにする。（複数資料の活用） 

 

・待っている間の二人の会話を考えさせること

で，場面の様子を想像できるようにする。 

 

 

三 

 

 

10 

11 

 

 

 

12 

 

○自分のお気に入りの

場面を選び，音読劇を

完成させる。 

 

 

○「お手紙」音読劇を開

く。 

・一人学びの台本カード①やみんな学びの台本

カード②から自分が表現したいものを選ば

せ，音読や動作化しながら，音読劇を完成で

きるようにする。 

 

・完成した音読劇を交流し，お互いの表現の良 

さを見つけ，感想を述べ合う。 

 

○会話文や叙述を根拠にして，登

場人物の様子や心情を想像して

いる。 

【思】C（１）エ 

（＊表現・台本カード） 

○互いに考えを共有し，自分の考

えを広げている。 

【思】C（１）カ 

（＊表現・ワークシート） 

 

 

 

７ 本時の目標 

音読劇で表現したい会話文や叙述を交流したり，１場面と４場面を比較したりしながら，４場面

のがまくんとかえるくんのやりとりの様子や，かえるくんの心のこもったお手紙の内容を知ったが

まくんの心情を読み深め，台本カードにまとめることができる。【思 C】（１）エ 
 
８ 本時の展開（第二次 第８時） 

児童の活動 指導上の留意点と支援と評価（＊） 

１ 本時の学習課題を確認する。 

 

 

 

 

 

２ ４場面で音読劇をするのに，大切にしたい会

話文や叙述と，その理由や想像したことを交流

しあい，がまくんやかえるくんの様子や心情を

読み深める。 

 （がまくん） 

・「きみが。」 

・「お手紙に，なんて書いたの。」 

・「ああ。」  「いいお手紙だ。」 

 

 （かえるくん）  

・「だって，ぼくが，きみにお手紙出したんだも 

の。」 

 

 （手紙の内容） 

・『親愛なる がまがえるくん。ぼくは，きみが

ぼくの親友であることを，うれしく思ってい

ます。きみの親友，かえる。』 

 

 （場面の比較） 

・１場面と４場面の挿絵 

・「ふたりとも，かなしい気分で，げんかんの前

にこしを下ろしていました。」 

 「ふたりとも，とてもしあわせな気もちで，そ

こにすわっていました。」 

 

 

 

 

３ 本時の学習を振り返り，想像を広げたことを

もとにして，台本カードに自分の考えを書く。 

  

・前時までの学習を振り返り，本時の課題を提示し

て学習の見通しをもつことができるようにする。 

・４場面を音読し，学習場面を確認する。 

 

 

 

○児童の選んだ会話文や叙述を交流させ，読みを深

めたり広げたりすることで，がまくんやかえるく

んの様子や心情を具体的に想像できるようにす

る。 

○かえるくんの手紙の内容を音読して，どの叙述に

心がこもっているかを考えさせることで，かえる

くんのがまくんへの思いやりの気持ちを想像で

きるようにする。 

  ・親友と友達を比べる。（比較） 

  ・親友を２回使う効果を考える。（反復） 

  ・末文が，「かえるより」ではなく「きみの親

友，かえる。」となっている効果を考える。 

○がまくんの「ああ。」「いいお手紙だ。」の会話文

について，音読したり間の取り方を考えさせたり

しながら，手紙の内容やかえるくんの思いを知っ

たがまくんが感動している様子を具体的に想像

できるようにする。 

〇１場面と４場面の挿絵や叙述を比較させること

で，対比的な様子に気づくことができるように

し，二人の心情の変化を読み深めることができる

ようにする。（複数資料の活用） 

○読み深めた登場人物の様子や心情を想像しなが

ら，音読や動作化させることで，読解と表現を繋

ぐことができるようにする。 

＊会話文や叙述を根拠にして，音読や動作化をしながら，

自分の考えを形成し，それを伝えることができたか。 

＊友達の意見から，多様な考え方に気づくことができたか。 

 

〇自分が表現したい会話文や叙述を音読させるこ

とで，読解活動（みんな学び）で読み深めたこと

を表現活動に活かすことができるようにする。 

〇板書をもとに音読劇にいかしたい登場人物の様

子や心情を書いてまとめることで，本時の学習内

容を振り返ることができるようにする。 

＊会話文や叙述を根拠にして，自分の考えを形成すること

ができたか。 

４ばめんのとうじょう人ぶつのようすや気もちを読みとり，台本カードにまとめよう 



45 46

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

７ 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○２場面を交流する。 

Ｐ15Ｌ4～Ｐ17Ｌ2 

 

 

 

○３場面を交流する。 

Ｐ17Ｌ3～Ｐ20Ｌ2 

 

 

 

○４場面を交流する。 

【本時】 

Ｐ20Ｌ3～Ｐ22Ｌ10 

 

 

 

 

 

 

 

〇５場面を交流する。 

Ｐ23Ｌ1～ 

・「お手紙なんか」と「お手紙を」，「空っぽさ。」 

と「空っぽだよ。」を読み比べることで，が

まくんの投げやりで拗ねている様子に気づ

くことができるようにする。 

※毎時間，交流の後には，読み深めたことをふ

りかえりカードにまとめ，音読劇に活かすこ

とができるようにする。 

 

・かえるくんについての叙述を読み，それを動

作化させることで，かえるくんの慌てている

様子やがまくんに早く手紙を届けていあげ

たいという心情を想像できるようにする。 

 

・がまくんとかえるくんの役割読みをさせた

り，かえるくんの様子を動作化させたりする

ことで，対比的な二人の様子を想像できるよ

うにする。 

 

・「ああ。」「とても いいお手紙だ。」を音読さ

せたり動作化させたりすることで，がまくん

のかえるくんの思いや心情に迫ることがで

きるようにする。 

・１場面と４場面の様子（挿絵）や「ふたりと

も〜」の叙述を比較させることで，対比的な

様子に気づくことができるようにし，二人の

様子・心情やその変化を読み深めることがで

きるようにする。（複数資料の活用） 

 

