
第５学年国語科学習指導案  
                        日  時   平 成 １ ８ 年 ９ 月 ２ ９ 日 （ 金 ） ５ 校 時  
                        児  童   男 子 ３ 名 、 女 子 ２ 名  計 ５ 名  
                        指 導 者   荒 川  守  
１  育 て た い 能 力  
  ◎ 登 場 人 物 の 人 柄 や 場 面 の 情 景 を 、 叙 述 に 即 し て 読 む （ 読  ウ ）  
  ○ 語 感 、 言 葉 の 使 い 方 に 対 す る 感 覚 な ど に つ い て 関 心 を も つ （ 言 ウ （ エ ））  

○ 共 通 語 と 方 言 と の 違 い を 理 解 し 、 ま た 、 必 要 に 応 じ て 共 通 語 で 話 す （ 言 カ （ イ ））  
２  単 元 名   人 物 の 考 え 方 や 生 き 方 を と ら え よ う  
  教 材 名   「 わ ら ぐ つ の 中 の 神 様 」    杉  み き 子  作     黒 井  健  絵  
３  教 材 に つ い て  
 （ １ ） 児 童 に つ い て  
     児 童 は 、 こ れ ま で の 学 習 に よ り 、 文 学 的 文 章 に お い て 、 大 事 な 文 や 言 葉 に 着 目 し 、 叙 述 に

即 し て 登 場 人 物 の 心 情 の 変 化 を 読 み 取 る こ と が で き る よ う に な っ て き て い る 。  
   ① 読 み の 視 点 に つ い て  
     登 場 人 物 の 気 持 ち を 読 み 取 る た め に 、 最 初 の 段 階 に お い て 、 登 場 人 物 の 気 持 ち は 登 場 人 物

の 会 話 ・ 行 動 ・ 様 子 等 に 書 か れ て い る と い う こ と を 教 え た 。 そ の こ と に よ っ て 児 童 は 、 登 場

人 物 の 会 話 ・ 行 動 ・ 様 子 に 目 を 付 け て 読 ん で い け ば い い と い う こ と は 分 か っ て き た が 、 読 み

の 視 点 が 広 す ぎ た （ 大 ざ っ ぱ だ っ た ） た め に 、 そ の 後 の 読 み 取 り が 薄 い （ 深 ま ら な い ） も の

と な っ て し ま っ た 。 そ こ で 、 読 み の 視 点 を 広 く と ら え る の で は な く 、 誰 の 何 に 注 目 し て 読 ん

で い け ば い い の か 、 読 み の 視 点 を し ぼ る こ と と 、 そ れ が ど こ に 書 か れ て い る の か 指 摘 で き る

よ う に す る こ と を 意 識 す る こ と で 、 児 童 は 、 誰 の 何 に 注 目 し て 読 ん で い け ば い い の か 、 読 み

の 視 点 を 根 拠 を 持 っ て 発 表 で き る よ う に な っ て き た 。 ま た 、 読 み の 視 点 を も と に ど こ を 中 心

に 読 ん で い け ば い い の か 、指 摘 で き る よ う に な っ て き た 。「 新 し い 友 達 」で は 、課 題 文 の「 変

わ っ た の は な ぜ で し ょ う 。」か ら 、何 で 変 わ っ た か そ の 理 由 が 分 か れ ば い い こ と を 確 認 し 、「 わ

た し 」 の ま り ち ゃ ん に 対 す る 気 持 ち が 変 わ っ た と こ ろ を 読 み の 視 点 に し て 読 み 取 っ て い け ば

い い こ と を 確 認 で き た 。  
   ② 一 人 学 び に つ い て  
     読 み の 視 点 が 広 す ぎ た （ 大 ざ っ ぱ だ っ た ） た め に 、 一 人 学 び に お い て 、 大 事 な 言 葉 や 文 に

サ イ ド ラ イ ン を 引 く こ と だ け で 精 一 杯 で 、 書 き 込 み が で き な い 児 童 が ほ と ん ど だ っ た 。 そ れ

が 、 読 み の 視 点 を 明 確 に す る こ と で 、 ど こ を 中 心 に 読 ん で い っ た ら い い の か （ 一 人 学 び の と

こ ろ ） が 分 か り 、 じ っ く り と 時 間 を か け て 読 む こ と で 、 着 目 し た 大 事 な 言 葉 や 文 か ら 分 か る

こ と や 考 え ら れ る こ と 、 気 持 ち を 書 き 込 め る よ う に な っ て き た 。 し か し 、 一 人 学 び の 方 法 を

自 分 た ち で 決 め る （ 選 ぶ ） と い う 力 は 不 足 し て い る 。 ま た 、 内 容 に お い て も 、 本 時 や 他 の 場

面 で 読 み 取 っ た こ と や 考 え た こ と と 関 係 付 け な が ら （ 関 連 さ せ て ） 書 き 込 む と こ ろ ま で に は

至 っ て い な い 。  
 （ ２ ） 教 材 に つ い て  
    学 習 指 導 要 領 に お け る 第 ５ 学 年 及 び 第 ６ 学 年 の「 読 む こ と 」の 目 標 は 、「 目 的 に 応 じ 、内 容 や

要 旨 を 把 握 し な が ら 読 む こ と が で き る よ う に す る と と も に 、 読 書 を 通 し て 考 え を 広 げ た り 深 め

た り し よ う と す る 態 度 を 育 て る 。」 で あ る 。 本 単 元 で は 、 第 ５ 学 年 及 び 第 ６ 学 年 の 「 Ｃ 読 む こ

と 」 の 指 導 事 項 「 ウ 登 場 人 物 の 心 情 や 場 面 に つ い て の 描 写 な ど 、 優 れ た 叙 述 を 味 わ い な が ら 読

