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国 語 科 学 習 指 導 案
指 導 者 下 斗 米 直 子

１ 日 時 平 成 １ ８ 年 ５ 月 １ ６ 日 （ 火 ） ３ 校 時

２ 学 級 １ 年 ４ 組 男 子 ２ １ 名 女 子 １ ５ 名 計 ３ ６ 名 南 校 舎 ４ 階

１ 主 題 発 見 し た こ と を 伝 え よ う ス ピ ー チ の 会 を 開 く

４ 主 題 に つ い て

『 発 見 し た こ と を 伝 え よ う ス ピ ー チ の 会 を 開 く 』 に お い て は 、 学 習 指 導 要 領 の Ａ 話
す こ と ・ 聞 く こ と 」 の 領 域 の 中 で も 「 ア 自 分 の 考 え や 気 持 ち を 相 手 に 理 解 し て も ら え る よ う
に 話 し た り 、 話 し 手 の 意 図 を 考 え な が ら 話 の 内 容 を 聞 き 取 っ た り す る こ と 、 イ 自 分 の 考 え や 気
持 ち を 的 確 に 話 す た め に ふ さ わ し い 話 題 を 選 び 出 す こ と 」 を 指 導 事 項 の 重 点 と 捉 え 、 指 導 を 行
う も の で あ る 。 中 国 の 戦 国 時 代 を 生 き た 項 羽 と い う 人 物 の 栄 華 と 衰 退 の 生 涯 を 物 語 化 す る こ と
に よ り 、 主 人 公 の 思 い を 想 像 し な が ら よ り 親 し み を 持 っ て 味 わ い な が ら 漢 文 に 触 れ る こ と の で
き る 教 材 で あ る と 考 え る 「 史 記 」 か ら は 、 日 常 生 活 の 中 で 現 在 も 多 く 用 い ら れ る 故 事 成 語 や。
名 言 が 生 ま れ て い る 。 教 材 中 に も 「 四 面 楚 歌 」 の 生 ま れ た 場 面 が 取 り 上 げ ら れ て お り 、 生 徒、
に と っ て も 身 近 に 感 じ ら れ る 教 材 だ と 考 え る 。 昔 の 人 の 思 い に 触 れ さ せ る こ と で 興 味 関 心 を 持
た せ つ つ 、 書 き 下 し 文 や 訓 読 文 も 学 習 さ せ ら れ る よ う 工 夫 さ れ た 構 成 と な っ て い る 教 材 文 で あ
る 。
古 典 は 、 現 在 の 中 学 生 に と っ て は 遠 い 昔 の も の 、 現 代 の 自 分 達 の 生 活 と は か け 離 れ た 存 在 の

も の と 受 け 取 ら れ が ち で あ り 、 中 国 の 古 典 と も な る と 殊 更 そ の 傾 向 が 強 く 見 ら れ る 。 そ の 最 大
の 要 因 は 、 現 代 文 と は 違 う 表 記 や 言 葉 遣 い 、 漢 文 独 特 の 言 い 回 し な ど の い わ ゆ る 「 言 葉 の 壁 」
で あ る と 考 え ら れ る 。 生 徒 は こ れ ま で の ２ 年 間 の 学 習 の 中 で 、 漢 文 の 基 礎 知 識 に つ い て は 重 点
的 に 学 ん で は き て い る 。 し か し 、 漢 文 特 有 の リ ズ ム や 文 体 に 対 し て 抵 抗 感 を 持 っ て い る 生 徒 は
少 な く な い 。 本 来 作 品 の 持 つ 内 容 の 素 晴 ら し さ を 味 わ う 以 前 に 「 古 典 は 難 解 で あ る 」 と い う 意
識 が 勝 っ て し ま っ て い る の で は な い か と 感 じ さ せ ら れ る 。 漢 文 特 有 の 言 い 回 し を 踏 ま え て の 口
語 訳 も 苦 手 と す る 多 く の 生 徒 が 苦 手 と す る 部 分 で あ る 。 ま た 、 学 級 の 生 徒 の 実 態 と し て は 、 受
け 身 の 学 習 姿 勢 の 生 徒 が 多 く 、 難 易 度 が 高 く な る ほ ど ま す ま す 自 分 の 考 え を 全 体 の 前 で 言 お う
と し な い 傾 向 に あ る 。
そ こ で 、 中 国 の 壮 大 な 歴 史 書 で あ る 「 史 記 」 と 、 そ こ に 描 か れ た 人 物 の 物 語 に 触 れ さ せ 、 そ