・待っている間の二人の会話を考えさせること

で，場面の様子を想像できるようにする。 

 

 

三 

 

 

10 

11 

 

 

 

12 

 

○自分のお気に入りの

場面を選び，音読劇を

完成させる。 

 

 

○「お手紙」音読劇を開

く。 

・一人学びの台本カード①やみんな学びの台本

カード②から自分が表現したいものを選ば

せ，音読や動作化しながら，音読劇を完成で

きるようにする。 

 

・完成した音読劇を交流し，お互いの表現の良 

さを見つけ，感想を述べ合う。 

 

○会話文や叙述を根拠にして，登

場人物の様子や心情を想像して

いる。 

【思】C（１）エ 

（＊表現・台本カード） 

○互いに考えを共有し，自分の考

えを広げている。 

【思】C（１）カ 

（＊表現・ワークシート） 

 

 

 

７ 本時の目標 

音読劇で表現したい会話文や叙述を交流したり，１場面と４場面を比較したりしながら，４場面

のがまくんとかえるくんのやりとりの様子や，かえるくんの心のこもったお手紙の内容を知ったが

まくんの心情を読み深め，台本カードにまとめることができる。【思 C】（１）エ 
 
８ 本時の展開（第二次 第８時） 

児童の活動 指導上の留意点と支援と評価（＊） 

１ 本時の学習課題を確認する。 

 

 

 

 

 

２ ４場面で音読劇をするのに，大切にしたい会

話文や叙述と，その理由や想像したことを交流

しあい，がまくんやかえるくんの様子や心情を

読み深める。 

 （がまくん） 

・「きみが。」 

・「お手紙に，なんて書いたの。」 

・「ああ。」  「いいお手紙だ。」 

 

 （かえるくん）  

・「だって，ぼくが，きみにお手紙出したんだも 

の。」 

 

 （手紙の内容） 

・『親愛なる がまがえるくん。ぼくは，きみが

ぼくの親友であることを，うれしく思ってい

ます。きみの親友，かえる。』 

 

 （場面の比較） 

・１場面と４場面の挿絵 

・「ふたりとも，かなしい気分で，げんかんの前

にこしを下ろしていました。」 

 「ふたりとも，とてもしあわせな気もちで，そ

こにすわっていました。」 

 

 

 

 

３ 本時の学習を振り返り，想像を広げたことを

もとにして，台本カードに自分の考えを書く。 

  

・前時までの学習を振り返り，本時の課題を提示し

て学習の見通しをもつことができるようにする。 

・４場面を音読し，学習場面を確認する。 

 

 

 

○児童の選んだ会話文や叙述を交流させ，読みを深

めたり広げたりすることで，がまくんやかえるく

んの様子や心情を具体的に想像できるようにす

る。 

○かえるくんの手紙の内容を音読して，どの叙述に

心がこもっているかを考えさせることで，かえる

くんのがまくんへの思いやりの気持ちを想像で

きるようにする。 

  ・親友と友達を比べる。（比較） 

  ・親友を２回使う効果を考える。（反復） 

  ・末文が，「かえるより」ではなく「きみの親

友，かえる。」となっている効果を考える。 

○がまくんの「ああ。」「いいお手紙だ。」の会話文

について，音読したり間の取り方を考えさせたり

しながら，手紙の内容やかえるくんの思いを知っ

たがまくんが感動している様子を具体的に想像

できるようにする。 

〇１場面と４場面の挿絵や叙述を比較させること

で，対比的な様子に気づくことができるように

し，二人の心情の変化を読み深めることができる

ようにする。（複数資料の活用） 

○読み深めた登場人物の様子や心情を想像しなが

ら，音読や動作化させることで，読解と表現を繋

ぐことができるようにする。 

＊会話文や叙述を根拠にして，音読や動作化をしながら，

自分の考えを形成し，それを伝えることができたか。 

＊友達の意見から，多様な考え方に気づくことができたか。 

 

〇自分が表現したい会話文や叙述を音読させるこ

とで，読解活動（みんな学び）で読み深めたこと

を表現活動に活かすことができるようにする。 

〇板書をもとに音読劇にいかしたい登場人物の様

子や心情を書いてまとめることで，本時の学習内

容を振り返ることができるようにする。 

＊会話文や叙述を根拠にして，自分の考えを形成すること

ができたか。 

４ばめんのとうじょう人ぶつのようすや気もちを読みとり，台本カードにまとめよう 


















































２


研

究

概

要


３


研

究

経

過


４


実

践

事

例


５


参

考

資

料


５


参

考

資

料


５


参

考

資

料



47 48

９ 評価問題 

（１）総括的な評価 

（三次１０時） 

・二次で書き溜めた台本カード①②をもとに音読劇で表現したい会話文や叙述を選び，読み深

めた登場人物の様子や心情を音読劇で表現することができる。 

（三次１１時） 

  ・友達の音読劇を鑑賞して，さらに想像を広げたことをワークシートにまとめることができる。 

 

（２）形成的な評価 

（二次５～８時） 

  ・音読や動作化などの具体的な活動をしたり，場面の比較をしたりして想像した登場人物の様

子や心情を，台本カードにまとめることができる。 

 

１０ 成果と課題 

（１）成果 

  ①「音読劇」という目的意識をもつことで，表現したい会話文や叙述を選択する場面を設定す

ることができる。選択するということが自分の考えをもつ基本となる。さらに，音読や動作

化などの具体的な活動を取り入れることで，「なぜそのように読んだのか。」「動きからどんな

ことがわかるか。」など，自分の考えをつくる手立てとなる。読解活動と表現活動を学習の中

で繋ぐことができる。 

  ②物語の内容を捉えるあらすじシート，自分なりの考えをまとめる台本カード①（一人学び），

みんなの読みをまとめる台本カード②（みんな学び），表現を共有し考えを広げるワークシー

トなどを活用することで，自分の考えをもったり，自分の考えを整理したりすることができ

る。 

 

