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国語科

< 研究主題 〉

主体性を高める授業過程
く 主体性 あ る 人 間 >

様 々 な 状況や場面 に お い て ， 自 己 と 集団 ・ 杜会 ・ も の と の 関 わ り を意識 し な が ら ，
0 自 己 や集団 に と っ て価値あ る も の や課題 を 見付 け た、す
0 自 己 や集団 の 取 る べ き 行動 を決定 し ， 実践す る
O 自 己 や集 団 の決定や行動 を振 り 返 り ， 評価 し ， 改善す る

こ れ ら に ， 継続的 に 取 り 組む と と も に ， 自 己や集団 を 高 め続 け る よ う 努力 す る 人 間

く 教科 で 育 て た い生徒像 〉

豊かな言語感覚を身に付け， 実生活等の様々な場面において， 情
報を的確に理解し， 批判的に思考し， 表現できる生徒

< 教科 で 身 に 付 け さ せ た い要素 >
〔知 識 ・ 技能〕 【要素A 】

- 言葉， こ と わ ざや慣用 句 の意味等 の 語葉 に 関す る 知識
- 漢字や仮名 遣い， 句読点 の使い方等の表記 に 関す る 知識
. 言葉の決ま り や働 き 等 の文法 に 関す る 知識
- 文章の組み 立 て 等 の 内容構成 に 関す る 知識
- 言葉遣いや， 文体 ・ 修辞法等 の 表現 に 関す る 知識
・ 聞 く ・ 読む ・ 見 る 等の理解 に 関す る 技能
- 話す ・ 書 く ・ つ く る 等 の表現 に 関す る 技能

〔思考 力 ・ 判断 力 ・ 表現力 ・ そ の他 の 能 力〕 【要素 B 】
- 文章 の 内容 ・ 表現や社会的 ・ 文化 的価値 を読み取 る 力
・ 比較 ・ 関連づ け 等 に よ っ て ， 状況を 的確 に と ら え る 力
- イ メ ー ジ を 思い描いた り ， 言外の思い を 察 し た り す る 力
. 根拠に基づ き 筋道 の 通 っ た発言や文章 を組み立て る 力
- 自 分の 考 えや思い を 客観的 に と ら え ， 意識的 に吟味す る 力
・ 目 的や状況に応 じ て ， ふ さ わ し い言葉や行動 を選択す る 力
. 自 分の考 えや思い を 具体的 な発言や文章で表す力

〔関心 ・ 意欲 ・ 態度〕 【要素 C 】
- 語葉を増や し ， 作 品 に 関 わ る 知識 ・ 理解 を深 め よ う と す る 態度
・ 表現力や理解力 を 高 め ， 互 い の 考 え ・ 意見 を深 め合お う と す る 態度
・ 他者 の 見方 ・ 考 え方 を受容 し ， 新た な 見方 ・ 考 え方 を 取 り 入れ よ う と す る 態度
・ 新 し い状況の 問題解決 に お い て ， 進 ん でそ の課題 に取 り 組 も う と す る 態度
- 新 し い状況の 問題解決 に お い て ， 過去の類似体験 を探索 し ， 利用 し よ う と す る 態度
・ 言葉や作者への 思 い ， 人 間 の 生 き 方や 自 然への思い を尊重す る 態度

< 教科テーマ >

習得・ 活 用 の 学び を 通 し て個 の 「思考 し， 表現す る 力J を 育て る 授業づくり
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0 教科テ ー マ 設定 の 理 由

知識基盤社会 の到来， グ ロ ーパル化の進展 な ど ， 急速に社会が変化す る 中 ， 今 ま さ に ， こ れ ま で の
よ う な特定の専門領域に 限定 さ れた知識だ け で は な く ， 広い視野 に 立 っ た 柔軟な知識 を活用 す る 能
力 が求め ら れて い る 。 それは， 実社会 ・ 実生活で生 き て働 く 力 で あ り ， 学びの基盤 と な る 国語科で求
め る 学力 と 重 な る 部分が多い。 国語科 と し て ， そ う し た 能力 を養い な が ら ， 人格 を形成 し て い く こ と
が ， 主体性あ る 人 間 を 育む こ と に つ な が る の だ と 確信 し て い る 。

ま た， 平成 28 年度全国学力 ・ 学習状況調査 ( 中 学校国語) の調査結果か ら ， 中 学生 に お い て ， I伝
え たい事実や事柄 に つ い て根拠 を 明確 に し て 書 く こ と 」 や， I課題の解決 に 向 け ， 具体的 な 情報収集
の方法 を 考 え る こ と J I語句 の意味 を 理解 し， 文脈の 中 で適切 に使 う こ と J が課題で あ る こ と が 明 ら
か に なっ た。

そ こ で教科で育て た い 生徒像 を ， I豊かな言語感覚 を 身 に付 け ， 実生活等 の様々 な場面 に お い て ，
情報を的確 に理解 し ， 批判的 に思考 し ， 表現で き る 生徒」 と し た。 そ の よ う な 生徒 を 育て る た め に ，
教科で身 に付 け さ せた い要素 が ， 前掲 の [ 要素 A ・ B ・ c ] で あ る 。 〔 関 心 ・ 意欲 ・ 態度J [ 要素 c ]
を基盤 と し ， [知識 ・ 技能J [ 要素 A ] の 「習得」 と 「活用 j を通 し て ， [思考力 ・ 判断力 ・ 表現力 ・
そ の他の能力J [ 要素 B 】 を 育成す る 。 こ の 「習得」 と 「活用 」 に つ い て は， 相 互 に 関連 し合っ て お
り ， 習 得 し て か ら 活用 と い う こ と も あれ ば， 活用 が そ の 習 得 を促進す る こ と も あ る 。 両者の調和 を 図
り な が ら ， 実生活の 中 で、批判的 に思考 し ， 表現で き る 生徒 の 育成 を 目 指 し て い き た い と 考 え て い る 。

