
 

教科 国語（小）                                             

主体的・対話的で深い学びの授業改善に向けたポイント 

（１）ポイント１ 「言葉による見方・考え方」を働かせる授業の展開 

   「言葉に着目する」「言葉を吟味する」授業を展開する。言葉を根拠に、言葉に寄り添った「考えの形成」、

「共有」につなげていく。 

（２）ポイント２ 「考えの形成」の練り上げ 

   新学習指導要領から、「Ａ 話すこと・聞くこと」「Ｂ 書くこと」「Ｃ 読むこと」の３領域全ての学習過程に

「考えの形成」が設定されることとなった。児童が理解したり表現したりした言葉を、論理的思考の側面、感

性・情緒の側面、他者とのコミュニケーションの側面からどのように捉えたのかを問い直して、理解し直した

り表現し直したりしながら思いや考えを深めることが、「深い学び」の実現につながっていく。 

（３）ポイント３ 「共有」できる場面の設定 

   「考えの形成」同様、３領域全ての学習過程に「共有」が設定された。これまでの学習過程に位置付けられ

ていた「交流」が「共有」に置き換えられた意図にも目を向けたい。各自が意見を述べ合うだけの形骸化した

話合い活動からの脱却を図り、他者の考えをしっかりと捉え、思考を深めたり活性化させたりすることができ

る「共有」の場の設定が、「深い学び」の実現につながっていく。 

 

 

教科 国語（中） 

主体的・対話的で深い学びの授業改善に向けたポイント 

（１）ポイント１ 「言葉による見方・考え方」を働かせる授業の展開 

   「言葉に着目する」「言葉を吟味する」授業を展開する。言葉を根拠に、言葉に寄り添った「考えの形成」、

「共有」につなげていく。 

（２）ポイント２ 「考えの形成」の練り上げ 

   新学習指導要領から、「Ａ 話すこと・聞くこと」「Ｂ 書くこと」「Ｃ 読むこと」の３領域全ての学習過程に

「考えの形成」が設定されることとなった。生徒が理解したり表現したりした言葉を、論理的思考の側面、感

性・情緒の側面、他者とのコミュニケーションの側面からどのように捉えたのかを問い直して、理解し直した

り表現し直したりしながら思いや考えを深めることが、「深い学び」の実現につながっていく。 

（３）ポイント３ 「共有」できる場面の設定 

   「考えの形成」同様、３領域全ての学習過程に「共有」が設定された。これまでの学習過程に位置付けられ

ていた「交流」が「共有」に置き換えられた意図にも目を向けたい。各自が意見を述べ合うだけの形骸化した

話合い活動からの脱却を図り、他者の考えをしっかりと捉え、思考を深めたり活性化させたりすることができ

る「共有」の場の設定が、「深い学び」の実現につながっていく。 

出典：福島県教育委員会「令和４年度 福島県小・中学校教育課程研究協議会資料」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

 

 

 

 

 

 

 『枕草子』の「うつくしきもの」を読み、清少納言のものの見方や考え方について、現代に生きる自分のものの見方や

考え方と比べながら、考えたことをまとめることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本時のねらい 

学習指導要領における領域・内容 

 

学習者の視点 授業者の視点 

 

本時における「深い学び」を具現する仕掛けや発問 

授業デザイン例 

「深い学び」を具現する授業デザイン例 国語（中） 
 

中学校 〔第２学年〕 C 読むこと 
（１）オ 文章を読んで理解したことや考えたことを知識や経験と結び付け、自分の考えを広げたり深めたりすること。 

「
う
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」
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っ
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。
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め
て
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徒
の
ノ
ー
ト
よ
り
） 

 
 □  光村図書の教科書にある「思考の地図」から、思考を深めるための「具体と抽象の思考法」を活用することで、

清少納言が『枕草子』で取り上げている抽象概念「うつくしきもの」等の性質について具体物をもとに整理する

ことができる。現代の私たちが考える「かわいい」も合わせて整理し、『枕草子』と比較することで、自分の知識

や経験を踏まえて、自分の考えを広げたり深めたりすることができる。（視点I→視点⑪） 

 

 清少納言の「かわいい」は、辞書の説明にあるよ

うに、幼いものや、小さいものや、愛らしいしぐさ

だと言えるね。現代の僕でも、かわいいと思うよ。

「かわいい」の捉えは変わらないんじゃないかな。 

Aさん Bさん 
 

みんなが考える「かわい

い」ベスト５は何かな？ 

 

清少納言はどの

ようなものをかわ

いらしいと考えて

いたのかな？ 

 

清少納言と私の「かわい

い」の見方、感じ方は違うの

だろうか？清少納言と私た

ちを比較しよう。 

 
 

 そうだね、Aさんが言っていた子猫やマカ

ロンも小さいし愛らしいよね。Bさんの言う

「赤ちゃんが食べながら寝入る様子」は動画

で見たことある。あの様子、かわいいよね。 

 比較した共通点や相違点

を「具体と抽象の思考法」で

整理し、気がついたことや

考えたことをノートにまと

めよう。 

視点⑪ 

視点I 

 
家の子猫、くまモン、

マカロン・・・  

ものだけでなく、動きや様子な

ども入るから、赤ちゃんが食べな

がら寝入る様子もかわいいな。 

 

 Aさんの言っているくまモンはどうだろう？私もかわ

いいと思うけど、清少納言の頃はくまモンいないよね。

今って、キャラクターはいろいろいるし、たくさんかわ

いいのがあるよ。これは、今風の感覚かな？ 

 

 小さいものや幼いものって、いつの時代でもかわいい

と言えそうだよ。でも、愛らしいものは捉え方によって

広がりそうじゃない？キモかわとかブサかわとか言う

しね。キャラクターにはそういうのあるよね。 

抽象 
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現代語訳 

抽象 

具体 

かわいいもの 

（かわいらしいもの） 

愛らしい 

幼い 

小さい 

子猫 赤ちゃん マカロン くまモン 

丸い おっとり 

ころころ 

清
少
納
言 

私
た
ち 

形容詞 

や副詞 

他には？ 

指導主事による５分間授業動画 
https://youtu.be/NZoB8HEBvTU 