む こ と 」 を 重 点 目 標 と し て 取 り 上 げ る 。  
    本 教 材 は 、 不 格 好 だ が 心 を こ め て 作 っ た わ ら ぐ つ の 本 質 を 見 抜 い て 買 っ て い く 「 大 工 さ ん 」

と 、 わ ら ぐ つ を は く 相 手 を 思 い な が ら 作 っ て い た 「 お み つ さ ん 」 の 交 流 を 通 し て 、 心 の 純 粋 さ

や 正 直 ・ 思 い や り な ど を 価 値 あ る も の ・ 尊 い も の と 思 う 心 を 描 い た 作 品 で あ る 。  
お み つ さ ん の 人 柄 や 大 工 さ ん の 考 え 方 な ど を 二 人 の 会 話（ 文 末 な ど ）や 行 動（ 繰 り 返 し な ど

） か ら 、 叙 述 を 基 に 読 み 取 る こ と が で き る 。 特 に 、「 心 を こ め て つ く っ た も の に は 、 神 様 が 入



っ て い る 」 と い う 一 文 は 光 っ て い る 。  
ま た 、こ の 作 品 は 、現 在 ― 過 去 ― 現 在 と い う 構 成 で で き て お り 、過 去 の 話 を 現 在 の「 マ サ エ 」

が 聞 く と い う 形 に な っ て い る 。 作 者 の 表 現 の 効 果 を 学 ぶ の に 適 し た 教 材 で あ る 。  
こ れ ら の こ と か ら 、 本 教 材 は 「 登 場 人 物 の 心 情 や 場 面 に つ い て の 描 写 な ど 、 優 れ た 叙 述 を 味

わ い な が ら 読 む こ と 」 に 適 し た 教 材 で あ る と 考 え る 。  
 （ ３ ） 指 導 に つ い て  
  《 本 校 の 研 究 に 関 わ っ て 》  

」
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① 読 み の 視 点 に つ い て  
  ５ 場 面 で 構 成 さ れ て い る 物 語 を １ 場 面 ご と に 区 切 り 、 そ れ ぞ れ の 場 面 の 読 み の 視 点 を 、

既 習 事 項 を 生 か し 、課 題 文 や 言 語 事 項（ 文 末 や 繰 り 返 し 、方 言 や 慣 用 句 等 ）を 意 識 し て 発

表 で き る よ う に す る 。ま た 、読 み の 視 点 に 沿 っ て 読 み 深 め て い く と こ ろ（ 一 人 学 び で 読 み

深 め て い く と こ ろ ） を 児 童 が 指 摘 で き る よ う に す る 。  
② 一 人 学 び に つ い て  
  他 の 場 面 と 関 係 付 け な が ら（ 関 連 さ せ て ）読 み 取 ら せ て い く 場 面 と し て 、４ の 場 面 を 取

り 上 げ る 。こ こ で は 、一 人 学 び の と こ ろ を 、「 大 工 さ ん の 行 動 」１ つ と「 大 工 さ ん の 会 話

１ つ に し ぼ る こ と で 、文 や 言 葉 と 向 き 合 い 、じ っ く り と 考 え さ せ た い 。そ し て 、一 人 学 び

の 方 法 を 児 童 自 ら が 既 習 事 項 を 生 か し て 決 め る よ う に し 、大 事 な 言 葉 を ノ ー ト に 抜 き 書 き

さ せ 、 そ の 言 葉 か ら 分 か る こ と や 言 葉 と 言 葉 の 関 係 等 に つ い て 書 き 込 ま せ る 。 で き れ ば 、

抜 き 書 き し た 言 葉 全 体 を 見 て 、 書 き 込 み を さ せ て い き た い 。「 大 工 さ ん の 考 え 」 と 「 お み

つ さ ん の 考 え 」 が 同 じ だ と い う こ と を 一 人 学 び の 段 階 で 気 づ く 児 童 が い る か も し れ な い

が 、 気 づ か な い 場 合 に は 学 び 合 い の 段 階 で 気 づ か せ て い き た い 。  
習 指 導 目 標 と 評 価 規 準  

 学  習  指  導  目  標  評  価  規  準  
国
語
へ
の 

関
心
意
欲
態
度 

○ 物 語 の 温 か さ に 引 か れ て 、 心 に 残 る 言

葉 や 文 章 、 情 景 や 場 面 を 楽 し ん で 読 も う

と す る 。  

 

・物 語 の 温 か さ に 引 か れ て 、心 に 残 る 言 葉

や 文 章 、情 景 や 場 面 を 楽 し ん で 読 も う と し

て い る 。  

 

読
む
能
力 

 

◎ 登 場 人 物 の 人 柄 や 場 面 の 様 子 、 情 景 を

叙 述 に 即 し て 読 む こ と が で き る 。   
（ 読  ウ ）

 

・「 わ ら ぐ つ の 中 の 神 様 」 に 描 か れ た 登 場

人 物 の 人 柄 や 場 面 の 様 子 、情 景 を 叙 述 に 即

し て 読 ん で い る 。  

 

言
語
に
つ
い
て
の 

知
識
理
解
技
能 

 
 

○ 題 名 の 意 味 す る も の を 考 え る た め に 、

必 要 な 語 句 を 増 や す こ と が で き る 。  
（ 言 ウ （ エ ））

○ 方 言 と 共 通 語 の 違 い を 理 解 す る こ と が

で き る 。         （ 言 カ （ イ ））

 

