
語彙力と文法力に着目した読解力の向上 

 

◇視写とは 『言語活動（話す、聞く、書く、読む）の中心に「視写」の活動をおいた国語力向上の考え方』 

◇視写の目的 

 

 

 

◇視写の取組によって期待される効果 

 

・「読むこと」としての素材の理解・鑑賞をより確かで豊かなものにする。 

・「書くこと」としての素材のもつ表現性を身に付ける。 

 



◇ ワークシート集２の内容構成について 

 

 

 

 

 

 

                       

①言葉‘動詞・形容詞’など ②言葉の意味 ④ 例文 

③ 例文視写 

言葉や使い方を書き写すこと

で、手で感じ身に付けること。 



                                

                                

 

 

 

 

 

１ 発問の定義 

 

 

 

 

 

２ 発問の分類 

分類 役割 性質 

 

主発問 

発問の中でも、目標を達成するために特に重要な発問。 

（児童生徒が学習課題を解決するために、焦点化して思考させたい内容に

迫るもの。） 

 

順
序
性 

 
 

 
 

計
画
性 

その他の発問 
授業を組み立てる上での必要な発問。 

（主発問を中心とした思考活動を組み立てる役割をもつ発問。） 

 

補助発問 

児童生徒の思考を活性化させるために、児童生徒の反応に対して行う発

問。（切り返しや新しい視点を与えるための発問。） 
即
時
性 

３ 発問の条件 

（ア）発問の意図が明確であること。 

 （イ）読解技能を身に付けさせるものであること。 

 （ウ）論理的な思考を促すものであること。 

  ※ なぜこの発問を作ったのかという論拠は、学習指導要領の内容に基づかなければならない。 

 

４ 効果的な発問をするための留意点 

 〇 発問によって実際に何を考えさせ、何を気付かせたいのかを教師が事前にしっかりもっておく。 

 〇 思考のきっかけにする発問を決定する際には、教材分析を行い、教材に含まれる言葉や事象のもつ働き

をしっかり捉える。 

 〇 日頃の児童生徒実態から教材内容や予定している発問等に対して児童生徒はまずどう反応するのか、

その後の教師の働きかけによってどのように考え、どう変化していくのか、児童生徒の考える姿を具体的

に思い描くことが大切である。 

 〇 「わかる」とは「変わる」ということである。発問の効果を児童生徒の反応から評価する研究を行う必

要がある。 

 

※主な参考文献 

○都城市教育研究所 平成 18年度 「研究紀要」 

○「発問をつくる」 松本陽一 教育出版 

○「授業の心理学」 波多野完治 小学館 

単元構想における発問計画 

 発問とは、ねらいを達成するため、教師が設定した学習課題を解決するための意図的・計画的な

問いかけであり、児童生徒の思考に直接働きかけるものである。 

 したがって、発問の練り上げを行うことにより、児童生徒の思考のきっかけを与えたり、思考の

広がりや深まりを促したりする効果がある。 

 

 



第５学年１組国語科学習指導案 
令和２年１１月２４日（火） 

指導者 井上 岳 
１ 単元名 すぐれた表現に着目して読み、物語のみりょくをまとめよう 
      教材名 「大造じいさんとガン」  椋 鳩十 作（光村図書） 
２ 単元の目標 
 ○ 文の構成や表現の工夫に気付き、優れた表現に関心をもつことができる。    （知識・技能） 
 ○ 登場人物の相互関係や心情などについて描写を基に捉え、自分の考えをまとめることができる。 

             （思考・判断・表現力等） 
 ○ 人物の心情や場面の様子を表す表現を味わいながら読もうとしている。 

 （学びに向かう人間性等） 
３ 単元について 
本単元は学習指導要領における、Ｃ読むこと（１）エ「人物像や物語などの全体像を具体的に想像

したり、表現の効果を考えたりすること。」カ「文章を読んでまとめた意見や感想を共有し、自分の考
えを広げること」を重点事項としている。 
なお、単元の系統は次の通りである。 
 