（２）課題 

  ①音読劇を表現活動の柱にし，授業を展開していく際に，表現の仕方（形式）についての授業

展開になる可能性がある。その場合，表面的な読みしかできず，具体的に叙述から想像を広

げることが難しくなる。 

→  表現の工夫ではなく，登場人物の様子や心情を想像することを中心とした授業展開にする。 

子ども達とも単元の見通しを持つ際に，約束する。 

   ・「どのように読むか。」ではなく，「どんなことを想像して読むか。」を意識して学習を進め

る。 

 

  ②身体表現や音声表現を評価する際には，児童の表現力が課題になる。また，表現者（児童）

が表現したいことが全て鑑賞者（評価者）に伝わるとは限らない。 

  →・複数者で評価する。（妥当性） 

   ・何を表現したいかを評価する。（登場人物の様子・心情）→台本カード（ワークシート） 

に書く。 

 

 

・ 

 

 ③「自分の考えをつくる」ためのワークシートについて，子どもの学びに沿っているか。関連性

はあるか。 

   

 

（１）あらすじカード（確かめ読み）     （２）台本カード①（一人学び） 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）台本カード②（ふりかえりカード）    
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豊岡市立五荘小学校 第４学年１組 学習指導案 
指導者 田原 昭高 

１ 単元名「考えたことを書き，読み合おう。」 

教材名「もしものときにそなえよう」 

２ 日時  
令和４年１１月１８日（金）５校時（１３:４５～） 

   豊岡市立五荘小学校 豊岡市中陰１番地 

３ 単元の指導目標 
・防災に関する語句の量を増やし,文章の中で使うことができる。【知（１）オ】 
・目的を意識して,経験したことや調べたことなどから書くことを選び,集めた材料を比較したり分

類したりして,伝えたいことを明確にすることができる。【思 B（１）ア】 

・自分の考えとそれを支える理由や事例との関係を明確にして，書き表すことができる。【思 B（１）ウ】 

・目的に応じて書こうとしている内容が明確になっているか,適切な表現で書けているかなど, 

   文章に対する感想を伝え合い,自分の文章のよいところを見つけることができる。【思 B（１）オ】 

・「根拠」「理由」「主張」を明確にして，自分の考えを書き表そうとしている。【態】 

４ 単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組

む態度 

・防災に関する語句の量
を増やし,文章の中で使
おうとしている。 

・目的に応じて，複数の情報を分類・整理し，伝
えたい内容を明らかにしている。 
・自分の考えとそれを支える理由や事例との関係
を明確にして，書き表そうとしている。 
・目的に応じて書こうとしている内容が明確にな
っているか,適切な表現で書けているかなど, 文
章に対する感想を伝え合い,自分の文章のよいと
ころを見つけようとしている。 

・「根拠」「理由」「主張」
を明確にして，自分の考
えを書き表そうとして
いる。 
 

５ 指導にあたって（課題及び指導方法の手立てと工夫） 
【児童・生徒の課題について】（児童観） 

・適切な表現と内容で自分の考えをまとめようとする力が弱い 

 本学級の児童は，書くことに対する苦手意識を持っている。苦手な児童の姿は以下の３つのグループ

に分類される。 

①書くことが苦手で，あきらめている児童。（表現欲求に課題） 

②書くことが決まらず，何を書こうかと悩んでいる児童。（表現内容に課題） 

③書くことは決まったが，どのように書けばよいのかで手が止まっている児童。（表現方法に課題） 

児童の「書く力」を育てるためには，「表現欲求」「表現内容」「表現方法」をねらいとした指導が必

要となってくる。「表現欲求」を高めるために，児童が一読しただけではわからない，何度も読み返し

たくなるような「課題」や「発問」を心がけてきた。特に，思考のずれを生み出す課題を設定したこと

で，相手を説得する必要性が生じ，意欲的に書こうとする児童が少しずつ増えてきている。児童が書い

た内容は事前に把握・評価し，授業の流れに沿った意図的な指名で活躍させるとともに，肯定的評価に

よって，授業に参加しようとする態度を高めてきた。「表現内容」を高めるために，情報を探し出す力

を育ててきた。モジュールタイムを中心に，読解スキルに取り組んだことで，初出の文章から情報を探

す力を習得しつつある。しかし，目的に応じて,表現内容を吟味する力はまだ成長途中である。「表現方

法」については，探し出した情報を目的に応じた適切な表現方法（対比・例示・要約・接続語・文末・

引用）で文章にする活動に取り組んできた。引用については，文型として『私は～と考える。（主張）

第一に「教科書の引用文」と書いてある。（根拠）なぜなら～だからだ。（理由）」という書き方で学ん

できている。しかし,自分の考えとそれを支える理由や事例との関係を明確にして書く力については，

個人差が大きい。 

 子どもたちは，一学期「アップとルーズで伝える」において，「新聞での『アップ』や『ルーズ』の

よさを説明するために（目的に応じて），『新聞記事』と『教科書の要約文』を基に（複数の資料を用い

て），写真の使われ方に対する自分の考えをまとめる。」という学習を経験している。条件として次の３

つを示した。①新聞記事から写真を取り上げて「アップ」，「ルーズ」を書くこと②教科書の要約文から，

ふさわしい文を引用すること③自分の意見を対比的に書くことである。３点を踏まえた正しい文章が書

けた児童は２７名中１７名であった。（Ａ評価）書いた文章を発表するだけではなく，対話的に話し合

い正否を検討していく（評価していく）必要がある。また，後半重視型の授業を心がけ，授業前半で学

んだことを活用して，課題に取り組む時間を確保する授業の組み立ても心がける必要を感じた。 

【教材に関して】（教材観） 

本単元は，近年増えている自然災害への備えを題材にしていることから，児童にとって，調べること

や伝えることへの主体性が高まる学習となるだろう。また，「五荘地区の人たちの命を守るために」と

いう目的を持つことで，リーフレットの内容を評価・熟考し，相手を意識した表現にしたいという必要

感も生まれやすい。 

これまでに説明的文章を読む学習の中で行った，「文章構成をとらえる」「考えとその理由や例との関

係を明らかにして読む」ということを，今度は発信者の立場で活用する構造になっている。単元のゴー

ルとして設定した「五荘地区の人たちの命を守るため」には，複数の資料から，目的に応じた情報を探

し出す必要がある。また，自分の文章に説得性を持たせるために，資料から適切な表現で引用する必然

性も生じるため，自分の考えとそれを支える理由や事例との関係を明確にして書き表す力を育むための

学習にも適している。 

 