そ の た め に は， ま ず習 得すべ き 知識 ・ 技能 を 実生活か ら 離れた抽象的 な も の と せず， 多面的 ・ 多角
的 な思考や最適な判断 ・ 表現 をす る た め の材料 と す る こ と が必要で あ る 。 そ し て ， そ の知識 ・ 技能 を
活用 し な が ら ， 自 ら の経験 を 通 し て ， 物事 を批判 的 に 見 た り (批判 的思考) ， 自 分の意識やそ の状態
を 自 ら 観察 し た り す る こ と ( 内省 ) ， ま た ， 経験か ら 感 じ た こ と を概念化 ・ 言語化す る こ と (表現)
が重要だ と 考 え る 。 本年度 は ， こ れ ら を I�思考 し，表現す る 力j]J と 定義 し た。

実生活 で は 「話す こ と ・ 聞 く こ と J I書 く こ と J I読む こ と 」 が 分 け ら れ る こ と は な く ，複雑に絡み
合 っ て い る 。 実生活で生 き て働 く 力 の 育成 をす る に あ た っ て は， どれか一 つ に 特化す る の で は な く ， 総
合 的 に 力 を付 け て し 、 く 必要 が あ る と 考 え た。 そ こ で本年度 は， 言語活動 の 工夫 を 通 し て 「考え， 表現す
る 力 」 の 育成 を 図 り た い。

上述 の よ う な 考 え に も と づい て ， 本年度 は教科 テ ー マ を 「習得 ・ 活用 の 学び を 通 し て個 の 『思考 し，
表現す る 力』 を 育て る 授業づ く り 」 と し た。 こ の教科テ ーマ 実現の た め に 国語科で は ， 実社会や実生
活 に 関連 し た課題や そ の 場 に応 じ た 自 分 な り の最適 な判 断 ・ 表現が で き る よ う な課題 の設定， 学習
材や授業形態 の 工夫 に 取 り 組ん で い き た い。 授業過程 に お い て は ， 課題発見 の場面 (個人思考の場
面) ， 知識 ・ 技能の習得 と 活用 ， 多面的 ・ 多角 的 な思考が で き る 場面 (集団思考の場面) ， 経験 を 通 じ
た批判的思考， 内省 が で き る 場面 (個人思考 に 収束す る 場面) を設定 し て い き た い。



○ これまでの取 り組みについて

1 研究方法

。3年生 「読み比べて考 えよう」, 1年生 「トロッコの名 シーンを創 り出そ う」の実践をおこな

い,生徒の様子や追究用紙の記述 を分析 した。

・単元の学習前後の質問紙調査の回答結果 ,参観者の感想等を分析・考察 した。

2 3年 生 「読み比べて考 えよ うJに おける授業実践 について

(1)本 単元 について

生徒たちは多 くの情報に囲まれて生活 をしている。情報にあふれ る世の中を生きてい くために

は,一つの情報だけを鵜呑みにす るのではな く,多 くの情報を 「吟味 。検討 。評価」す る力が必

要 となる。単独で文章を読んでいるだけでは, どうしても筆者の主張をそのまま受 け止めて しま

いがちであるが, 2つ の文を比較 しなが ら読む ことで,文 章の表現には書き手の 目的や意図が表

れ るものであるとい うことに気づけるであろ う。本単元を通 して,い くつかの情報 を比較 し,自

分な りに考えて結論 を導いてい くとい う読み方 を身に付けさせたい と考えた。 (比 較 。関連づけ

等によつて,状況を的確 に捉 える力 【要素 BI)そ れが,実生活でも批判的に読む ことにつなが

ってい くと考えている。

次の表 1は単元計画をま とめたもの,図 1は 「読み比べて考えよう」を単元構造図 としてま と

めたものである。

【表 1 3年生「読み比べて考えよう」 指導計画 (6時間扱い )】

「読み比べて考えよう」 単元の構造図】

時 授業名・授業内容
主な要素

A B C

■

2

(『 情報社会を生きる―メディア・リテラシー』を読んで,筆者の主張を捉えよう)

作品を通読し,内容を知り,難解語句を調べる。

,情報社会を生きる私たちは,メ ディア・リテラシーを身に付けるべきだという筆者の主張を読み取る。

構成や表現にみられる筆者の意図や工夫をあげ,そ の効果を考える。

○ ◎ ◎

(現実が再構築されているとはどのようなことだろう～新間を読み比べよう～
)

・同じ事実を取り上げた新聞記事を読み比べ,伝 え方の違いや,印 象の違いを考え, 自分の意見を述べる。
◎ ○

5

6

7

(説 明的文章を読み比べて,批評しよう)

。「テクノロジーJに ついて書かれた説明的文章『テクノロジーとの付き合い方』『テクノロジーと人間らし

さを読んで,共通点や相違点をあげながら特徴をつかむc

・2つ の文章を批評し, 自分の意見を述べる。

◎ ○

新 しい状 況 の 問題解 決 に お い て、轟 去 の 類 似 体 験 を探 索 し、利 用 しよ うとす る態度 【要 素 C】

聞 く・ 読 む ・ 見 る 等 の

理 解 に 関 す る技 能 【要 素 A】

比 較 ・ 関連 づ け等 に よ つて 、状

況 を的確 に提 える力 【要素 B】

言葉の意味等の語彙に

関す る知識  【要素 A】

文章の内容・表現 を読み取 る

【要素 B】

他者の見方,考え方 を受容 し,新たな見方・考 え方 を取 り入れ ようとす る態度 【要素 C】

【図 1
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( 2 ) 実 際 の 授 業 の 様 子
第 1 時で ， w情報社会 を 生 き る ーメ デ ィ ア ・ リ テ ラ シ ー』を読 ん だ 後 ， 第 2 時 ， 第 3 時 で は ，