 
 
 
第 4学年「ごんぎつね」においては、場面の移り変わりや登場人物の心情の変化を、叙述を基に想像

して読む学習をしてきている。また、第 5学年「なまえつけてよ」では、叙述から人物同士の関係をと
らえたり、「たずねびと」では、物語の全体像をとらえたりする学習を行ってきた。さらに本単元の学習
は、第 6学年「海の命」において、登場人物や登場人物相互の関係から生き方を学び、人物の生き方に
話し合う学習へとつながり、中学 1年の「少年の日の思い出」では、場面の展開に沿って登場人物の心
情を捉え、登場人物の生き方や感じ方について自分の考えを広げる学習へと発展していく。 
本教材は、ガンの頭領「残雪」と狩人「大造じいさん」との間に繰り広げられる戦いの物語である。

物語の中には、美しいもの、感動すべきものに素直に心を動かす大造じいさんの人間味あふれる姿が、
緊迫した雰囲気の中で生き生きと描かれている。場面の展開や物語の山場の部分などに、登場人物の心
情や行動を写す細かい描写が見られ、特に情景描写の巧みさにより、児童を物語の世界へ引き込むもの
となっている。心情や行動描写、情景描写が、作品の魅力を伝え合うことに適した教材である。 
 
４ 児童の実態 
 本学級の児童は、男子１４名、女子１９名、計３３名で構成されている。児童は１学期に、「なま
えつけてよ」、２学期「たずねびと」の文学的文章の授業を通して、人物同士の関わりを読んだり、
物語の全体から心情を読み取ったりする学習を行ってきた。学習中の様子から、叙述を根拠に登場人
物の心情を想像したり、人物同士の関係を読み取ったりすることが少しずつできるようなってきた。
しかし、読み取る力に個人差が見られる。 
 また、本学級の児童にアンケートをとったところ、５２％の児童が文学的な文章を読むことを苦手
としていることが分かった。その理由として、場面の様子をとらえたり、人物の行動から心情をとら
えたりすることに対して難しく感じており、加えて文章を読むことに対して抵抗を感じている児童も
いることが分かった。 
 
５ 「分かる」「できる」喜びを実感させるための手立て 

〈「学習意欲」を継続するための発問構成の工夫〉 
○ 児童が学習課題を解決し、焦点化して思考させることができるような主発問を構成していく。 
○「何が変わったのか」「どのように変わったのか」「どうして変わったのか」を基に、主発問を構
成するようにする。 

 

〈「参加意識」を高める視写活動の工夫〉 
○ 叙述に着目させるため、書きながら同時に文章を読む活動である視写活動を行うようにする。 
○ 視写をする際は、微音読しながら取り組ませ、文章の読み間違いや読み落としがないよう取り
組ませるようにする。 

○ 視写が苦手な児童のために、教科書やノートを置く位置を指示したり、個別指導の際は、文節
ごとに区切って音読してあげたりするなどの支援をする。 

 

〈「読解力」向上のための、発問や視写活動の工夫〉 
○ 視写をさせる叙述は本時の学習のめあての解決につながる場所を意図的に教師が選び、視写を
させるようにする。 

○ 大造じいさんの心情の変化を、行動描写や情景描写などを基に捉えることができるよう発問す
る。 

 

 

中学 1年       

「シンシュン」 

「少年の日の思い出」 

５年 
「なまえつけてよ」 
「たずねびと」 
「大造じいさんとガン」 

６年 
「帰り道」 
「やまなし」       
「海の命」 

４年 
「ごんぎつね」 



充実感をもつ 言葉の力を高める 必要感をもつ 段階 

第８時 第７時 第６時（本時） 第５時 第４時 第３時 第２時 第１時 時間 

 

物
語
の
魅
力
を
書
い
た
ポ
ッ
プ
づ
く
り
を
行
う
。 

 