【自分の考えをもつため】（指導観） 

・教科書の作例の一部を隠して思考を促し，自分の考えを表現する力を高める。 

・隠した部分に入る内容を選択肢にして思考のずれを生み出し，対話を通して，学ばせたい観点の 

 定着を図る。 

【a～iの９つの観点】 

 観点（ d ）「目的や意図を意識して書くこと」 

 ・共通教材(共通目的)での対話を通して,目的や意図を意識して書くことの大切さを学ばせる。 

 ・自分が設定した目的について,共通教材での学びを活用し,自分の考えとそれを支える理由や事例 

  との関係を明確にして，書き表すことができるようにする。 

 観点（ e ）「共通点や相違点を意識すること」 

 ・思考のずれを生み出す発問によって,対話を促し,共通点や相違点を意識できるようにする。 

 観点（ f ）「日常生活や社会生活と結び付けること」 

 ・自分たちの住む地区と関連付ける活動を設定することで,児童の目的意識と主体性を高める。 

 観点（ h ）「複数の資料（情報）を踏まえて書くこと」 

・「資料（メモ）」「自分の生活経験」「プラステクスト（本時は防災マップ）」を関連付ける思考を促 

 すことで,複数の情報を踏まえた説得性の高い文章を書くことができるようにする。 

 観点（ g ）「語感や語彙を豊かにすること」 

 ・日常生活や社会生活と結び付けた目的を設定することで,必要な情報を手に入れるために,主体的 

  に難語句の意味を辞書で調べようとする意識を高める。 

 

【教科書の作例】ｐ１０８、ｐ１０９上段にある北山さんの文章を掲載 

（２段落目の２文目と３文目を隠して、A とする） 
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豊岡市立五荘小学校 第４学年１組 学習指導案 
指導者 田原 昭高 

１ 単元名「考えたことを書き，読み合おう。」 

教材名「もしものときにそなえよう」 

２ 日時  
令和４年１１月１８日（金）５校時（１３:４５～） 

   豊岡市立五荘小学校 豊岡市中陰１番地 

３ 単元の指導目標 
・防災に関する語句の量を増やし,文章の中で使うことができる。【知（１）オ】 
・目的を意識して,経験したことや調べたことなどから書くことを選び,集めた材料を比較したり分

類したりして,伝えたいことを明確にすることができる。【思 B（１）ア】 

・自分の考えとそれを支える理由や事例との関係を明確にして，書き表すことができる。【思 B（１）ウ】 

・目的に応じて書こうとしている内容が明確になっているか,適切な表現で書けているかなど, 

   文章に対する感想を伝え合い,自分の文章のよいところを見つけることができる。【思 B（１）オ】 

・「根拠」「理由」「主張」を明確にして，自分の考えを書き表そうとしている。【態】 

４ 単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組

む態度 

・防災に関する語句の量
を増やし,文章の中で使
おうとしている。 

・目的に応じて，複数の情報を分類・整理し，伝
えたい内容を明らかにしている。 
・自分の考えとそれを支える理由や事例との関係
を明確にして，書き表そうとしている。 
・目的に応じて書こうとしている内容が明確にな
っているか,適切な表現で書けているかなど, 文
章に対する感想を伝え合い,自分の文章のよいと
ころを見つけようとしている。 