・題 名 の 意 味 す る も の を 考 え る た め に 、必

要 な 語 句 を 増 や し て い る 。  
・ 方 言 と 共 通 語 の 違 い を 理 解 し て い る 。  

導 計 画 ・ 評 価 計 画 （ 別 紙 ）  



第６学年国語科学習指導案  
                        日  時   平 成 １ ８ 年 ９ 月 ２ ９ 日 （ 金 ） ５ 校 時  
                        児  童   男 子 ５ 名 、 女 子 ２ 名  計 ７ 名  
                        指 導 者   荒 川  守  
１  育 て た い 能 力  
  ◎ 「 や ま な し 」 に 描 か れ た 情 景 を 、 叙 述 に 即 し て 想 像 し な が ら 読 む （ 読  ウ ）  
  ○ 語 感 、 言 葉 の 使 い 方 に 対 す る 感 覚 な ど に つ い て 関 心 を も つ （ 言 ウ （ エ ））  
２  単 元 名   表 現 を 味 わ い 、 豊 か に 想 像 し よ う  
  教 材 名   「 や ま な し 」        宮 沢  賢 治  作      か す や  昌 宏  絵  
       「 イ ー ハ ト ー ヴ の 夢 」    畠 山  博   筆  
３  教 材 に つ い て  

（ １ ） 児 童 に つ い て  
     児 童 は 、 こ れ ま で の 学 習 に よ り 、 文 学 的 文 章 に お い て 、 大 事 な 文 や 言 葉 に 着 目 し 、 叙 述 に

即 し て 登 場 人 物 の 心 情 の 変 化 を 読 み 取 る こ と が で き る よ う に な っ て き て い る 。  
   ① 読 み の 視 点 に つ い て  
     登 場 人 物 の 気 持 ち を 読 み 取 ら せ る た め に 、 最 初 の 段 階 に お い て 、 登 場 人 物 の 気 持 ち は 登 場

人 物 の 会 話 ・ 行 動 ・ 様 子 等 に 書 か れ て い る と い う こ と を 教 え た 。 そ の こ と に よ っ て 児 童 は 、

登 場 人 物 の 会 話 ・ 行 動 ・ 様 子 に 目 を 付 け て 読 ん で い け ば い い と い う こ と は 分 か っ て き た が 、

読 み の 視 点 が 広 す ぎ た （ 大 ざ っ ぱ だ っ た ） た め に 、 そ の 後 の 読 み 取 り が 薄 い （ 深 ま ら な い ）

も の と な っ て し ま っ た 。 そ こ で 、 読 み の 視 点 を 広 く と ら え る の で は な く 、 誰 の 何 に 注 目 し て

読 ん で い け ば い い の か 、 読 み の 視 点 を し ぼ る こ と と 、 そ れ が ど こ に 書 か れ て い る の か 指 摘 で

き る よ う に す る こ と を 意 識 す る こ と で 、 児 童 は 、 誰 の 何 に 注 目 し て 読 ん で い け ば い い の か 、

読 み の 視 点 を 根 拠 を 持 っ て 発 表 で き る よ う に な っ て き た 。 ま た 、 読 み の 視 点 を も と に ど こ を

中 心 に 読 ん で い け ば い い の か 指 摘 で き る よ う に な っ て き た 。「 カ レ ー ラ イ ス 」で は 、課 題 文 の

「 変 わ っ た の は な ぜ で し ょ う 。」か ら 、読 み の 視 点 を「 ぼ く 」の 気 持 ち が 変 わ っ た と こ ろ と し 、

今 ま で の 「 ぼ く 」 の お 父 さ ん に 対 す る 気 持 ち が 変 わ っ た の が 分 か る 文 （ 言 葉 ） を 指 摘 す る こ

と が で き た 。  
   ② 一 人 学 び に つ い て  
     読 み の 視 点 が 広 す ぎ た （ 大 ざ っ ぱ だ っ た ） た め に 、 一 人 学 び に お い て 、 大 事 な 言 葉 や 文 に

サ イ ド ラ イ ン を 引 く こ と だ け で 精 一 杯 で 、 書 き 込 み が で き な い 児 童 が ほ と ん ど だ っ た 。 そ れ

が 、 読 み の 視 点 を 明 確 に す る こ と で 、 ど こ を 中 心 に 読 ん で い っ た ら い い の か （ 一 人 学 び の と

こ ろ ） が 分 か り 、 じ っ く り と 時 間 を か け て 読 む こ と で 、 着 目 し た 大 事 な 言 葉 や 文 か ら 分 か る

こ と や 考 え ら れ る こ と 、 気 持 ち を 書 き 込 め る よ う に な っ て き た 。 し か し 、 一 人 学 び の 方 法 を

自 分 た ち で 決 め る （ 選 ぶ ） と い う 力 は 不 足 し て い る 。 ま た 、 内 容 に お い て も 、 本 時 や 他 の 場

面 で 読 み 取 っ た こ と や 考 え た こ と と 関 係 付 け な が ら （ 関 連 さ せ て ） 書 き 込 む と こ ろ ま で に は

至 っ て い な い 。  
 （ ２ ） 教 材 に つ い て  
    学 習 指 導 要 領 に お け る 第 ５ 学 年 及 び 第 ６ 学 年 の「 読 む こ と 」の 目 標 は 、「 目 的 に 応 じ 、内 容 や

要 旨 を 把 握 し な が ら 読 む こ と が で き る よ う に す る と と も に 、 読 書 を 通 し て 考 え を 広 げ た り 深 め

た り し よ う と す る 態 度 を 育 て る 。」 で あ る 。 本 単 元 で は 、 第 ５ 学 年 及 び 第 ６ 学 年 の 「 Ｃ 読 む こ

と 」 の 指 導 事 項 「 ウ 登 場 人 物 の 心 情 や 場 面 に つ い て の 描 写 な ど 、 優 れ た 叙 述 を 味 わ い な が ら 読