物
語
の
魅
力
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
メ
モ
に
ま
と
め
る
。 

・
心
情
を
表
す
表
現 

・
動
き
に
関
す
る
表
現 

・
情
景
を
描
い
た
表
現 

山
場
で
大
造
じ
い
さ
ん
の
心
情
が
変
化
し
た
理
由
を
読
み
取
る
。 

 

主
発
問 

大
造
じ
い
さ
ん
は
、
な
ぜ
残
雪
を
打
た
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

着
目
さ
せ
る
叙
述 

・
大
造
じ
い
さ
ん
は
、
ぐ
っ
と
じ
ゅ
う
を
か
た
に
当
て
、
残
雪
を
ね
ら
い
ま
し
た
。
が
、
な
ん
と

思
っ
た
か
、
再
び
じ
ゅ
う
を
下
ろ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

・
大
造
じ
い
さ
ん
が
手
を
伸
ば
し
て
も
・
・
・
努
力
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
し
た
。 

・
大
造
じ
い
さ
ん
は
、
強
く
心
を
打
た
れ
て
、
た
だ
の
鳥
に
対
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
せ
ん

で
し
た
。 

主
発
問 

お
と
り
作
戦
の
時
の
大
造
じ
い
さ
ん
の
気
持
ち
は
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
だ
ろ

う
。 

 

着
目
さ
せ
る
叙
述 

・
「
う
ま
く
い
く
ぞ
」 

・
青
く
す
ん
だ
空
を
見
上
げ
な
が
ら
に
っ
こ
り
し
ま
し
た
。 

・
「
さ
あ
、
戦
闘
開
始
だ
。
」 

・
東
の
空
が
真
っ
赤
に
燃
え
て
、
朝
が
来
ま
し
た
。 

・
大
造
じ
い
さ
ん
の
む
ね
は
、
わ
く
わ
く
し
て
き
ま
し
た
。 

・
冷
え
冷
え
す
る
じ
ゅ
う
し
ん
を
ぎ
ゅ
っ
と
に
ぎ
り
し
め
ま
し
た
。 

・
「
さ
あ
、
今
日
こ
そ
、
あ
の
残
雪
め
に
ひ
と
あ
わ
ふ
か
せ
て
や
る
ぞ
。」 

主
発
問 

ば
ら
ま
き
作
戦
の
時
の
大
造
じ
い
さ
ん
の
気
持
ち
は
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
だ

ろ
う
。 

 

着
目
さ
せ
る
叙
述 

・
会
心
の
え
み
を
も
ら
し
ま
し
た
。 

・
あ
か
つ
き
の
光
が
、
小
屋
の
中
に
す
が
す
が
し
く
流
れ
こ
ん
で
き
ま
し
た
。 

・
り
ょ
う
じ
ゅ
う
を
ぐ
っ
と
に
ぎ
り
し
め
た
…
び
り
び
り
す
る
ほ
ど
引
き
し
ま
る
の
で
し
た
。 

・
大
造
じ
い
さ
ん
は
広
い
ぬ
ま
地
の
向
こ
う
を
…
、
う
う
ん
と
う
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

山
場
ま
で
の
大
造
じ
い
さ
ん
の
残
雪
に
対
す
る
見
方
（
心
情
）
の
変
化
に
つ
い
て
読
み
取
る
。 

 

主
発
問 

ウ
ナ
ギ
針
作
戦
の
時
の
大
造
じ
い
さ
ん
の
気
持
ち
は
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
だ

ろ
う
。 

 

着
目
さ
せ
る
叙
述 

・
な
ん
だ
か
う
ま
く
行
き
そ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

・「
し
め
た
ぞ
。
」 

・「
ほ
ほ
う
。
」 

・
思
わ
ず
子
ど
も
の
よ
う
に
声
を
あ
げ
て
喜
び
ま
し
た
。 

・
た
か
が
鳥
の
こ
と
だ
。 

・
秋
の
日
が
美
し
く
輝
い
て
い
ま
し
た 

・
「
う
う
む
。」
・
思
わ
ず
感
嘆
の
声
を
も
ら
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