・「根拠」「理由」「主張」
を明確にして，自分の考
えを書き表そうとして
いる。 
 

５ 指導にあたって（課題及び指導方法の手立てと工夫） 
【児童・生徒の課題について】（児童観） 

・適切な表現と内容で自分の考えをまとめようとする力が弱い 

 本学級の児童は，書くことに対する苦手意識を持っている。苦手な児童の姿は以下の３つのグループ

に分類される。 

①書くことが苦手で，あきらめている児童。（表現欲求に課題） 

②書くことが決まらず，何を書こうかと悩んでいる児童。（表現内容に課題） 

③書くことは決まったが，どのように書けばよいのかで手が止まっている児童。（表現方法に課題） 

児童の「書く力」を育てるためには，「表現欲求」「表現内容」「表現方法」をねらいとした指導が必

要となってくる。「表現欲求」を高めるために，児童が一読しただけではわからない，何度も読み返し

たくなるような「課題」や「発問」を心がけてきた。特に，思考のずれを生み出す課題を設定したこと

で，相手を説得する必要性が生じ，意欲的に書こうとする児童が少しずつ増えてきている。児童が書い

た内容は事前に把握・評価し，授業の流れに沿った意図的な指名で活躍させるとともに，肯定的評価に

よって，授業に参加しようとする態度を高めてきた。「表現内容」を高めるために，情報を探し出す力

を育ててきた。モジュールタイムを中心に，読解スキルに取り組んだことで，初出の文章から情報を探

す力を習得しつつある。しかし，目的に応じて,表現内容を吟味する力はまだ成長途中である。「表現方

法」については，探し出した情報を目的に応じた適切な表現方法（対比・例示・要約・接続語・文末・

引用）で文章にする活動に取り組んできた。引用については，文型として『私は～と考える。（主張）

第一に「教科書の引用文」と書いてある。（根拠）なぜなら～だからだ。（理由）」という書き方で学ん

できている。しかし,自分の考えとそれを支える理由や事例との関係を明確にして書く力については，

個人差が大きい。 

 子どもたちは，一学期「アップとルーズで伝える」において，「新聞での『アップ』や『ルーズ』の

よさを説明するために（目的に応じて），『新聞記事』と『教科書の要約文』を基に（複数の資料を用い

て），写真の使われ方に対する自分の考えをまとめる。」という学習を経験している。条件として次の３

つを示した。①新聞記事から写真を取り上げて「アップ」，「ルーズ」を書くこと②教科書の要約文から，

ふさわしい文を引用すること③自分の意見を対比的に書くことである。３点を踏まえた正しい文章が書

けた児童は２７名中１７名であった。（Ａ評価）書いた文章を発表するだけではなく，対話的に話し合

い正否を検討していく（評価していく）必要がある。また，後半重視型の授業を心がけ，授業前半で学

んだことを活用して，課題に取り組む時間を確保する授業の組み立ても心がける必要を感じた。 

【教材に関して】（教材観） 

本単元は，近年増えている自然災害への備えを題材にしていることから，児童にとって，調べること

や伝えることへの主体性が高まる学習となるだろう。また，「五荘地区の人たちの命を守るために」と

いう目的を持つことで，リーフレットの内容を評価・熟考し，相手を意識した表現にしたいという必要

感も生まれやすい。 

これまでに説明的文章を読む学習の中で行った，「文章構成をとらえる」「考えとその理由や例との関

係を明らかにして読む」ということを，今度は発信者の立場で活用する構造になっている。単元のゴー

ルとして設定した「五荘地区の人たちの命を守るため」には，複数の資料から，目的に応じた情報を探

し出す必要がある。また，自分の文章に説得性を持たせるために，資料から適切な表現で引用する必然

性も生じるため，自分の考えとそれを支える理由や事例との関係を明確にして書き表す力を育むための

学習にも適している。 

 

【自分の考えをもつため】（指導観） 

・教科書の作例の一部を隠して思考を促し，自分の考えを表現する力を高める。 

・隠した部分に入る内容を選択肢にして思考のずれを生み出し，対話を通して，学ばせたい観点の 

 定着を図る。 

【a～iの９つの観点】 

 観点（ d ）「目的や意図を意識して書くこと」 

 ・共通教材(共通目的)での対話を通して,目的や意図を意識して書くことの大切さを学ばせる。 

 ・自分が設定した目的について,共通教材での学びを活用し,自分の考えとそれを支える理由や事例 

  との関係を明確にして，書き表すことができるようにする。 

 観点（ e ）「共通点や相違点を意識すること」 

 ・思考のずれを生み出す発問によって,対話を促し,共通点や相違点を意識できるようにする。 

 観点（ f ）「日常生活や社会生活と結び付けること」 

 ・自分たちの住む地区と関連付ける活動を設定することで,児童の目的意識と主体性を高める。 

 観点（ h ）「複数の資料（情報）を踏まえて書くこと」 

・「資料（メモ）」「自分の生活経験」「プラステクスト（本時は防災マップ）」を関連付ける思考を促 

 すことで,複数の情報を踏まえた説得性の高い文章を書くことができるようにする。 

 観点（ g ）「語感や語彙を豊かにすること」 

 ・日常生活や社会生活と結び付けた目的を設定することで,必要な情報を手に入れるために,主体的 

  に難語句の意味を辞書で調べようとする意識を高める。 

 

【教科書の作例】ｐ１０８、ｐ１０９上段にある北山さんの文章を掲載 

（２段落目の２文目と３文目を隠して、A とする） 
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自分の考えを表現する際に，【教科書の作例】を見ながら，それを視写する形でまとめてしまう児童

が多かった。一部の児童にとっては，作例が大きな手助けになっていた反面，本当の表現力がついてい

ないように感じた。実際，時間がたつと作例なしでは書くことができない児童が多かった。それは，作

例に合わせて言葉を置き換えることに意識が向かい，そこに深い思考が伴っていなかったからだと考え

る。また，【教科書の作例】の良い点を見つけ交流したこともあったが，自分が書いた文章ではないの

で，児童によっては表面的な理解に留まり，深い学びまで至らなかった。次に，作例を隠して提示する

ことで思考を促そうとしたが，それだけでは，一部の児童にとっては難しく，表現欲求が高まらないと

いう課題が見られた。そのことを踏まえ，本実践では，隠して選択肢にするという手立てをとる。 

 

【ワークシート１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「Ａ（作例の隠した部分）に書くなら，ＡＢＣＤのどれが一番ふさわしいか」という発問で意見文を

書かせる。【ワークシート１】話し合いの場面では，ＡＢＣＤの４つを同時に扱うと，混乱を生むので，

２項対立にして対話を促す。それぞれの比較によって以下の表現内容・表現方法を学ばせる。ＡとＢの

比較によって，「クラスみんなの命を守るために，調べたことをもとにして，大雨のそなえをまとめよ

う」というめあてにある「調べたことをもとにして」という条件に対応する必要性を学ばせる。ＢとＣ

の比較によって，考えや理由につながる根拠を引用する必要性を学ばせる。ＢとＤの比較によって，「ク

ラスみんなの命を守るために」という目的に応じた根拠を引用する必要性を学ばせる。次に学びを生か

して，五荘地区で考えようと投げかける。この活動では，防災学習で設定した目的「五荘地区の人たち

の命を守るために」と，考え「危険を予測して，ひなんすることが大切」に対する根拠と理由を児童に

考えさせる。地域社会とつなげて考えさえることで，自分の考えを持ちやすく，本時以降の活動の表現

欲求を高めることにもつながると考える。【ワークシート２】 
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 また,児童が実際に生活している五荘地区のことなので，共通点や相違点を意識して話し合うことが

できるだろう。その際，根拠を明確にするため，プラステクストとして地区ごとの防災マップを新たな

情報として追加する。防災マップと実際に地区で生活している自分の生活体験を関連付けて，自分の考

えを理由と根拠を明確にして表現させる。【ワークシート２】 
 

【ワークシート 3】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 本時では,共通教材（共通目的）で情報を検討する活動を設定している。単元初めから個人の目的（主