の 面 白 さ や ス ケ ー ル の 大 き さ ・ 豊 か さ を 味 わ わ せ る 中 で 、 書 き 下 し 文 と 訓 読 文 を 学 習 さ せ て い
く 方 向 で 、 ま ず は 漢 文 に 対 し て 親 し み を 持 た せ た い と 考 え る 。 朗 読 を 通 し て 、 漢 文 の リ ズ ム や
文 体 を 体 感 さ せ 、 読 み 慣 れ さ せ る こ と で 抵 抗 感 を 薄 め て い き た い 。 口 語 訳 を 手 掛 か り と し な が
ら 、 そ の 時 代 に 生 き た 人 物 の 心 を 想 像 さ せ 、 感 じ 取 ら せ る 活 動 の 中 で 、 漢 文 を 読 む 上 で の 基 礎
知 識 や 表 現 技 法 、 語 の 意 味 、 独 特 の 言 い 回 し 等 も 学 ば せ た い と 考 え る 。 そ し て 、 こ れ ら の 学 習
が い ず れ 生 涯 を 通 じ て 「 古 典 を 楽 し ん で 味 わ う 」 素 地 に な っ て く れ れ ば と 思 う 。

５ 指 導 と 評 価 の 計 画 （ 別 紙 ）

６ 本 時 の 達 成 目 標

国 語 へ の 関 心 ・ 意 欲 ・ 態 度 自 ら 話 題 を 選 び 、 自 分 の 考 え や 気 持 ち を 進 ん で 表 現 し よ
う と す る 態 度 を 育 て る ｡

話 す こ と ・ 聞 く こ と の 能 力 自 分 の 気 持 ち が 伝 わ る よ う に 、 ふ さ わ し い 話 題 を 選 び 工
夫 し て 話 さ せ る ｡

言 語 に 関 す る 知 識 ・ 理 解 ・ 技 能 話 す 速 度 や 音 量 、 言 葉 の 調 子 や 間 の 取 り 方 な ど に 注 意 さ
せ る ｡

７ 本 時 の 指 導 の 構 想
（ １ ） 指 導 構 想 及 び 留 意 点
古 典 学 習 に 苦 手 意 識 を 持 っ て い る 生 徒 達 に 、 作 品 の 持 つ 面 白 さ を 味 わ わ せ る こ と で 抵 抗 感

を 薄 め 、 興 味 を 持 っ て 学 習 に 取 り 組 め る よ う に 授 業 の 構 想 を 考 え て み た 。 優 れ た 才 気 の 持 ち 主
で 、 剛 勇 無 双 、 直 情 径 行 で あ っ た 項 羽 が つ い に 垓 下 の 戦 い で 窮 地 に 追 い 込 ま れ 滅 び て い く そ の
心 情 を 想 像 さ せ る こ と は 、 ２ ０ ０ ０ 年 以 上 の 時 を 越 え て も 変 わ ら な い 人 間 と し て の 思 い を 身 近
な も の と し て 捉 え さ せ る の に 大 切 な 学 習 活 動 で あ る と 考 え る 。 一 人 の 人 間 の 生 き 様 を 通 し な が
ら 、 時 代 を 超 え て 普 遍 的 に 変 わ ら な い も の や 人 間 の 本 質 等 、 生 徒 に よ っ て は 見 出 し て い け る 機
会 に も 成 り 得 る 。

教 材 の 持 つ 内 容 か ら 迫 り つ つ も 、 同 時 に 漢 文 の 基 礎 知 識 も 身 に 付 け さ せ ら れ る よ う な 指 導
を 考 え て い る 。 生 徒 が 主 人 公 の 心 情 を 想 像 し 、 自 分 の 言 葉 で 表 現 で き る よ う に す る た め に は 、
漢 文 独 特 の 言 い 回 し を 押 さ え な が ら 内 容 を 把 握 す る 活 動 が し っ か り と 行 わ れ な け れ ば な ら な
い 。 そ の 点 を 重 点 に 据 え 、 指 導 を 行 い た い と 考 え る 。
（ ２ ） か か わ り 合 い を 生 か す 手 立 て に つ い て
前 時 の 学 習 場 面 で あ っ た 「 四 面 楚 歌 」 の 故 事 成 語 が 生 ま れ た 場 面 に お け る 表 現 の 特 徴 を 踏 ま

え て の 読 み と り と 、 項 羽 の 窮 地 に 立 た さ れ た 状 況 の 把 握 と い う 学 習 の 流 れ か ら 、 本 時 に お け る
学 習 課 題 を 設 定 し 、 そ れ 以 降 の 学 習 活 動 に 見 通 し を 持 た せ ら れ る よ う に 指 導 過 程 を 組 む よ う に
心 が け た 。 段 階 を 踏 ん で 上 手 く つ な げ て い け れ ば 、 生 徒 達 は そ れ ぞ れ の 活 動 に 必 然 性 を 感 じ な
が ら 学 習 を 進 め て い け る も の と 考 え る 。
ま た 、 本 時 に 於 い て は 、 心 情 を 想 像 さ せ る た め に 取 り 扱 う 教 材 文 そ の も の が よ り ど こ ろ と な