筆者 の 工夫 に 目 を 向 け な が ら ， 全 体 の 構成 や 主 張 を 捉 え さ せ た 。 「 私 た ち が ど れ だ け 情報の 中
で 暮 ら し て い る か を 最 初 に 出 し ， 利 点 の 後 で 欠 点 を 述 べ る こ と で ， メ デ ィ ア ・ リ テ ラ シ ー の 必
要 性 を感 じ さ せ て い る ん 「 メ デ ィ ア ・ リ テ ラ シ ー と い う 言 葉 は⑦段 落 に し か 出 て こ な い 。 し か
し ， ⑭段落で も ， メ デ ィ ア の 特性 を 理解 し ， 私 た ち 自 身 で 情報社会 を つ く る 必 要 が あ る と 言 っ
て お り ， 筆者 が 言 い た い こ と は こ こ に あ る 」 と い う 意 見 が 出 さ れ た 。

第 4 時で は ， 富士山 の山開 き つ い て 書 かれ た 2 枚 の 新 聞 を 比 較 し ， 共 通 点 や 相 違 点 を あ げ て
い っ た 。 ど ん な こ と を 伝 え た い か に よ っ て ， 取 り 上 げ る 写真 や イ ン タ ビ ュ ー 内 容 が 違 う こ と や ，
見 出 しの与 え る イ メ ー ジ が 違 う こ と な ど が あ げ ら れ た 。 比 較読み に つ い て 「 そ れ ぞ れ の 良 さ が
あ る が ， 1 つ だ け し か読 ま な か っ た ら わ か ら な い こ と も あ る か も し れ な い 。 J I 同 じ 事 実 で も 取
り 上 げ方 に よ っ て 印 象 は 違 う 。 比 較 す る 照 ら し 合 わ せ て み る と い う こ と が 大 切 だ 」 と い う 意
見 が 出 て き た 。

第 5 時， 第 6 時 で は ， 第 1 時 の 感想、 の 中 に あ っ た ， I 教 科 書 も 情報 を 発信 す る も の で は な い
の か 」 と い う 意 見 を 紹 介 し ， 教科 書 に 載 っ て い る 文章 を 比 較 す る こ と に し た 。 2 っ と も 「 テ
ク ノ ロ ジー 」 に つ い て 述 べ ら れ た 文で あ る 。 「 テ ク ノ ロ ジ ー が 人 聞 を 変 化 さ せ た j と い う 共 通
す る 部分 を も ち な が ら ， 2 つ の文 に は 違 っ た 考 え 方 が 見 ら れ る 。 2 つ を読み 比 べ な が ら ， 共
通点 や相違 点 を 見 つ け て い っ た 。 実 生 活 で の 活用 を 考 え た 場合 ， 2 つ の 文章 を 読み 比 べ ， ど
ち ら の文章 が 良 い か と い う こ と を 述 べ る こ と よ り も ， い く つ か の 文章 か ら ， 共 感 で き る 部 分
と そ う で な い 部 分 を 見 つ け ， そ こ か ら 自 分 の 考 え を つ く っ て 述 べ る と い う こ と の 方 が 多 い 。
そ こ で ， 今 回 は ， ど ち ら の 文 に 共感で き る か と い う こ と を 課題 と せ ず ， I テ ク ノ ロ ジ ー は 人 聞
を 幸 せ に す る の だ ろ う か 」 と い う 課題 を 設 定 し た 。 「 人 聞 が 作 り 出 し た と い う こ と は 必 要 で あ
る か ら で ， う ま く 付 き 合 っ て い けば幸 せ に な れ る 」 と い う 考 え や 「 ヒ ト と し て の 能 力 が 失 わ
れ る こ と は ， 生 物 と し て 幸せ な こ と で は な い の で は な い か 」 と い っ た 考 え が 出 さ れ た 。

( 3 ) 生 徒 質 問 紙調 査 よ り
【表2 質問紙調査( 事前)の調査結果】 【表 3 質問紙調査( 事後)の調査結果]

はい いいえ はい いいえ
説明的文章を読むことは好きです 38% 62% 説明的文章を読むことは好きです 67% 33% 
か。 か。

複数の情報をもとにして， 自分の 75% 25% 「読み比べて考えようJの学習 40% 60% 
考えを決めたことがありますか。 後， 文章の読み比べをしました

か。

同じテーマに関する資料や本を比 18% 82% 今後， 文章を読み比べて考えよう 90% 10% 
較して読んだことがありますか。 と思いますか。

授 業 前 に 事 前 調 査 を お こ な っ た と こ ろ ， I 説 明 的 文章 を 読む こ と は 好 き で す か 」 と い う 質 問
に 対 し て ， I は し'J と 答 え た 生 徒 は 3 8 % で あ っ た 。 2 年 生 の と き に お こ な っ た ア ン ケ ー ト 調 査
で は 「文学 的文章 を読む こ と は 好 き で す か J と い う 質 問 に 対 し て 89 %の 生徒 が 好 き だ と 答 え
て い る 。 事 前 調 査 で は 「読む こ と 」 の 中 で も ， 説 明 的文章 を 読む こ と を 苦 手 と し て い る 生 徒 が
多 い こ と が わ か っ た 。

「 複 数 の 情報 を も と に し て 自 分 の 考 え を 決 め た こ と が あ り ま す か 」 と い う 聞い に 対 し て は ，
75 % の 生 徒 が ， 経験 が あ る と 答 え た 。 「 物 を 買 う と き 」 を 経験 と し て あ げ た 生 徒 が 多 か っ た 。

「 調 べ 学 習 を す る と き 」 を あ げ た 生 徒 も い た が ， I 同 じ テ ー マ に 関 す る 資 料 や本 を 比 較 し て読
ん だ こ と が あ り ま す か 」 と い う 問 い に 対 し て は 「 し 、 い え 」 と 答 え て い る 。 そ れ ぞ れ を 資 料 と し
て 活 用 は し て い る が ， 比 較 し な が ら 考 え る と い う こ と は し て い な い よ う で あ っ た 。 生 徒 全 体 の
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8 割 以 上 が 比 較 し て 読 ん だ こ と が な い と 答 え た こ と か ら も ， 読み 比 べ る 経験 は 少 な い と い う
こ と が わ か っ た 。