・
た
い
し
た
知
恵
を
も
っ
て
い
る
も
の
だ
な
ぁ
と
・
・
・
・
感
じ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。 

 

物
語
の
全
体
の
あ
ら
ま
し
を
と
ら
え
る
。 

 

主
発
問 

物
語
の
中
で
大
き
く
変
化
し
た
も
の
は
な
ん
だ
ろ
う
。 

 

着
目
さ
せ
る
叙
述 

・
い
つ
ご
ろ
か
ら
か
、
こ
の
残
雪
が
来
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
一
羽
の
ガ
ン
も
手
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
、
い
ま
い
ま
し
く
思
っ
て
い
ま
し
た
。 

・「
お
う
い
、
が
ん
の
英
雄
よ
。
お
ま
え
み
た
い
・
・
・
・
ま
た
堂
々
と
戦
お
う
じ
ゃ
あ
な
い
か
。」 

・
晴
れ
晴
れ
と
し
た
顔
つ
き
で
見
守
っ
て
い
ま
し
た
。 

・
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
見
守
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

全
文
を
通
読
し
て
感
想
や
考
え
を
も
ち
、
単
元
の
学
習
課
題
を
設
定
し
、
学
習
計
画
を
立
て
る
。 

 
 

○ 

単
元
扉
を
読
み
、
題
名
か
ら
ど
の
よ
う
な
物
語
か
を
想
像
す
る
。 

○ 

「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」
を
読
ん
で
初
発
の
感
想
を
書
く
。 

○ 
本
の
魅
力
に
つ
い
て
ポ
ッ
プ
づ
く
り
を
行
う
こ
と
を
知
り
、
課
題
を
も
つ
。 

学
習
活
動
と
発
問 

○ 

前
時
に
見
付
け
た
物
語
の
魅
力
の
メ
モ
を
も
と
に
、
大
造

じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
の
帯
を
作
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
。 

評 

物
語
の
魅
力
を
ポ
ッ
プ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

○ 

物
語
の
魅
力
を
ま
と
め
さ
せ
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
読

み
取
り
で
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
き
た
叙
述
を
（
心
情
を
表
す

表
現
）（
動
き
に
関
す
る
表
現
）（
情
景
を
描
い
た
表
現
）
に

分
類
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。 

評 

物
語
の
魅
力
を
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

○ 

「
大
造
じ
い
さ
ん
は
強
く
心
を
打
た
れ
て
、
た
だ
の
鳥
に

対
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
」
の
叙
述
を

視
写
す
る
こ
と
で
、
残
雪
の
頭
領
ら
し
い
態
度
が
大
造
じ
い

さ
ん
の
気
持
ち
を
変
え
さ
せ
た
こ
と
を
捉
え
さ
せ
る
よ
う

に
す
る
。 

評 

山
場
で
の
大
造
じ
い
さ
ん
の
心
情
が
変
化
し
た
理
由
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

○
大
造
じ
い
さ
ん
の
言
葉
や
情
景
描
写
か
ら
、
今
度
こ
そ
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
気
合
が
入
っ
て
い
る
大
造
じ
い
さ
ん

の
心
情
を
と
ら
え
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。 

○
「
残
雪
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
・
・
・
バ
タ
バ
タ
と
飛
び
立

ち
ま
し
た
。
」
の
叙
述
を
視
写
し
、
大
造
じ
い
さ
ん
の
胸
の

高
鳴
り
を
捉
え
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。 

○
前
時
ま
で
の
大
造
じ
い
さ
ん
心
情
の
変
化
を
振
り
返
り
、
心

情
曲
線
を
書
く
こ
と
で
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
捉
え
さ

せ
る
よ
う
に
す
る
。 

評 

お
と
り
作
戦
の
と
き
の
大
造
じ
い
さ
ん
の
心
情
を
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