む こ と 」 を 重 点 目 標 と し て 取 り 上 げ る 。  
    教 材 で は 、 初 め に 宮 沢 賢 治 の 作 品 「 や ま な し 」 を 場 面 の 情 景 を 叙 述 に 即 し て 想 像 し て 読 み 取

る 。「 や ま な し 」 は 、 二 枚 の 幻 灯 に 映 し 出 さ れ た 谷 川 の 情 景 や 出 来 事 が か に の 視 点 で 描 か れ て

い る 。  
作 者 は 、谷 川 の 情 景 を 比 喩 や 擬 声 語・ 擬 態 語 、色 彩 語 を 巧 み に 使 い 、リ ア ル に か つ 幻 想 的 に

表 現 し て い る 。  



ま た 、 か に の 視 点 か ら 映 し 出 さ れ る 世 界 は 、 自 然 の 美 し さ や 不 思 議 さ 、 生 き 物 の 生 死 等 に つ

い て 読 者 に 問 い か け て く る 。  
こ れ ら の こ と か ら 、 本 教 材 は 「 登 場 人 物 の 心 情 や 場 面 に つ い て の 描 写 な ど 、 優 れ た 叙 述 を 味

わ い な が ら 読 む こ と 」 に 適 し た 教 材 で あ る と 考 え る 。  
    そ し て 、「 イ ー ハ ト ー ヴ の 夢 」 で 宮 沢 賢 治 の 生 き 方 や 考 え 方 を 自 分 の 考 え を も ち な が ら 読 み 、

再 度 「 や ま な し 」 を 読 む こ と で 自 分 の 読 み を 深 め た り 並 行 読 書 を す る こ と で 賢 治 の そ の 他 の 作

品 に 触 れ た り す る 。  
 （ ３ ） 指 導 に つ い て  
  《 本 校 の 研 究 に 関 わ っ て 》  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４  学

 

 
５  指
① 読 み の 視 点 に つ い て  
  「 五 月 」 と 「 十 二 月 」 の 谷 川 が ど ん な 世 界 な の か 読 み 取 ろ う と い う 課 題 を 設 定 し 、 既

習 事 項 を も と に 読 み の 視 点 を １ つ（ 谷 川 に 入 っ て き た も の の 様 子 ）に 絞 ら せ る 。ま た 、「 五

月 」の 学 習 で 学 ん だ 比 喩 や 擬 声 語 ・ 擬 態 語 、色 彩 語 等 の 言 語 事 項 を 、「 十 二 月 」の 学 習 に

お い て 既 習 事 項 と し て 使 え る よ う に す る 。  
② 一 人 学 び に つ い て  
  一 人 学 び の 方 法 を 児 童 自 ら が 既 習 事 項 を 生 か し て 決 め て い け る よ う に す る 。 そ し て 、

読 み の 視 点 に 沿 っ て 、「 五 月 」 と「 十 二 月 」を 読 ん で い き 、大 事 な 文 や 言 葉 を 見 つ け 、 そ

れ を ノ ー ト に 抜 き 書 き し 、 そ の 文 や 言 葉 か ら 分 か る こ と や 気 持 ち 、 思 っ た こ と や 想 像 し

た こ と 等 を 「 五 月 」 の 世 界 と 比 べ て 書 き 込 ま せ よ う に す る 。 抜 き 書 き し た 言 葉 全 体 を 見

て 、 書 き 込 み を さ せ て い き た い 。
習 指 導 目 標 と 評 価 規 準  

 学  習  指  導  目  標  評  価  規  準  

国
語
へ
の 

関
心
意
欲
態
度 

○ 情 景 や 宮 沢 賢 治 独 特 の 表 現 に 興 味 を

も ち 、賢 治 の 作 品 や 生 き 方 を 知 ろ う と す

る 。  

 
 
 

・ 情 景 や 宮 沢 賢 治 独 特 の 表 現 に 興 味 を も

ち 、賢 治 の 作 品 や 生 き 方 を 知 ろ う と し て い

る 。  

 

読
む
能
力 

 

◎「 五 月 」と「 十 二 月 」を 比 較 し な が ら 、

「 や ま な し 」に 描 か れ た 情 景 を 、叙 述 に

即 し て 想 像 し な が ら 読 む こ と が で き る 。

             （ 読  ウ ）

○ 宮 沢 賢 治 の 生 き 方 に つ い て 、自 分 の 考

え を も ち な が ら 読 む こ と が で き る 。  
             （ 読  エ ）

・「 五 月 」 と 「 十 二 月 」 を 比 較 し な が ら 、

「 や ま な し 」に 描 か れ た 情 景 を 、叙 述 に 即

し て 想 像 し な が ら 読 ん で い る 。  

 
・宮 沢 賢 治 の 生 き 方 に つ い て 、自 分 の 考 え

を も ち な が ら 読 ん で い る 。  

言
語
に
つ
い
て
の 

知
識
理
解
技
能 

○ 語 感 、言 葉 の 使 い 方 に 対 す る 感 覚 な ど

に 関 心 を も っ て 読 む こ と が で き る 。  
           （ 言 ウ （ エ ））

 
 
 

・擬 態 語 や 擬 声 語 、色 彩 語 、水 中 の 様 子 を

表 す 言 葉 な ど に 興 味 を も っ て 読 ん で い る 。

 
 
 
 

導 計 画 ・ 評 価 計 画 （ 別 紙 ）  



５ 指導計画と評価計画（全９時間）  「わらぐつの中の神様」 

 チェック欄 

１ ２ ３ ４ ５    

 

 

時 

 

 

 

 