ま た ， 説 明 文 が 好 き だ と 答 え た 生徒 の 約 70 % が 「 知 識 が 得 ら れ る こ と 」 と 答 え ， 嫌 い だ と
答 え た 生徒 の 80% が ， I 専 門 的 な 知 識 が 多 く ， 難 し い 」 と 答 え た 。 生 徒 は ， 説 明 的文章 の 学
習 は ， 知 識 を 受 け 取 る と い う 受 け 身 の 姿勢 で読ん で い る の だ と 考 え ら れ る 。 筆者 の 主 張 を 正
し く 読み 取 る と い う こ と だ け で な く ， 説 明 的文章 を 批判 的 に読む と い う こ と に も 目 を 向 け さ
せ て い き た い と 考 え ， 比 較読 み の 授 業 を 進 め て い っ た 。

授 業 終了後 1 週 間経過 し た と こ ろ で ， 質 問 紙調 査 をお こ な っ た 。 「 説 明 的文章 を読む こ と が
好 き で す か 」 と い う 質 問 し 対 し て ， I は しリ と 答 え た 生徒 が 67 % で あ っ た 。 ま た ， I 授 業 後 ，
文章の 読 み 比 べ を し ま し た か 」 と い う 質 問 に 対 し ， I は し 、 」 と 答 え た 生徒 は ， 全 体 の 40切で あ
っ た 。 新 聞 を読み 比 べ た り ， 調 べ 学 習 の と き に ， 違 う 資 料 を い く つ か読み 比 べ た り し た と い
う も の が 多 か っ た 。 ま た ， 文章 の読み 比 べ は し て い な い が ， ニ ュ ー ス 番組 を い く つ か 見 比 べ
て ， 考 え や 主 張 が 違 う こ と を 実感 し た と 書 い た 生徒 も 見 ら れ た 。 「 今 後読み 比 べ て 考 え よ う と
思 い ま す か 」 と い う 質 問 に 対 し て は ， 90 % の 生徒 が 「 は し 、 」 と 答 え て い る 。

( 4  ) 参 観者 の 感想 よ り
第 7 時 を 参観 し て く だ さ っ た 先 生方 に 感 想 を い た だ い た 。

[ Iテクノロジーは人間を幸せにするかJという課題について]

or立場を決める聞いJは良いと思う。

02つの文章を自分なりの解釈，言葉で捉え宜していたと考えると適切だった。

ム少し難しいと思いました。もう少し絞って 2つの文章のどちらに賛成かや，どんな影響をもたらすかなど

にして，まとめで「幸せにするか」を個人に返しても良かったのかなと思います。

ム文章を引用しながら意見を述べている生徒もいたが，自分に置き換えて考えすぎている生徒もいたlつの丈

章にしか触れていない生徒が多かったので，批評できているかと言われると不十分であった。

[メディアリテラシーについて学ぶ→新聞比較→説明的文章を比較しながら読むという流れについて]

0効果的だったと思います。この単元を通して，テクノロジーについて他の文章を読んでみたいとか，同じテ

}マだけど，書かれている内容の違う新聞記事を読んでみたいと思う子が増えそうです。

0適切であったと思う。知識を与えてから，写真や見出しなど，視覚的な情報からも比較できる新聞をワンク

ッションはさむことで，生徒は取り組みやすい。

ム立場を明確にすることが，比較して読む上で重要になるのではないかと考えています。説明文の比較はとて

も面白いと感じると同時に難しさを感じました。

( 5 ) 成果 と 課題
授 業 を 終 え て か ら の 質 問 紙 調 査 で ， 4 割 の 生徒 が ， 文章の 読み 比 べ をお こ な っ て い る と い

う 結果 が 出 た こ と ， 9 割 の 生徒 が 今 後読み 比 べ を し よ う と し て い る こ と ， 説 明 的文章 が 好 き
だ と 答 え た 生徒 の 割 合 が 増 え た こ と か ら 考 え て ， I 生徒 に 説 明 的文章比較 し な が ら 読 む こ と の
良 さ を 感 じ さ せ ， 活 用 し て い こ う と い う 思 い を も た せ る 」 こ と に つ い て は 一 定 の 成 果 が あ っ
た と 言 え る 。 多 く の 生徒 が ， 単 元 の 最初 に 得 た 知 識 [ 要 素 A ] を も と に し な が ら ， 比 較 ・ 関
連 づ け を し な が ら 読 み ， 思 考 し て い く こ と 【 要 素 B 】 に よ っ て ， 新 し い 状 況 で も 読 み 方 を 利
用 し よ う と す る 【 要 素 C 】 と い う こ と が で き て い た と 言 え そ う で あ る 。 し か し ， 今 後読み 比
べ を し た い か と い う 質 問 に 対 し て 「 しW 、 え 」 と 答 え た 生 徒 も 少 数 い た 。 い ず れ も 単 元 の 学 習
前 も 学 習 後 も 説 明 的文章が 嫌 い だ と し た 生 徒 で あ る 。 そ の よ う な 生 徒 に ， ど の よ う に し て 説
明 的文章 に 触 れ る 機 会 を も た せ ， 学 び を 活 用 さ せ て い く か と い う こ と が 今 後 の 課題 の 1 つ で
あ る 。

