
   

「付けたい力」を明確にした授業づくりを行いましょう！ 

今年度も中堅研・初任研では、指導案作成や模擬授業を通して、授業力の向上を図ろうと熱心に
取り組む先生方の姿が見られました。初任研の模擬授業（小学校）では国語の授業に取り組む先生
方が多く、指導案の作成の仕方、単元構成・授業構成をお話する中で、「付けたい力」を明確にして
授業を行うことの大切さを感じていただけたようです。今回は、国語科の「付けたい力」を明確に
した授業づくりについてお届けします。今後の授業づくりにつなげてください。 

 
学校訪問では… 

学習指導要領解説の指導事項と本時でねらっている内容が合っていない 
授業が見られます。子どもたちのねらい達成の姿（＝付けたい力）は、 
学習指導要領解説に示されている指導事項が身に付くことです。 
子どもたちに確実に力を付けるために、まずは学習指導要領解説を 
読んでみましょう！本単元・本時で何をねらうのかが見えてきます！ 

 
①指導事項の確認を！～学習指導要領解説を基に、付けたい力を明確にする～ 

   ↳指導事項が明確になると、その単元で指導すべきことが焦点化されます！ 

【国語科の指導事項は、以下のように設定されています！（「読むこと」編）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②学習指導要領解説を詳しく見てみましょう！ 
（例）〇精査・解釈（文学的な文章）※第３学年及び第４学年の「読むこと」C（１）エ 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

説明的な文章 文学的な文章 

 

指導事項ア  構造の内容と把握  指導事項イ        

 

指導事項ウ    精査・解釈    指導事項エ 

 

指導事項オ    考えの形成    指導事項オ 

 

指導事項カ     共有     指導事項カ 

 

※必ずしも一方向、順序性のある流れではない。 
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奥能登通信 

・指導事項を抜かすことなく、計画的に資質・能力を育成し

ましょう。（奥能登スタンダードの年間指導計画表を参考

にしましょう！） 

・どの指導事項も大切ですが、児童の実態も踏まえ、単元を

構想する前に、取り上げる指導事項を確認しましょう。 

・単元の中の１時間１時間が、指導事項ア～カのどれに当て

はまるのかを意識して授業を行いましょう。 

学習指導要領解説には、
指導事項の系統性が示さ
れています。これまでに
どのような学びがあり、
本単元の学びがどのよう
につながっていくのかを
確認しましょう。 ねらい達成の姿（＝付けたい力）や、

それぞれの学年で身に付ける力の
つながりは、学習指導要領解説の 
P１１０～を読むと分かるんだね！ 

 

国語科 



目指す姿は分かったけれど…
何に気を付けたらいいの？？ 

 

重要なことは、学習指導要領
解説に示されているんだね！ 
下線部のポイントを 
おさえて、授業を進 
めていけばいいんだ！ 
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【参考資料】・小学校学習指導要領解説 国語編 

・「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 国語 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで！続きを読んでみましょう。（P１１１） 
以下の段落に授業を組み立てる際のポイントが示されています。 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                   二年間かけて 

 レベルアップ 

                  していきましょう！ 

 

  

４年生で設定されるB評価（おおむね満足できる）の姿 

 

（例③）B：兵十の気持ちが憎らしさから後悔に変わったことを場面の移り変わりと結び付けて書いている。 

※兵十の気持ちの変化が捉えられていない。（→兵十は～～な気持ちだった。）だとCとなります。 

 

 

 

 

 

第３学年及び第４学年の「読むこと」

C（１）エの指導事項における、重点

が簡潔に示されています。 

つまり、付けたい力は太字の指導事項

の次の段落を読むと分かります！ 

 

授業を進めていく上で、下線部がお

さえるポイントとなります。 

→ ～～していく必要がある。 

→ ～～することが重要。 

という部分を大切にしましょう！ 

下線部を外すことなく、授業を組み

立てていくとよいです！ 

前の場面までで分かる気持ち 

６場面の叙述（青
線部）から分かる
気持ち（赤線部） 

気持ちの変化 

（例②）第４学年「ごんぎつね」光村図書 「国語４下」 （例①）第３学年「まいごのかぎ」光村図書 「国語３上」 

※いきなり例②のような力がつくわけではありません！２年間（第３学年及び第４学年）をかけて、このような

内容が書ける力を付けていきます。４年生の姿を見据え、例えば３年生で、例①のような姿を設定することもで

きます。 

系統性を大切に、授業づくりを行っていきましょう！ 

 

５場面前半までの叙述（青線
部）から分かる気持ち（赤線部） 

５場面後半の叙述
（青線部）から分か
る気持ち（赤線部） 

気持ちの変化 