本時のねらいと課題（○） 

 

 

 

読みの視点（○）及び大事な言葉（・） 

          

 

評価規準 

（評価の方法） 

 

 

 

支援の手立て Ｍ

Ｎ 

Ｉ

Ｓ 

Ｙ

Ｔ 

Ｋ

Ｓ 

Ｓ

Ｙ 

   

１ 

 

 

全文を通読し、あらすじをつかみ、

初発の感想をもつことができる。 

○物語を読み、感想を書こう。 

○題名 

○登場人物 

○おおまかな出来事 

関：○全文を読み、心に残る言葉や心の温まるところを見つけ

ようとしている。 

読：◎全文を読み、詳しく考えていきたいことについて、個人

課題をもっている。 

言：○漢字や語句について理解している。 

（発言・態度・ノート） 

挿絵をもとにあらすじをつかませる。また、一番

心に残ったことや気になったことについて考えさ

せる。 

        

２ 学習課題をつくり、学習計画を立て

ることができる。 

○場面ごとに課題をつくり、学習計

画を立てよう。 

○雪国での暮らしの背景 

○登場人物の気持ち 

 

関：○大きなまとまり（場面）ごとに課題意識をもとうとして

いる。 

読：◎雪国での暮らしの背景や登場人物の気持ちに視点を当て、

感想や疑問を交流し合い、学習計画を立てている。 

（発言・ノート） 

それぞれの場面がどういう場面なのか、登場人物

の行動（したこと）を中心に見ていく。 

        

３ マサエやおばあちゃんの雪国での

暮らしの背景と人柄や考え方を読

み取ることができる。 

○マサエとおばあちゃんのわらぐ

つに対する思いを読み取ろう。 

○雪国での暮らしの背景 

○マサエとおばあちゃんのわらぐつに対する思い 

・雪がしんしんと・こたつ・スキー・わらぐつ・わらぐつは

いい・わらぐつなんて・わらぐつの中には神様がいなさる・

そんなの迷信 

関：○内容や表現に関心をもち、進んで人物の関係や心の動き

を読み取ろうとしている。 

読：◎マサエやおばあちゃんの雪国での暮らしの背景と人柄や

考え方を、わらぐつに対する思いなどから読み取っている。

言：○方言や文末表現に気付いている。 

（発言・ノート） 

 

マサエとおばあちゃんのわらぐつに対する思いの

違いを、会話（特に文の終わり方）から読み取ら

せる。 

        

４ おみつさんの雪げたに対する思い

を読み取ることができる。 

○おみつさんの雪げたに対する思

いを読み取ろう。 

 

○おみつさんの会話・行動 

・足をとめました・かわいらしい雪げた・白い～上品な・雪

げたがほしくてたまらない・すい付けられたように・あんま

り長いこと立っていた・頭をはなれません・なんとしてもあ

きらめられない・雪げたが～よびかけている・思いきって～

たのんで・自分で働いて～買おう 

関：○内容や表現に関心をもち、進んで人物の関係や心の動き

を読み取ろうとしている。 

読：◎おみつさんの雪げたに対する強いあこがれを、おみつさ

んの言動から読み取っている。 

言：○擬人化の表現に気付いている。 

（発言・ノート） 

雪げたのことが頭をはなれず、何としてでも雪げ

たを手に入れたいと思っているおみつさんの強い

気持ちが表われている文や言葉をおみつさんの行

動から読み取らせる。 

        



５ わらぐつを編むおみつさんの思い

を読み取ることができる。 

○わらぐつを編むおみつさんの思

いを読み取ろう。 

○おみつさんの行動 

○わらぐつの様子 

・わらぐつ作りをはじめました・なかなか思うようにはいき

ません・はく人がはきやすいように～しっかりしっかり、わ

らを編んでいきました・変な格好・上からつま先まで～この

うえなし・元気よく・自分の手のとどくところへ～楽しくな

りました 

関：○内容や表現に関心をもち、進んで人物の関係や心の動き

を読み取ろうとしている。 

読：◎わらぐつを編むおみつさんの思い（人柄）を、わらぐつ

の様子やおみつさんの言動から読み取っている。 

言：○繰り返しの表現に気付いている。 

（発言・ノート） 

おみつさんがどんな思いでわらぐつを編んだのか

が分かる部分を「わらを編んでいきました」とい

う言葉に着目させ探させる。 

       

６

本

時 

おみつさんのわらぐつを買った大

工さんの人柄を読み取ることがで

きる。 

○おみつさんのわらぐつを買った

大工さんは、どんな人なのだろう。 

○大工さんの会話・行動 

・たてにしたり横にしたりして、しばらくながめて・次の市・

その次の市・その次も、またその次も・まじめな顔になって・

仕事のよしあしは分かるつもりだ・使う人の身になって～ 

関：○内容や表現に関心をもち、進んで人物の関係や心の動き

を読み取ろうとしている。 

読：◎わらぐつを通しておみつさんの人柄に惹かれている大工

さんの様子を、大工さんの言動から読み取っている。 

言：○「～たり～たり」や文末表現に気付いている。 

（発言・ノート） 

不格好なわらぐつなのにどうして大工さんはわら

ぐつを買ってくれたのか、おみつさんと大工さん

の物作りに対する共通の考え方に着目させて考え

させる。 

       