第 7 時 の 参観者 の 感 想、 や ， 多 く の 生 徒 が ， 読み 比 べ を 今 後 も し た い と 考 え て い る と い う 結
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果 か ら ， メ デ ィ ア ・ リ テ ラ シ ー に つ い て 学 び ， 視 覚 的 に も 比 較 し や す い 新 聞 を読み 比 べ ， 最
後 に 説明的文章 を読 み 比 べ る と い う 流 れ は 良 か っ た と 言 え そ う で あ る 。 新 聞 の 比 較 だ け で な
く ， 説明的文章 の 比 較 も お こ な っ た こ と で ， 生 徒 は 「 ど の 文章 を 読む と き に も 言 え る こ と j
と い う 視 点 を も て た よ う で あ る 。 「 書 く 人 の 立 場 に よ っ て 意 見 や伝 え 方 が 違 う の で ， 1 つ だ け
を 信 用 す る の で は な く ， た く さ ん読ん で 考 え る こ と が 大 切 J I 今 ま で読み 比 べ を 意識 し て 文章
を 読 ん だ こ と が な か っ た 。 論 理 的文章 を 比 較 し て読 ん で み よ う と 思 う 」 と い う 意 見 が 生徒 か
ら 聞 か れ た 。 し か し ， I テ ク ノ ロ ジ ー は 人 聞 を 幸 せ に す る の だ ろ う か 」 と い う 課題 を 設 定 し た
こ と に 対 し て は ， 問 題 が 残 っ た 。 今 回 は ， あ え て ， ど ち ら の 文章 に 共感 す る か と い う 課題 に
し な か っ た が ， そ れ が ， 文章か ら 離れ て ， 経 験 に よ る 意 見 を 述 べ る こ と に つ な が り や す く な
っ て し ま っ た 。 自 分 の 立 場 を 明 確 に し な が ら も ， 文章 に 戻 り やす い間い の 設 定 や ， 文章 に 戻
す 手 立 て が 必 要 で あ っ た と 言 え る 。

3 1 年 生 r � ト ロッコ』 の 名シー ン を 創 り 出そ う 」 に お け る 授 業 実 践 に つ い て

( 1 ) 本 単 元 に つ い て
生 徒 た ち は文学 的文章 を読む 際 に ， 文章 中 に 表 れ て い る 出 来 事 や 登 場 人 物 の 言 動 ・ 心 情 を 断

片 的 に と ら え る こ と に 留 ま り ， 狭い 範 囲 で の読 み にお さ め て し ま い が ち で あ る 。 登 場 人 物 の 生
き 方 や 感 情 の 変 容 ， 作 品 の 魅 力 を 多 角 的 に と ら え る た め に は ， イ メ ー ジ を 具体化 す る こ と が 重
要 だ と 考 え る 。 本 単 元 で は ， 物 語 の 一 場 面 を 映像 化 す る と い う 活 動 を 取 り 入れ る 。 映 像化 す る
に あ た っ て ， 生 徒 た ち に は 1 枚 の 絵 ( カ ッ ト ) だ け を 提示 す る 。 1 枚 の絵 ( カ ッ ト ) で構想 を
伝 え る た め に は ， そ の 場 面 の 前 後 や 物 語 全 体 を 細 部 ま で読み こ み ， 情報 を 集 め る こ と が 必 要 に
な る 。 さ ら に ， 構想に こ め た 思 い を 伝 え る と い う 条件 を 設 定す る こ と で 言 外 の 思 い を 察 し て
イ メ ー ジ を 膨 ら ま せ ， 作 品 に こ め ら れ た 思 い ま で読み 取 る 力 [ 要 素 B l の 向 上 に つ な が る で あ
ろ う 。 今 回 の 活動 を 通 し て ， 文学的文章 の 読 み 方 に 多 角 的 な 観 点 が 加 わ り ， 実 生 活 や 学 習 の 中
で 作 品 に あ た る 際 に ， イ メ ー ジ を 具 体 的 に 描 き な が ら 読 む こ と に つ な が る と 考 え た 。

次 の 表 1 は 単 元 計 画 を ま と め た も の ， 図 1 は I � ト ロ ッ コ 』 の 名 シ ー ン を 創 り 出 そ う J を 単
元 構 造 図 と し て ま と め た も の で あ る 。

【表1 1 年生r�トロッコ』の名シーンを創り出そう」 指導計画( 9時間扱い)] 
時 主 な 要 素

授業名 ・授業内容間 A B C 

1 < I ト ロ ッコ」 を読み， 物 語終末部直前ま で の 展開 を 確認し よ う >

2 「 ト ロ ッコ」 を 通読して初発 の感想 を 記入し， 不明 語句の 意味調 べ を行 う 。

- 物 語冒頭か ら ， 良平 が村へ引 き 返し始 め る と こ ろま で の 流れ を お さ え る 。 情景描 。 。 。
写や 表 現技法 等に も 注 目 さ せ， 良平 の気持 ち を 表 す様々 な 方 法 が あ る こ と を理解

す る 。

3 く映像化 の 構想 を 練 る 際 の ポイ ン ト を 確認し， グルー プ で構想、 を 考 え よ う >

4 - 教師が映像化 す る た め の構想例 を 紹 介し， 今後の 活 動 の 見 通 し を も ち ， 個人 で構
。 。 。

5 想、 を 練 る 。

- グルー プ で 意 見 交換 を お こ な い， よ り 良い構想につ い て 考 え を深 め 合 う 。

6 <映像化 す る こ と を 通して， 文 学 的 文章 の 読 み 方 を 考 え よ う >

7 - 中 開発 表 会 を お こ な い， な ぜ構想、に こ め た思い が 伝 わ ら な い の か課題 を 見 つ け 改

8 善 す る 。 。 。 。
9 - 同じ場 面， 似た演出 ・ 構想、の班か ら 代 表班が出て，発 表 す る 。

- 前時 の 感想や評価 を 伝 え合い， 文 学 的文章 の読み 方につ い て 考 え を深 め る 。
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[図1 rwトロッコ』の名シーンを創り出そう」 単元の構造図】

( 2 ) 実 際 の 授 業 の 様 子
第 1 時 で ， I ト ロ ッ コ j を 読 ん で 初 発 の 感 想、 を 書 い た 後 ， 第 2 時 で は ， 物 語 終 末部 直 前 ま で