っ て い る 。 教 材 文 の 特 徴 を 捉 え さ せ な が ら 思 考 ・ 判 断 を さ せ 、 そ れ ぞ れ の 読 み を 交 流 さ せ る こ
と で 関 わ り 合 い を 持 た せ 深 め て い き た い と 考 え る 。
漢 文 に 於 い て は 、 書 き 下 し 文 ・ 訓 読 文 ・ 返 り 点 ・ 五 言 絶 句 等 の 用 語 が 使 わ れ る ほ か 、 本 教 材

で は 対 句 法 ・ 反 語 法 ・ 反 復 法 等 の 表 現 技 法 を 表 す 用 語 が 表 現 の 特 徴 を 捉 え る 場 面 に 出 て く る 。
そ れ ら の こ と 容 を 正 し く 把 握 し 使 っ て い け る よ う に 、 授 業 場 面 で 意 識 し て 用 い て い き た い 。
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８ 本時の展開 〈Ａ〉達成度〈Ｂ〉学習速度〈Ｃ〉取り組み方法（学習の仕方）

〈Ｄ〉見方・考え方〈Ｅ〉興味・関心〈Ｆ〉生活経験

段 過 時 学 習 活 動 評価の視点・方法 指導上の留意点 学習形態・教

階 程 間 材・教具等

１ 前時の学習を想起 １ スピーチの会を開く時の流れを確認 □一斉

課 し、スピーチを行う し、更に集めた話題を発表させ、その

までの手順と集めだ 人ごとに「新鮮」と感じる視点が様々 ■学習シート

導 題 題材を確認する。 あることに気づかせる。

の

２ 学習課題を把握す ２ 聞き手にわかりやすいスピーチを行

意 る｡ うためには、構成を工夫する必要性が

あることから、どのような点に留意す

入 識 べきかというポイントをとらえさせ、 ■学習シート10
言いたいことを効果的に伝えるスピーチの構成 それを基にスピーチメモを各々考えさ

化 分 のポイントをつかみ、スピーチメモを作ろう。 せていきたい。

３ スピーチの例文を ３［話す・聞く］ ３ 二つのスピーチの例文（わかりやす □一斉

もとに、スピーチの いスピーチ例とわかりにくい例）を比

構成のポイントをつ 二つのスピーチの例文を 較させ、言いたいことを効果的に伝え ■資料

かむ。 比較しながら､言いたいこと る構成のポイントを挙げさせる。

を効果的に伝える構成の仕 ＜Ｄ＞

方のポイントが指摘できた ポイントを見つけさせる観点として

課 か。 次の項目に目をつけさせる。

・ 話題の数

＜発表内容＞ ・ 組み立て

展 Ａ：話題、結論が最初、具体 ・ 話の内容

題 例、違いの明確化

Ｃ：ポイントを見つけさせる ・ 話題を絞る。

観点を与え、気づかせる ・ 出だし・展開・結びの構成を意

ようにする。 識する。

の ・ 具体例をあげ、違いを明確化す

る。

･ 構成のポイントを確認したあとで、 □個

具 例文を使って再度確認する。

■学習シート

４ スピーチメモを作 ４［関心・意欲・態度］ ４ 例文のスピーチメモを例として示し

成する｡ たい。３でつかんだ構成のポイントを

開 体 進んでスピーチメモを作 よりどころにして、自分のスピーチメ

成しようとしているか。 モを作成させる。 ＜Ｅ＞

＜記述内容＞

化 Ａ：ポイントを踏まえ、出だ

しと結びを工夫して意欲

的にスピーチメモを作成37
している。

分 Ｃ：例を見本としながら自分

の選んだ話題についてス

ピーチメモを書かせる。

５ スピーチメモを発 ５ 次時の推敲の参考となるようなメモ

表する。 を紹介させる。 ＜Ａ＞

課

終 題 ６ 自己評価を行う。 ６［話す・聞く］ ６ 挙手により、構成のポイントをふま □個

えてスピーチメモを作成することがで

の 構成のポイントに則りな きたかどうかを捉える。 ＜Ａ＞

がら、自分のスピーチメモ

一 を作成できたか．

末 ８

般 ＜挙手状況＞

分

化 ７ 次時の見通しを持 ７ 次時には、本時に作成したスピーチ

つ。 メモを推敲し､実際にスピーチの練習を

行うことを予告する。