７ マサエの感動と変容を読み取るこ

とができる。 

○おばあちゃんの話を聞いて、マサ

エはどう変わったか読み取ろう。 

○マサエの会話・行動 

・使う人の身になって～神様が入っている・目をくりくりさ

せて・神様みたいに・目をかがやかせました・雪げたの中に

も神様がいるかもしれないね・雪げたをかかえたまま～飛び

出して 

関：○内容や表現に関心をもち、進んで人物の関係や心の動き

を読み取ろうとしている。 

読：◎おみつさんと大工さんが、おばあちゃんとおじいちゃん

だと気が付いた後のマサエの変容について読み取っている。

言：○文末表現に気付いている。 

（発言・ノート） 

おばあちゃんの話を聞く前のマサエ（特にわらぐ

つに対するマサエの思い）が、話を聞いた後どの

ように変わったのか、マサエの様子や雪げたに対

する思いから読み取らせる。 

       

８ 読み取ったことをまとめることが

できる。（「現在―過去―現在」とい

う構成の効果について考えること

ができる。） 

○作品の主題や作者の表現の工夫

について考えよう。 

○人物の人柄や考え方が表われている言葉 

・はく人がはきやすいように～・使う人の身になって～・心

をこめて作ったものには、神様が入っている 

 

関：○作品の主題や作者の表現の工夫について考えようとして

いる。 

書：◎作品の主題や作者の表現の工夫について考え、まとめて

書いている。 

（発言・ノート） 

おみつさんや大工さんの物作りに対する共通の考

え方を確認させ、そのことについてどう思うか考

えさせる。 

       

９ 「方言と共通語」を読み、それぞれ

のよさと役割を知ることができる。 

○方言と共通語、それぞれの特ちょ

う（よさ）をまとめよう。 

○方言と共通語のよさ 

・人々の気持ちや感覚をぴったりと言い表せる（方言） 

・どの地方の人にも分かる（共通語） 

関：○「方言と共通語」を読み、それぞれのよさと役割を知ろ

うとしている。 

言：◎方言と共通語のそれぞれのよさや、場面による使い分け

の大切さを理解している。 

（発言・ノート） 

「～のいいところです」や指示語から方言や共通

語のよさについて見つけさせる。 

       

 

 



５ 指導計画と評価計画（全１０時間）  「やまなし」 

 

 

時 

 

 

 

本時のねらいと課題（○） 

 

 

 

読みの視点（○）及び大事な言葉（・） 

         

 

評価規準 

（評価の方法） 

 

 

支援の手立て 

 

１ 

 

 

全文を通読し、文章構成をとら

え、初発の感想をもつことができ

る。 

○物語を読み、感想を書こう。 

○題名 

○登場人物 

○おおまかな出来事 

○谷川の情景 

関：○教材に関心をもっている。 

読：◎叙述を読み、谷川の情景について、感想や疑問をも

っている。 

言：○漢字や語句について理解している。 

（発言・態度・ノート） 

一番心に残ったことや思い浮かんだこと、気になったこ

とについて考えさせる。 

 

２ 

単元のめあてを知り、学習課題を

つくり、学習計画を立てることが

できる。 

○学習計画を立てよう。 

○谷川の情景（様子） 

○かにの兄弟・親子の会話・行動 

○谷川に入ってきたものの様子 

 

関：○「五月」と「十二月」の世界について、課題意識を

もとうとしている。 

読：◎単元のめあてを知り、「五月」と「十二月」、両方の

谷川の世界を読んでいくための学習計画を立てている。

（発言・ノート） 

自分が特に興味を持ったもの一つにしぼらせ、それを読

みの視点として物語を読んでいくように計画を立てさ

せる。 

 

３ 

・ 

４ 

五月の谷川の世界を想像するこ

とができる。 

○「五月」の谷川はどんな世界だ

ろう。 

○谷川の情景（様子） 

・にわかにぱっと明るくなり、～夢のように・白いかばの花

○かにの兄弟・親子の会話・行動 

・「クラムボンは～」・声も出ず、居すくまって・「こわいよ」

○谷川に入ってきたものの様子 

・青光りのまるでぎらぎらする鉄砲だまのようなものが、～

関：○情景や賢治独特の表現に興味をもち、「五月」の谷

川の世界を読み取ろうとしている。 

読：◎五月の谷川が、明るく美しいが、死の恐怖を感じさ

せる恐ろしい世界であることを読み取っている。 

言：○色彩語、擬態語・擬声語、比喩表現に気付いている。

（発言・ノート） 

自分が選んだ読みの視点に沿って、大事な言葉にサイド

ラインを引かせ、その言葉から分かることや考えられる

こと、想像したことを書き込ませる。 

 

本 

時 

 

５ 

十二月の谷川の世界を想像する

ことができる。 

○「十二月」の谷川はどんな世界

だろう。 

○谷川の情景（様子） 

・ラムネのびんの月光がいっぱいにすき通り、～ 

○かにの兄弟・親子の会話・行動 

・「いいにおいだな」・おどるようにして・「待て待て」 

○谷川に入ってきたものの様子 

・トブン・黒い丸い大きなもの・ぼかぼか流れていく 

関：○情景や賢治独特の表現に興味をもち、「十二月」の

谷川の世界を読み取ろうとしている。 

読：◎十二月の谷川が、水は冷たく静かではあるが、温か

く平和に満ちた世界であることを読み取っている。 

言：○色彩語、擬態語・擬声語、比喩表現に気付いている。

（発言・ノート） 

「十二月」の谷川の世界の予想の根拠が分かるところ

（自分の読みの視点に沿ったもの）にサイドラインを引

かせ、その言葉から分かることや考えられること、想像

したことを書き込ませる。 



 

 

 

６ 

 