張点）を持たせて調べ学習に取り組むことも可能だが,児童個々で目的が異なると,学級全体で対話的に,

互いの引用する情報が適切か検討することが難しくなる。今回は,本時以降,個人が目的（主張点）をも

って,自分の考えをまとめる際に必要となる観点（目的を意識して書くこと,共通点や相違点を意識する

こと,日常生活と結び付けること,複数の情報を関連付けて書くこと）を学ぶ時間としたい。 

 本時以降,自分たちの地区を意識しながら,個人の目的とテーマを決定させる。調べた内容は,【ワーク

シート３】に整理し,伝えたい考えを明確にする。その後,目的や考え・理由に応じた情報（例えば,高齢

者の避難に特化した根拠など）を探し出し, トーナメント形式のワークシートにまとめ,本時で学んだ

観点をいかして,地区で情報を吟味させる。単元の終わりには,目的がより明確になるように,自分の目

的をサブタイトルとして表現させる。【ワークシート４】 
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自分の考えを表現する際に，【教科書の作例】を見ながら，それを視写する形でまとめてしまう児童

が多かった。一部の児童にとっては，作例が大きな手助けになっていた反面，本当の表現力がついてい

ないように感じた。実際，時間がたつと作例なしでは書くことができない児童が多かった。それは，作

例に合わせて言葉を置き換えることに意識が向かい，そこに深い思考が伴っていなかったからだと考え
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で，児童によっては表面的な理解に留まり，深い学びまで至らなかった。次に，作例を隠して提示する

ことで思考を促そうとしたが，それだけでは，一部の児童にとっては難しく，表現欲求が高まらないと

いう課題が見られた。そのことを踏まえ，本実践では，隠して選択肢にするという手立てをとる。 
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 ６ 指導計画（全１２時間） 

次 時 学習活動 指導上の留意点 評価規準と評価方法 

一 1 単元のゴールを知らせ，学習の見通し

を持たせる。 

・児童が書きたくなるようなテーマを映像で  

 紹介し，表現欲求を高める。 

【態】単元目標を理解し，進んで学習に

取り組もうとしている。 

２ 

 

クラスみんなの命を守るために，調べ

たことをもとにして，大雨のそなえを

まとめる。【ワークシート１】 

・教科書の作例（北山さんの文章）の一部を 

 隠して，選択肢として提示する。 

 

【態】「根拠」「理由」「主張」を明確に

して自分の考えを書き表すことがで

きる。 

【知】主語と述語の対応など，文のわ

かりやすさを意識したり，文章全体

の組み立てを意識したりして書いて

いる。 

【知】引用の仕方を理解し，使うこと

ができる。 

【思Ｂ】相手や目的を意識して書くこ

とを選び，自分のテーマに沿って集

めた材料を比較したり，分類したり

して，伝えたいことを明確にしてい

る。 

【思 B】自分の考えとそれを支える理由

や事例との関係を明確にして，考え

がよりよく伝わるように書き表し方

を工夫している。 

【思 B】複数の情報を分類・整理して伝

えたい内容を明らかにしている。 

【思 B】下書きを読み直して間違いを正

したり，友達の文章にアドバイスを

したりしている。 

【態度】学習の見通しをもって，調べ

たことを基に自分の考えを書き，伝

え合おうとしている。 

３ 

本

時 

五荘地区の人たちの命を守るために，

調べたことをもとにして，大雨のそな

えをまとめる。（内容重視） 

【ワークシート１】 

【ワークシート２】 

・主体的な学びに向けて，授業後半で地区と 

 つなげて思考させる。 

・対話的な学びに向けて，授業前半で共通教材 

 を使用する。 

・深い学びに向けて，教科書の作例を隠して 

 選択肢にし，意見を交流する。 

４ 五荘地区の人たちの命を守るために，

調べたことをもとにして，大雨のそな

えをまとめる。（表現重視） 

・前時で書いたワークシートを適切な表現に書 

 き換えさせる。 

 

二 ５ 

６ 

自分の目的とテーマを決定し，情報を

探し出す。      【ワークシート３】 

・目的とテーマを決定する際，前時の学びを 

  活用し，地域の災害情報と関連付けて，決 

  定できるようにする。 

７ 調べた内容を分類・整理して，自分の

伝えたいことを明確にする。 

【ワークシート２を空欄にしたもの】 

・伝えたいことを明らかにするために,トーナ  

 メント形式のワークシートに「目的」「考え」 

 「理由や事例」「根拠」をまとめ,地区グル 

 ープで集まり,検討し合う。 

８ 自分の考えを分かりやすく伝えるため

に，「初め」「終わり」と対応させて「中」

に書く内容を考える。 

・教科書の２つの作例を比較し，理由や例の 

 よさや書き方について考える。 

・双括型の文章構成を学び直す。 

９ 

10 

11 

自分が選んだテーマに関わる情報を選

択し，リーフレットにまとめる。 

【ワークシート４】 

・完成する前に一度リーフレットを交流し， 

  その後，再度リーフレット作りに取り組ませ 

  ることで，交流で学んだ新しい見方や考え方 

  を内容や表現に活かしたいという意欲を高 

  める。 

三 12 自分が選んだテーマのリーフレットを

読み合い，評価する。 【ワークシート４】 

・リーフレットについて，内容と表現の二つ 

  の視点で相互評価し，リーフレットを完成さ 

  せる。 

 

相互評価の視点 

【表現内容】 

 複数の情報を関連付けて,自分の主張点に 

 ふさわしい内容が書けているか。 

 