の 内 容 に つ い て ， 主 人公 良 平 の 行動 に 注 目 し な が ら 捉 え さ せ た 。 行 動 や 台詞だ け で な く ， 背 景
や 表 現 技法 な ど か ら 登 場 人 物 の 心 情 を読み 取 る と い う 視 点 を 広 げ た 。

第 3 時 で は ， 教 師 が 映像の 構想、 を 練 る 際 の 注意 点 を ふ ま え ， 物 語 前 半部分の 中 で 取 り 上 げた
場 面 に つ い て ， 構想、 を 例 示 し た 。 条件 を 確認 し ， 物 語 終 末 部分の 中 か ら 自 分た ち で 場 面 を 選 び ，
構 想、 を 立 て て い っ た 。 構 想、 を 練 る こ と を 通 し て ， I 構想 に こ め た 思 い を 伝 え る た め に ， 背 景 な
ど を 考 え た が ， 文章 中 の 根 拠 を も と に 設 定 で き た J I な ぜ 良 平 の 表 情 を そ の よ う に 設 定 し た の
か 説 明 す る た め に ， 前 後 の 場 面 の 流 れ も お さ え た 上 で ， 良 平 の 心 情 の 変 化 を 捉 え る 必 要 が あ る
と 感 じ た 」 と い う 意 見 が 出 て き た 。 第 4 時 ， 第 5 時 で は ， 個 人 で 立 て た 構想、 を グ ル ー プ 内 で 発
表 し ， ど の 場 面 の ど の 構 想、 が 魅力 的 か 考 え を 伝 え 合 っ た 。 グ ル ー プロ で、 場 面 を 1 つ に 絞 っ て 構想、
を ま と め ， よ り よ い 構 想 に す る た め に 意 見 を 交 わ し た 。

第 6 時 ， 第 7 時 で は ， グ ル ー フ。 で、 立 て た 構想 を 部分的 に 全体 の 場 で発 表 し ， 構 想 を 聞 い て ど
の よ う な 思 い が 伝 わ る の か 意 見 を 求 め た 。 そ の 後 ， な ぜ構想 に こ め た 思 い が 伝 わ っ た の か ， 伝
わ ら な か っ た の か ， グ ル ー プ で 振 り 返 り を 行 い ， 構想、 を 練 り 直 し た 。 第 8 時 で は ， 同 じ 場 面 を
選 ん だ り ， 似 た 構 想、 を 立 て た り し た グ ル ー プ ご と に ， 構 想 の プ レ ゼ ン をお こ な っ た 。 構 想 に こ
め た 思 い に 共感 ・ 納 得 す る が ， 構 想 の 内 容 に つ い て 疑 問 を も っ 生徒 ， 構想 に こ め た 思 い 自 体 に
疑 問 を も っ 生 徒 な ど 様 々 で あ っ た が ， 文章 中 の根拠 を も と に 話合 い が 行 わ れ て い た 。 授 業 の 振
り 返 り を お こ な っ た 際 に は ， I カ メ ラ ア ン グノレ な ど の 構 想、 を 考 え る に あ た っ て ， 本文 を 読み 込
ん で 根 拠 を 探 し ， ど ん な 点 に 注 目 し た ら よ し 、 か が わ か っ た 。 初 め て 読 ん だ と き と ， 構 想 を 考 え
る た め に読 ん だ と き と で は ， 内 容 の 印 象 が か な り 変 わ っ た 。 も っ と い ろ い ろ な 作 品 や場 面 を ，
今 回 の よ う に読み進 め て い き た しリ と い う 考 え や ， I 今 回 の 授 業 で は ， 背 景 や 表 現 技 法 な ど か
ら ， 根 拠 に 基 づ い た 想 像 を す る こ と が で き ， 物 語 を 通 し て 伝 え た い こ と が 言 葉 の 中 に ヒ ン ト と
し て隠 さ れ て い る と わ か っ た 。 ま た ， 同 じ 根 拠 か ら 考 え た 構想、 な の に ， 意 見 や 考 え 方 が 違 う 班
が あ っ て ， 物 語 は い ろ い ろ な 視 点 や 角 度 か ら 読む こ と が で き る と い う こ と も 学 ん だ 」 と い う 感
想 が 出 さ れ た 。

( 3 ) 生 徒 質 問 紙調 査 よ り
【表2 質問紙調査(事前)の調査結果} 【表3 質問紙調査(事後)の調査結果】

はい いいえ はい いいえ

文学的文章を読むことは好きですか 84% 1 6 %  文学的文章を読むことは好きですか 9 1 % 9 %  
登場人物の心情の変化を読み取る学習 79 % 2 1  % 登場人物の心情の変化を読み取る学 80 % 20 % 
は好きですか 習は好きですか

文学的文章の学習を通して， 日々の読 5 5 %  45 % 映像の構想、を考える学習の後， 日々 5 9 % 4 1 % 
書活動への関心が高まったり， 読み方 の読書活動への関心が高まったり，

が変化したりしたことはありますか 読み方が変化したりしましたか
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単 元 の 学 習 の 前 に 事 前 調 査 を お こ な っ た と こ ろ ， r文学 的文章 を読む こ と は 好 き で す かj と
い う 質 問 に 対 し て ， r は い 」 と 答 え た 生 徒 は 84% で ， r読む こ と J の 学 習 の 中 で も ， 文学的文章
は 得 意 と し て い る 生徒 が 多 い こ と が わ か っ た 。 ま た ， r 登場 人 物 の 心 情 の 変化 を読み 取 る 学 習
は 好 き で す か 」 と い う 質 問 に 対 し て は ， 79% の 生 徒 が 「 は しリ と 答 え ， そ の 中 の 約 8 0 % の 生 徒
が 「 登 場 人 物 の 心 情 を読 み 取 る こ と が 楽 し し 、 か ら 」 と 答 え てお り ， 文学的文章 の 魅 力 は ， 登 場
人 物 の 心 情 の読み 取 り と 深 く つ な が っ て い る こ と が わ か る 。