「五月」と｢十二月｣の谷川の世界

を比較して話し合い、感想をまと

めることができる。 

○作品の主題や作者の表現の工

夫についてまとめよう。 

○谷川の情景（様子） 

○かにの兄弟・親子の会話・行動 

○谷川に入ってきたものの様子 

○季節・時間 

○色彩語 

○比喩 

関：○賢治の表現の工夫に気付き、作品を通して賢治が伝

えたかったことについて考えようとしている。 

読：◎「五月」と「十二月」を対比することで、賢治の表

現の工夫に気付き、作品を通して賢治が伝えたかったこ

とについて考えている。 

言：○対比表現について気付いている。 

（発言・ノート） 

壁面掲示を手がかりにさせ、観点を与え、「五月」と「十

二月」を比べさせる。 

 

７ 

・ 

８ 

「イーハトーヴの夢」を読み、宮

沢賢治の生き方や考え方をつか

むことができる。 

○宮沢賢治の生き方や考え方に

ついてまとめよう。 

○宮沢賢治の生い立ち 

○宮沢賢治の生き方・考え方 

・そのために一生をささげたい・苦しい農作業の中に、楽し

さを見つける・工夫することに、喜びを見つける・未来に希

望をもつ・やさしさを・ていねいに教えてあげた 

関：○賢治の生き方や考え方に触れ、それについて自分な

りに感想をもって読もうとしている。 

読：◎賢治の生き方や考え方に触れ、それについて自分な

りに感想をもって読んでいる。 

言：○読み取りに必要な語句に目を向けている。 

（発言・ノート） 

宮沢賢治の生き方や考え方が表れている言葉や文にサ

イドラインを引かせることで、賢治の生き方や考え方を

捉えさせる。 

 

 

９ 

「やまなし」で読み取ったことと

結び付けて、賢治の命に対する考

え方について話し合うことがで

きる。 

○題名を「やまなし」にしたのは

なぜだろう。 

○宮沢賢治の「命」に対する考え方 関：○題名を「やまなし」にしたことについて「命」をも

とに考えようとしている。 

読：◎題名を「やまなし」にしたことについて「命」をも

とに考えている。 

（ノート） 

谷川の中の世界と外の世界との関係や、「やまなし」が

与えてくれたもの、また、その関係について考えさせる。 

 

 

１０ 

「やまなし」や「イーハトーヴの

夢」で読み取ったことをもとにし

ながら、賢治の他の作品を読むこ

とができる。 

○今までの学習をもとにして、宮

沢賢治の作品を読もう。 

○宮沢賢治の考え方 関：○進んで賢治の他の作品を読もうとしている。 

読：◎賢治の生き方や考え方、理想としていたものについ

て知り、賢治の他の作品を読んでいる。 

自分たちと同じ岩手県の人（身近な人）という感覚で宮

沢賢治を捉えさせ、賢治がみんなに伝えたかったことに

ついて、実際に本を読むことで考え（確認）させる。 

 