○
「
会
心
の
え
み
」
情
景
描
写
か
ら
、
今
度
こ
そ
う
ま
く
い
く

と
い
う
大
造
じ
い
さ
ん
の
心
情
を
読
み
取
ら
せ
る
よ
う
に

す
る
。 

○
「
と
こ
ろ
が
、
残
雪
は
油
断
な
く
地
上
を
見
下
ろ
し
な
が

ら
・
・
・
残
雪
の
た
め
に
し
て
や
ら
れ
ま
し
た
。
」
を
視
写

さ
せ
、
あ
と
も
う
少
し
の
と
こ
ろ
で
残
雪
を
し
と
め
そ
こ
な

っ
た
大
造
じ
い
さ
ん
の
気
持
ち
を
捉
え
さ
せ
る
よ
う
に
す

る
。 

評 

大
造
じ
い
さ
ん
が
、「
う
う
ん
」
と
う
な
っ
た
理
由
を
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

○
「
し
め
た
ぞ
。」
「
ほ
ほ
う
。」
言
葉
に
着
目
し
、
ガ
ン
を
捕

ら
え
た
と
き
の
大
造
じ
い
さ
ん
の
喜
ぶ
心
情
を
読
み
取
ら

せ
る
よ
う
に
す
る
。 

○ 

情
景
描
写
か
ら
、
次
も
う
ま
く
い
く
と
い
う
大
造
じ
い
さ

ん
の
心
情
を
捉
え
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。 

○
「
ガ
ン
と
か
カ
モ
と
い
う
鳥
は
・
・
・
感
じ
た
の
で
あ
り
ま

し
た
。
」
の
叙
述
を
視
写
さ
せ
、
感
嘆
の
声
を
も
ら
し
た
理

由
を
読
み
取
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
。 

評
「
う
う
む
。
」
と
感
嘆
の
声
を
上
げ
た
理
由
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。 

○ 

大
造
じ
い
さ
ん
の
残
雪
に
対
す
る
初
め
の
思
い
を
と
ら

え
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。 

○ 

最
後
残
雪
を
見
送
る
大
造
じ
い
さ
ん
の
残
雪
に
対
す
る

心
情
を
捉
え
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。 

○ 

残
雪
に
呼
び
か
け
る
声
を
視
写
さ
せ
る
こ
と
で
、
大
造
じ

い
さ
ん
の
残
雪
に
対
す
る
心
情
を
捉
え
さ
せ
る
よ
う
に
す

る
。 

評 

物
語
の
初
め
と
終
わ
り
で
大
造
じ
い
さ
ん
の
気
持
ち
が

大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

○ 

題
名
や
扉
絵
に
着
目
さ
せ
、
お
じ
い
さ
ん
の
表
情
か
ら
物

語
の
展
開
を
想
像
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。 

○
「
深
く
心
に
残
っ
た
と
こ
ろ
」
「
疑
問
に
思
っ
た
と
こ
ろ
」

を
初
発
の
感
想
に
書
か
せ
る
よ
う
に
す
る
。 

評 

全
文
を
通
読
し
、
初
発
の
感
想
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。 

指
導
上
の
留
意
点 

残
雪
の
命
を
か
け
て
仲
間
を
守
ろ
う
と
す
る
姿
や
、
頭
領
と
し
て
の
威
厳
を
持
ち
続
け
よ

う
と
す
る
姿
に
強
く
心
を
打
た
れ
た
か
ら
。 

大
造
じ
い
さ
ん
は
、
初
め
残
雪
の
こ
と
を
い
ま
い
ま
し
く
思
っ
て
い
た
が
、
最
後
は
ガ
ン
の
英

雄
と
認
め
る
ま
で
変
わ
っ
た 

た
か
が
鳥
と
甘
く
思
っ
て
い
た
が
、
作
戦
に
失
敗
し
、
た
い
し
た
ち
え
を
も
っ
て
い
る
と
認
め
た
。

た
。 

う
ま
く
い
く
と
思
っ
て
い
た
が
、
あ
と
少
し
の
と
こ
ろ
で
作
戦
が
失
敗
し
、
悔
し
い
気
持
ち

に
変
わ
っ
た
。 

残
雪
（
ガ
ン
）
何
と
し
て
で
も
打
ち
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
徐
々
に
強
ま
っ
て
い
る
。 