し か し ， r文学 的文章 の 学習 を 通 し て ， 日 々 の読書活 動 へ の 関 心 が 高 ま っ た り ， 読み 方 が 変
化 し た り し た こ と は あ り ま す か J と い う 質 問 に 対 し て は ， r は し\J と 答 え た 生 徒 は 5 5 % ， r し 、
い え 」 と 答 え た 生 徒 は 45 % で あ っ た 。 文学的文章 を読む こ と 自 体 は 好 き な 生 徒 が 多 い も の の ，
そ の 作 品 の 中 だ け で読 み 取 り は 終 わ り ， 他 の 作 品 の読 み 取 り や 日 々 の読書活動 に 対 し て は ， 学
習 し た こ と が 生 か さ れ き れ て い な い こ と が わ か っ た 。 イ メ ー ジ を 膨 ら ま せ ， 多 角 的 な読み 方 を
知 る こ と が ， 今 後 の 「読む こ と 」 の 学 習 や読書活動 に 生 か さ れ る と 考 え ， 文学 的文章 を 映像化
す る 学 習 を 進 め て い っ た 。

単 元 の 学習 が 終 了 し た と こ ろ で ， 再 度 質 問 紙調 査 を お こ な っ た 。 「文学 的文章 を読む こ と は
好 き で す か 」 と い う 質 問 に 対 し て ， r は しリ と 答 え た 生 徒 が 9 1 % と ， わ ず か で あ る が上昇 し た 。
ま た ， r 登 場 人 物 の 心 情 の 変 化 を 読み 取 る 学習 は 好 き で す か 」 と い う 質 問 に 対 し て 「 は い 」 と
答 え た 割 合 が 80 % ， r 映 像 の 構想、 を 考 え る 学 習 の 後 ， 日 々 の読書活 動 へ の 関 心 が 高 ま っ た り ，
読 み 方 が 変 化 し た り し ま し た か 」 と い う 質 問 に 対 す る 「 は しリ の 割 合 は 5 9 % と ， 大 き な 変 化
は 見 ら れ な か っ た が ， r 物 語 を 読む 際 の 読み 方 の幅 が 広 が っ た J r こ れ か ら 読書 を す る 際 に イ メ
ー ジ を 膨 ら ま せ て読 み た い 」 と い っ た 意 見 が 見 ら れ た 。

( 4  ) 参観者 の 感 想、 よ り
第 8 時 を 参観 し て く だ さ っ た 先 生 方 の 感想 を 抜粋
【 「映像の構想、と， 構想 に こ め た 思 い に つ い て 考 え を 伝 え 合 お う 」と い う 課題 に つ い て 】

0文章を視覚化する活動は， 1イメージを思い描き， 状況を的確に捉える力」につながるので適切だ

ったと思います。

O読み取ったことを映像化する活動は， 1枚の絵からイメージを共通化し， 表現・発想を広げられ

るので， 1新たな見方や考え方を広げる」ことにつながったと思う。

ムお互いに批評することは， 3年生でも指導事項になるほど難しく， 1新たな見方・考え方を広げ

る」ことにはつながりにくい気がしました。

ム「伝え合う」という視点で見たときに， どんなポイントに気をつけて話したり聞いたりすればよ

いのかわかっていない生徒もいて， 話合いを深めたり広げたりできたか見取るのが難しかった。

【構想 を 組 み 立 て る 際 に視点と条件 を 与 え る 指 導 に つ い て 】
0視点のキーワ}ドに気をつけて， 実際に使いながら話し合っていたので， どこを見ればよいのか

がわかり， 伝わりやすくなった。 理由付けしていたのもよかった。

01表情をアップにすると， 心情は伝わるけれど情景が見えなくなる」という意見が出ていた。 ど

うしたら効果的になるかは個人の感性の違いが出る。 面白いアプローチだった。

ム「構想にこめた思い」を考えるには， カメラアングル・背景・表情・色や音について， なぜそう

したのかを提示せずに， 深く考えさせた方が言葉を根拠にした話合いになると思います。

( 5 ) 成 果 と 課題
単 元 の 学 習 終 了 後 の 質 問 紙 調 査 で ， 日 々 の読書活動 へ の 関 心 が 高 ま っ た り ， 読み方 が 変 化 し

た り し た と い う 生 徒 が 全体 の 5 9 % と ， わ ず か で あ る が 数値 が上昇 し た こ と ， ま た ， 文学的文
章 が 好 き だ と 答 え た 生 徒 の 割 合 も 上昇 し た こ と か ら 考 え て ， 文学 的 文章 を 映 像 化 す る こ と を
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通 し て ， 要 素 B の 「 イ メ ー ジ を 思 い 描 い た り ， 言 外 の 思 い を 察 し た り す る 力 」 を 身 に つ け さ せ
る こ と に つ い て は ， 一 定 の 成 果 が あ っ た と 考 え ら れ る 。 し か し ， 映像 の 構想、 を 伝 え 合 う と い う
場面 で は ， 課 題 が 残 っ た 。 伝 え 合 う か ら に は ， 全員 が 共 有 で き る 「 条 件 J や 「 材 料 」 が 必 要 で
あ る 。 授 業 を 参観 し て い た だ い た 方 の 感想 に ， r カ メ ラ ア ン グル は 何 が 良 く て 何 が 悪 い の か評
価 し づ ら しリ と い う も の が あ っ た 。 考 え を 話 し 合 い 深 め 合 う た め に は ， r 条件 」 や 「 材 料 」 を
共 有 す る だ け で な く ， そ れ が 具 体 的 に 評 価 し 合 え る も の な の か ど う か を 吟 味 す る 必 要 性 が あ
る と 改 め て 感 じ た 。 ま た ， 授 業 形態 に も 課題 が 見 つ か っ た 。 今 回 は ， 異 な る 場面 の 構 想、 を 考 え
た 代 表 班 3 つ に 発 表 さ せ た 。 多 面 的 な 考 え 方 ・ 読 み 方 が あ る こ と に 気 づ かせ る の が 狙 い と し て
あ っ た が ， 場面 が 異 な っ た 分 思 考 も 分散 し ， 広 く 浅 い 話合 い に 終始 し て し ま っ た 。 深 め 合 う と
い う の で あ れ ば ， 1 つ の場面 に 限 定 し ， な ぜ そ の場面 で 安 心感 が 表 れ る の か ， な ぜ 不 安感 が 表
れ る の か な ど ， 深 く 細 か い 追 究 を 多 角 的 に さ せ る べ き で あ っ た 。