（４）本時の展開

指導上の留意点（・）及び評価（☆） 学 習 活 動 段階 段階 学 習 活 動 指導上の留意点（・）及び評価（☆）

つ

か

む

５

１ 本時の学習場面を音読する。

２ 前時の学習を想起する。

・五月の谷川は、明るく美しいが死の恐

怖を感じさせる恐ろしい世界

３ 本時の学習課題をつかむ。

・大きな声ではっきりと読ませる。

・前時に書いたまとめを発表させ

ることにより、「五月」の谷川の世

界を想起させる。（読みの視点も）

・ノートに書かせ、黙読、一斉読

をさせることで課題を意識させ

る。

ふ

か

め

る

８

ふ

か

め

る

３

・大きな声ではっきりと読ませる。

・「たてにしたり横にしたりして、しばらく

ながめてから」と「おれは、～と思っ

てるんだ。」の２つに絞り、大事な言葉

をノートに抜き書きし、その言葉から

分かることや考えられること、思った

ことなどを書き込むことを確認させ

る。

・叙述から分かることや考えられ

ることなどを、本時や前時まで

の学習と関わらせて書かせるよ

うにする。

・叙述をもとに、本時や前時まで

の学習と関わらせながら考えさ

せ、読ませるようにする。

・「大工さんは何に気づいていたの

か」考える視点を与える。

・大工さんの会話を音読させるこ

とで、「～だ。」の言葉の効果に

ついて気付かせる。

☆言：「～たり～たり」という言葉

や「～だ。」という言い切りの言

葉の効果に気付くことができた

か。

１ 本時の学習場面を音読する。

２ 課題や前時の学習で話し合った読

みの視点と一人学びの部分、一人学び

の方法について確認する。

３ 第４場面を読む。

（１）一人学びをする。

（２）学び合いをする。

・一人学びしたことを発表する。

・おみつさんと大工さんの関わりにつ

いてじっくりと読む。

ふ

か

め

る

16

ふ

か

め

る

８

４ 学習の見通しを持つ。

・読みの視点と一人学びの方法について

話し合い、確認する。

５ 「十二月」の場面を読む。

（１）一人学びをする。

・「十二月」の谷川の世界を変えた「や

まなし」の様子（描写）に着目し、大事

な言葉をノートに抜き書きする。

・大事な言葉から分かることや考えられ

ること、思ったことや想像したことなど

を書き込む。

・「十二月」の谷川の世界を変えた

「やまなし」の様子（描写）に

焦点を当て、前時の学習をもと

に色彩語や擬態語（擬声語）、比

喩表現を意識して大事な言葉を

見つけていくこと、そして、そ

の大事な言葉から分かることや

考えられること、想像したこと

などを書き込むことを児童に語

らせる。

「十二月」の谷川は、どんな世界

だろう。



（５）板書計画

８

ふ

か

め

る

７

ふ

か

め

る

２

ふ

か

め

る

９

☆読：読み深めたことをもとに、

おみつさんのわらぐつを買った大

工さんの人柄（物や人の価値を、

外見ではなく、中味で判断する人）

について書くことができたか。

・７分経ったら、「わらぐつの中の

神様」の「神様」とは何かについ

て考え、ノートに書くことを伝え

る。

・「神様」という言葉から、「目に見えないも

の、尊いもの」というイメージを持たせ、作

る人の心（気持ち）が神様だということを捉

えさせる。

４ 本時のまとめをする。

・学んだことをもとに、おみつさんの

わらぐつを買った大工さんの人柄を

書く。

５ 「わらぐつの中の神様」の「神様」

とは何かについて考える。

（１）一人学びをする。

・自分の考えをノートに書く。

（２）学び合いをする。

・みんなで、「わらぐつの中の神様」

の「神様」とは何かについて考える。

ふ

か

め

る

５

ふ

か

め

る

５

（２）学び合いをする。

・一人学びしたことを発表する。

・トブン、ぼかぼか、もかもかの言葉

から分かることや考えられること、想

像したことなどについてみんなで話

し合う。

・「やまなし」をかにはどう思ってい

るのか、かにの会話・行動から確認す

る。

・谷川の変わらないものについて確認

する。

６ 本時のまとめをする。

・学んだことをもとに、｢十二月｣の谷

川が、どんな世界なのか、まとめて書

く。

・話し合っていく中で、「

がもたらした「優しさ」「

を捉えさせる。

☆言：色彩語や擬声語、

比喩表現の効果に気付

らの言葉から様子を想

とができたか。

・「やまなし」とかにの会

を結び付けさせる。

・前時の学習を振り返ら

で、繰り返しの表現に

る。

☆読：読み深めたことをもと

しく静かな「十二月」の谷川

がもたらした優しさと温か

世界であることについて書

たか。

・指名発表をさせる。

・読みの視点と言語事項を意識し

た学び方についてのまとめをす

る。

６ まとめをする。

（１） まとめの発表をする。

（２） 学び方の確認をする。

（３） 自己評価をする。

（読みの視点、一人学び、学び合い、まとめ）

（４） まとめの音読をする。

ひ

ろ

げ

る

７

ひ

ろ

げ

る

７

７ まとめをする。

（１） まとめの発表をする。

（２） 学び方の確認をする。

（３） 自己評価をする。

（読みの視点、一人学び、学び合い、まとめ）

（４） まとめの音読をする。

・指名発表をさせる。

・読みの視点と言語事項

た学び方についてのま

る。

共通

まとめ

わ
ら
ぐ
つ
の
中
の
神
様

杉

み
き
子
作

課
題

読
み
の
視
点
・
大
工
さ
ん
の
会
話
・
行
動

‖

じ
っ
く
り
見
て
い
る

大
工
さ
ん
の
仕
事
に
対
す
る
考
え

い
い
仕
事
（
ほ
ん
と
の
い
い
仕
事
）

‖

見
か
け
で
決
ま
ら
な
い
。
「
だ
。
」
自
信

使
う
人
の
身
に
な
っ
て
、
使
い
や
す
く
、

じ
ょ
う
ぶ
で
長
も
ち
す
る
よ
う
に
つ
く

る
こ
と
。

‖

お
み
つ
さ
ん
の
わ
ら
ぐ
つ
を
編
む
時
の
思
い

ま
と
め

・
見
た
目
で
判
断
す
る
人
で
は
な
く
、
中
味
で
判

断
す
る
人

・
自
分
の
仕
事
に
対
す
る
考
え
に
自
信
を
持
っ
て

い
る
人

・
お
み
つ
さ
ん
と
同
じ
考
え
を
持
っ
て
い
る
人

や

読
み
の
視
点

・
や
ま
な
し
の
様
子

・
擬
態
語
・
擬
声
語
・
色
彩
語

冷
た
い

ト
ブ
ン

き
れ
い

○

静
か

や
ま
な
し

楽
し
み

き
ら
き
ら
っ

・
追
い
ま
し
た

・
お
ど
る
よ
う
に
し
て

ぼ
か
ぼ
か

・
お
い
し
そ
う

や
さ
し
さ
・
温
か
さ

・
待
て
待
て

も
か
も
か

金
剛
石
の
粉
を
は
い
て
い
る
よ
う

美
し
い

ま
と
め

冷
た
く
美
し
く
静
か
な
「
十
二
月
」
の

谷
川
は
、
や
ま
な
し
が
も
た
ら
し
た
優
し

さ
と
温
か
さ
に
包
ま
れ
た
世
界
で
あ
る
。

お
み
つ
さ
ん
の
わ
ら
ぐ
つ
を
買
っ
た
大

工
さ
ん
は
、
ど
ん
な
人
な
の
だ
ろ
う
。

た
て
に
し
た
り
横
に
し
た
り
し
て
、
し
ば

ら
く
な
が
め
て
か
ら
、

いいにおい

青
白
い
火
を
燃
や
し
た
り
消
し
た
り

天
井
の
波
は
い
よ
い
よ
青
い
ほ
の
お
を
あ
げ

波
は
い
よ
い
よ
青
白
い
ほ
の
お
を
ゆ
ら
ゆ
ら
と

あ
げ
ま
し
た
。

冷
た
い
水
の
底
ま
で
、
ラ
ム
ネ
の
び
ん
の

月
光
が
い
っ
ぱ
い
に
す
き
通
り

同じ

ま
な
し

宮
沢

賢
治
作

「
十
二
月
」
の
谷
川
は
、
ど
ん
な
世

界
だ
ろ
う
。

やまなし」

温かさ」

擬態語、

き、これ

像するこ

話・行動

せること

着目させ

に、冷たく美

は、やまなし

さに包まれた

くことができ

を意識し

とめをす

課
題