６ 単元計画 



７ 本時の目標 

（１）目標 

  ○ 山場での大造じいさんの心情が変化した理由を読み取ることができる。 

（２）指導過程 

段階 学習活動及び内容 教師のかかわり 

導入 

１ 前時の学習を振り返る。 

 

２ 本時のめあてを確かめる 

めあて 

大造じいさんは、なぜ残雪を打たなかっ

たのだろう。 
 

○ 「大造じいさんの残雪に対する始め

と最後の気持ち」と「大造じいさんの

気持ちの変容」を捉えさせるようにす

る。 

○ 学習計画から本時のめあてを立て

させるようにする。 

展開 

３ P233L1～P233L14を視写する。 

 

 

 

 

 

 

４ 大造じいさんの残雪に対する行動が変わ

る場面を読み取る。 

 個人→ペア→全体 

 基本発問 

 大造じいさんの残雪に対する行動が変わっ

た場面があります。どこでしょう。 

大造じいさんは、ぐっとじゅうをかたに当
て、残雪をねらいました。が、なんと思っ
たか再びじゅうをおろしてしまいました。 

 基本発問 

 大造じいさんの行動を変えさせたものは何

でしょう。 

 残雪の目には、人間もハヤブサもありま
せんでした。ただ救わねばならぬ仲間のす
がたがあるだけでした。 

５ 大造じいさんが強く心を打たれた理由を

読み取る。 

 個人→ペア→全体 

 基本発問 

 大造じいさんは何に強く心を打たれたのだ

ろう。 

・頭領らしい堂々たる態度 

・頭領としてのいげんをきずつけまいと努
力する姿 

 

○ 残雪の仲間を救う行動により、大造

じいさんの気持ちが変わったことを

読み取らせるために視写をさせるよ

うにする。 

○ 大造じいさんの気持ちが変わった

「場面」を確認したうえで、視写をさ

せるようにする。 

○ 大造じいさんの残雪に対する行動

が変わった場面にサイドラインを引

かせるようにする。 

○ 子どもたちが自信をもって全体で

話し合えるよう、ペアで確認させるよ

うにする。 

 

 

 

○ 大造じいさんの行動を変えさせた

叙述にサイドラインを引かせるよう

にする。 

○ 残雪が仲間を助ける姿が、大造じい

さんの行動を変えさせたことを確認

する。 

○ 「強く心を打たれた」という言葉の

意味を確認させるようにする。 

○ 大造じいさんの心を強く打った、残

雪の行動にサイドラインを引かせる

ようにする。 

○ 気付けない児童には、残雪の行動に

着目させて読み取らせるようにする。 

終末 

６ 本時のまとめをする。 

まとめ 

残雪の命をかけて仲間を守ろうとする姿
や、頭領としての威厳を持ち続けようとす
る姿に強く心を打たれたから。 

７ 心に残った文章を書く。 

 

○ 大造じいさんが残雪を打たなかっ
た理由を、本時で出てきた言葉を使い
ながら自分の言葉でまとめをさせる
ようにする。 

 
○ 単元の最後のポップ作りにつなが
るよう、本時で心に残った文章を書か
せるようにする。 

８ 目指す児童の姿 

残雪の仲間を守ろうとする姿、頭領としての威厳をきずつけまいとする姿に態度に強く心

を打たれたので、残雪をガンの英雄と認める気持ちに変わった。 

 