【表現方法】 

「考え」「理由」「根拠」のつながりは適切か 

（書き表し方は適切か） 

【思 B】考えと理由や事例との関係が明

確になっているかなどについて，感

想や意見を伝え合うとともに，自分

の文章のよいところを見つけてい

る。 

【知】考えとそれを支える理由や事例

の関係について理解している。 

【態度】進んで友達と文章を読みあい，

感想や意見を伝えようとしている。 

※クラスの防災ブックを作るために，

メモ・防災マップ・自分の生活経験

を基に，自分の考えとそれを支える

理由と事例との関係を明確にして，

自分が選んだテーマのそなえを書き

表すことができる。 

７ 本時の目標 

  全校生（五荘地区の人たち）の命を守るために,必要な情報を基に,考えとそれを支える理由や根拠 

  の関係を明確にして，大雨のそなえをまとめることができる。 

８ 本時の展開 

学習活動 指導上の留意点   評価規準と評価方法 

１ めあてを確認する。 

 

 

 

 

２ 自分の考えを発表する。 

 

 

 

 

 

３ 話題を焦点化して話し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 五荘地区の大雨のそなえ 

  について交流する。 

 

 

 

 

５ 五荘地区の大雨のそなえ 

  をまとめる。（ふりかえり） 

         

 

○教科書の作例の一部を隠して思考を促し，   

 自分の考えを表現する力を高める。 

 

 

 

○選択肢にして提示することで，自分の考え 

 を持ちやすくする。 

○必要に応じて，「どうして（理由）」「どこ 

 から（根拠）」「だから（主張）」と問い返 

 し,論理的な思考を促す。 

 

○二項対立にして,対話を促す。 

〇比較の思考を促すことによって,以下の 

 表現内容と表現方法を学ばせる。 

  

 ＡとＢの比較…【条件に応じた根拠を引用】 

 ＢとＣの比較…【考えや理由につながる根拠を引用】  

ＢとＤの比較…【目的に合った根拠を引用】 

 

○自分の地区にふさわしい理由と根拠を検討

することで,共通点や相違点を意識できる

ようにする。 

○地区の防災マップを資料として追加し， 

 関連付けの思考を促す。 

 

○表現内容と表現方法を意識して書かせる。 

○地区で適切な表現内容㋐と表現方法㋑に 

 なっているか確かめさせる。 

㋐…①と②を関連付けた自分たちの地区に 

  ふさわしい理由が書けているか。 

㋑…考えと理由と根拠のつながりは正しい

か。 

 

 

 

 

 

自分の意見を「主張」「根拠」

「理由」を明確にして伝え

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適切な表現内容で自分の考

えをまとめている。 

 

 

 

※全校生（五荘地区の人た

ち）の命を守るために,必要

な情報を基に,考えとそれ

を支える理由や根拠の関係

を明確にして，大雨のそな

えを書き表すことができ

る。 

           

９ 評価問題 

（１）総括的な評価（第１２時）  

自分の設定した目的に応じて，メモ・生活経験・プラステクスト（防災マップ等）を関連付け，  

考えとそれを支える理由と事例との関係を明確にして，自分が選んだテーマのそなえを書き表す 

ことができる。 
 

（２）形成的な評価（第３時） 

五荘地区の人たちの命を守るために,必要な情報を基に,考えとそれを支える理由や根拠の関係

を明確にして，大雨のそなえを書き表すことができる。 

全校生（五荘地区の人たち）の命を守るために，調べたことをもとにして，大雨のそなえをまとめよう。 
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に，「初め」「終わり」と対応させて「中」

に書く内容を考える。 

・教科書の２つの作例を比較し，理由や例の 

 よさや書き方について考える。 

・双括型の文章構成を学び直す。 

９ 

10 

11 

自分が選んだテーマに関わる情報を選

択し，リーフレットにまとめる。 

【ワークシート４】 

・完成する前に一度リーフレットを交流し， 

  その後，再度リーフレット作りに取り組ませ 

  ることで，交流で学んだ新しい見方や考え方 

  を内容や表現に活かしたいという意欲を高 

  める。 

三 12 自分が選んだテーマのリーフレットを

読み合い，評価する。 【ワークシート４】 

・リーフレットについて，内容と表現の二つ 

  の視点で相互評価し，リーフレットを完成さ 

  せる。 

 

相互評価の視点 

【表現内容】 

 複数の情報を関連付けて,自分の主張点に 

 ふさわしい内容が書けているか。 

 

【表現方法】 

「考え」「理由」「根拠」のつながりは適切か 

（書き表し方は適切か） 

【思 B】考えと理由や事例との関係が明

確になっているかなどについて，感

想や意見を伝え合うとともに，自分

の文章のよいところを見つけてい

る。 

【知】考えとそれを支える理由や事例

の関係について理解している。 

【態度】進んで友達と文章を読みあい，

感想や意見を伝えようとしている。 

※クラスの防災ブックを作るために，

メモ・防災マップ・自分の生活経験

を基に，自分の考えとそれを支える

理由と事例との関係を明確にして，

自分が選んだテーマのそなえを書き

表すことができる。 

７ 本時の目標 

  全校生（五荘地区の人たち）の命を守るために,必要な情報を基に,考えとそれを支える理由や根拠 

  の関係を明確にして，大雨のそなえをまとめることができる。 

８ 本時の展開 

学習活動 指導上の留意点   評価規準と評価方法 

１ めあてを確認する。 

 

 

 

 

２ 自分の考えを発表する。 

 

 

 

 

 

３ 話題を焦点化して話し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 五荘地区の大雨のそなえ 

  について交流する。 

 

 

 

 

５ 五荘地区の大雨のそなえ 

  をまとめる。（ふりかえり） 

         

 

○教科書の作例の一部を隠して思考を促し，   

 自分の考えを表現する力を高める。 

 

 

 

○選択肢にして提示することで，自分の考え 

 を持ちやすくする。 

○必要に応じて，「どうして（理由）」「どこ 

 から（根拠）」「だから（主張）」と問い返 

 し,論理的な思考を促す。 

 

○二項対立にして,対話を促す。 

〇比較の思考を促すことによって,以下の 

 表現内容と表現方法を学ばせる。 

  

 ＡとＢの比較…【条件に応じた根拠を引用】 

 ＢとＣの比較…【考えや理由につながる根拠を引用】  

ＢとＤの比較…【目的に合った根拠を引用】 

 