ま た ， 登場人 物 の 心 情 を 読 み 取 る こ と は 好 き か と い う 質 問 に 対 し て ， 全 体 の 割 合 が 事 前 ア ン
ケ ー ト と ほ ぼ変 わ ら な か っ た こ と も ， 今 後 の 課題 と し て あ げ ら れ る 。 こ れ は ， 国 語 科 の 「 習 得
と 活用 J の 「 活用 」 の 部 分 に 関 わ っ て く る と 考 え ら れ る 。 今 回 の 単 元 で は ， 前 半部 分 の 主 人 公
良 平 の 心 情 変 化 を 読 み 取 る 活 動 を お こ な っ た 後 ， 映像 の 構 想 づ く り に 移 っ た 。 r 映像 の 構想、 を
立 て る 」 際 に 心 情 変化 を 読 み 取 る 経験 を 「 活 用 」 さ せ よ う と 考 え て い た が ， 上 手 く つ な が ら な
か っ た こ と が ， 本時 の 発 表 の 深 ま り 方 に も 表 れ て し ま っ た 。 生 徒 の 感 想 の 中 に ， r 同 じ場面 を
選 ん だ 人 同 士 で も ， ど う い っ た 構想にす る の か が 違 っ て い た の で 面白 か っ た 。 文 か ら そ の絵 を
想 像 し て 物 語 を 読 む こ と も 大切 で 楽 し い と 思 っ た 。 」 と い う も の が あ っ た が ， r 面白 い J r 楽 し
い 」 と い う 言葉 が ， 表 面 的 な 部 分 に し か 目 を 向 け ら れ て お ら ず ， 新 た な 見 方 ・ 考 え 方 を 広 げ る
ま で に 至 っ て い な い こ と を 表 し て い る よ う に 感 じ る 。 今 後 へ 向 け て ， r 活 用 」 に 至 る ま で の 「 習
得 」 の 学 習 を 丁 寧 にお こ な う こ と ， ま た ， r 習 得 」 か ら 「 活 用 」 へ 円 滑 に つ な げ る た め の 手 立
て を 工 夫 し て い く こ と が 求 め ら れ る 。

4 国語科 と し て の 成 果 と 課 題

ど ち ら の 実 践 におい て も ， 追 究用 紙 や 事 後 の 質 問 紙 ， 参観者 の 感 想、 か ら 見 て ， 新 た な 読 み 方
を 示 し ， 今 後 の 読 み に つ な げ る と い う 点 で は 一 定 の 成 果 が あ っ た の で は な い か と 考 え て い る 。

3 年 生 でお こ な っ た ， 説 明 的文章 の 実 践 で は ， 多 く の 生 徒 が 読 み 比 べ の 良 さ を 感 じ ， 今 後
活 用 し て い こ う と 考 え て い る こ と が わ か っ た 。 単 元 の 最 初 に 得 た 知 識 [ 要 素 A 】 を も と に し
な が ら ， 比 較 ・ 関 連 づ け を し な が ら 読 み ， 思 考 し て い く こ と 【 要 素 B 】 に よ っ て ， 新 し い 状
況 で も 読 み 方 を 利 用 し よ う と す る こ と 【 要 素 c ] が ， おおむ ね で き た と 考 え て い る 。 1 年 生
でお こ な っ た ， 文学 的文章 の 実践 で は ， 映 像 化 す る こ と に よ っ て ， イ メ ー ジ を 思 い 描 い た
り ， 言 外 の 想 い を 察 し た り す る 力 を 身 に 付 け さ せ る こ と [ 要 素 B ] に つ い て は ， 成 果 が あ っ
た 。

し か し ， 今 回 の 実践 だ け で ， 今 後 の 読 書 活動 や 生 徒 の 読 む 力 に つ な が る わ け で は な い 。 年 間
を 通 し て 継 続 し てお こ な っ て い く こ と が ， 主 体 的 な 読 み 手 を 育 て ， 読 書 の 質 を 高 め る こ と に
つ な が っ て い く の だ と 考 え る 。 今 後 の 実践 の 中 で も ， 学 んだ こ と が 活用 さ れ る 場 を 設 定 し て
い き た い 。

ま た ， 2 つ の 実 践 の ど ち ら に おい て も ， 活 用 す る 部 分 で、 課題 が 残 っ た 。 説 明 的文章 の 実 践 で
は ， 活 用 を ね ら っ た 発 問 で あ っ た が ， 文章 に寄 り 添 っ た 思 考 に つ な が り に く か っ た と い う 点 が
課題 と な っ た 。 ま た 1 年 生 の文学 的文章 の 実 践 で は ， r 映像 の 構想 を 立 て る 」 際 に ， 心 情 変 化
を 読 み 取 る 経験 を 「 活 用 」 さ せ る こ と が で き ず ， 習 得 し た も の を 活 用 さ せ る と い う 部 分 にお い
て ， 課題 が 残 っ た 。

「 読 む こ と 」 以 外 に お い て も ， 言葉 か ら 考 え ， 考 え を 深 め る た め の 課 題 設 定 や ， 授 業 形 態 ， 学
習 材 の 選 定 は 不 可 欠 で あ る 。 今 後 さ ら な る 検 討 を 重 ね 実 践 を 積 ん で、 い き た い 。
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