○自分の地区にふさわしい理由と根拠を検討

することで,共通点や相違点を意識できる

ようにする。 

○地区の防災マップを資料として追加し， 

 関連付けの思考を促す。 

 

○表現内容と表現方法を意識して書かせる。 

○地区で適切な表現内容㋐と表現方法㋑に 

 なっているか確かめさせる。 

㋐…①と②を関連付けた自分たちの地区に 

  ふさわしい理由が書けているか。 

㋑…考えと理由と根拠のつながりは正しい

か。 

 

 

 

 

 

自分の意見を「主張」「根拠」

「理由」を明確にして伝え

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適切な表現内容で自分の考

えをまとめている。 

 

 

 

※全校生（五荘地区の人た

ち）の命を守るために,必要

な情報を基に,考えとそれ

を支える理由や根拠の関係

を明確にして，大雨のそな

えを書き表すことができ

る。 

           

９ 評価問題 

（１）総括的な評価（第１２時）  

自分の設定した目的に応じて，メモ・生活経験・プラステクスト（防災マップ等）を関連付け，  

考えとそれを支える理由と事例との関係を明確にして，自分が選んだテーマのそなえを書き表す 

ことができる。 
 

（２）形成的な評価（第３時） 

五荘地区の人たちの命を守るために,必要な情報を基に,考えとそれを支える理由や根拠の関係

を明確にして，大雨のそなえを書き表すことができる。 

全校生（五荘地区の人たち）の命を守るために，調べたことをもとにして，大雨のそなえをまとめよう。 
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（冊子作成の目的） 

 国語科において、全国学力・学習状況調査の結果から課題としてあげられたことは、“兵庫県の子ども達

は自分の考えをもつことに課題がある”ということでした。そこで、課題を克服するために、令和２（2020）

年度から３年間、研究テーマを設定して指導方法の研究を行いました。本冊子は、その成果をまとめたもの

です。 

 

（冊子の構成） 

冊子の構成は以下の通りです。 

第１章 課題とされた調査問題の一例を掲載しています。 

第２章 課題克服にむけた研究課題及び研究体制を示しています。 

第３章 これら課題に対する３年間の研究の経過を紹介しています。 

第４章 
日々の授業実践に活用できるよう、“授業改善チーム教員”の協力のもと、実践事例

を紹介しています。兵庫県の子どもの課題克服へのヒントが満載です。 

第５章 
本事業の“授業改善チーム教員”による公開授業時の指導案及びワークシートを掲載

するとともに、その他国語科の学力向上に資する指導資料を紹介しています。 

 

（まとめ及び今後の方針） 

“兵庫県の子ども達は自分の考えをもつことに課題がある”これは、これまでの調査で常に課題として挙げ

られてきた内容です。裏を返せば、この課題を克服することが容易ではないことを示唆しており、新しい漢字

を覚えたからできるといったシンプルなものではないと考えています。だからこそ、教員から敬遠されがちな部分

でもあるかもしれません。 

これまでの“授業改善チーム教員”による研究成果をもとに、県内の子ども達が課題としている現状を打開

するため、学校全体でこの冊子を活用するとともに、課題の克服に向けた楽しく充実した授業を行っていただ

きたいと思います。そして、本冊子の活用が子ども達のつまずきを解消し、学力が向上する好循環を生み出

す契機となることを期待します。 

最後になりましたが、本書を作成するにあたり、ご指導を賜りました兵庫教育大学大学院 吉川芳則教

授及び、研究実践を進めていただきました授業改善支援チーム教員・所属校の皆様に深く感謝を申し上げ

ます。 

 

令和５（２０２３）年３月 

兵庫県教育委員会 

はじめに 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監    修  吉川 芳則（兵庫教育大学大学院 教授） 

編集発行 兵庫県教育委員会事務局義務教育課 （令和５（２０２３）年３月） 

連 絡 先 〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1 ℡078-341-7711（代） 

 

＜全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた課題克服研究授業改善チーム＞ 
＜小学校＞                ＜中学校＞ 
三田市立ゆりのき台小学校  小玉 直人   宝 塚 市 立 高 司 中 学 校  畠山 勇馬 
小野市立市場小学校  宮本 久子   小野市立小野南中学校  友定 美紀 
たつの市立小宅小学校  柿本亜津子   姫路市立山陽中学校  天野 雅子 
豊岡市立五荘小学校  田原 昭高   新温泉町立夢が丘中学校  伊奈 史雄 
丹波篠山市立岡野小学校  御川 歩美   洲本市立由良中学校  井髙  聡 
南あわじ市立榎列小学校  石田 直栄    

 

 

 

 

 

    

あわせてご活用下さい！ 

子どものつまずきに

応じた系統的な授業

改善は、こちらを！ 

 

 

 

 

 

令和３(2021)年度学力向上指導資料にも 

授業改善のポイントが掲載されています！ 

 

 

【R3全国学力・学習状況調査で 

特に課題と考えられる項目】 

■小学校国語 「目的や意図に応じて、自分の考えの理

由を明確にしながら、自分の考えが伝

わるように書き表し方を工夫すること」 

■中学校国語 「文章に表れているものの見方や考え方

を捉え、自分の考えをもつこと」 

子どもの「わかった」を
大切にした授業改善の
ポイント 

きめ細かな見取りから
確かな学力を育む授業
改善へ 

令和４(2022)年度学力向上指導資料にも 

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた

授業改善のポイントが掲載されています！ 

【「学びのデジタルガイド」＆「デジタルガイドプラス」】 

■教科特有の「見方・考え方」を働かせる授業改善の指

導事例集（「学びのデジタルガイド」）を作成しました。 

■「学びのデジタルガイド」で取り上げた事例の学びと

日常生活を結びつける子ども向けコーナー（「デジタ

ルガイドプラス」）を作成しました。 

「『活用・表現力』を高

めるための授業改善リ

ーフレット」 
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