
授業レポート「『主体的・対話的で深い学び』の授業実践を振り返って」 

                              ○○高等学校  国語科  ○○ ○○  

１．公開授業実践に向けての過程 

 今回、新学習指導要領における新しい必修科目である「言語文化」の「書くこと」の領域で単元案を計画した。

本校の生徒達が「書く」ということを苦手にしているという現状や新学習指導要領が「思考・表現」にフォーカ

スしていることの重要性を踏まえて、単元で育成する資質・能力を「書くこと」の領域で設定した。 

 授業案の計画においては、『新学習指導要領を踏まえた授業づくり（明治書院）』などの書籍をもとにして型を

作った。単元名は「時候・天文の季語をテーマにして季節のエッセイを書く（言語文化）」。今回は教科書教材と

結びつけて単元案を計画する形だったので、教科書採録の『徒然草』や『枕草子 第一段』の文章を使った。随

筆を読ませ、作者の視点を意識して読むことで、当たり前だと考えていたことが、違う視点を持つことで変わっ

ていくということを押さえさせた。読解を踏まえて、古文の随筆と現代のエッセイを読ませ、書くためにどんな

材料を集めていくかを考えさせた（今回の単元で重視しているポイント。書くために何をどのように集めていく

かを学ばせたい）。言語文化での「書くこと」における目標は二つある。本単元で目標とした「書くこと（１）ア」

に関しては、書くためにどんな材料を集めれば良いのか、という言い換えができると考えた。そこで、授業を行

う際に重点としたのが「ワークシート」の作成である。授業者が授業の中で計画的に情報を提示することで書く

「資質・能力」が身についたということを少しでも実感させることができるのではないかという狙いで、授業者

がどんな工夫をできるかということを示すために作成した。以上のような過程を経て単元案を作成した。 

 

２．公開授業の研究協議において、出た意見やその後考えたこと 

 公開授業後の研究協議においては、「単元の目標」の達成はある程度できたのではないかという意見をいただ

いた。言語文化の目標にある「書くこと（１）ア」に関しては、書く材料を集めて、それを表現に合わせて適切

に使うことが出来るというところまでを達成したラインとして考えれば、生徒達が表現した「エッセイ」は素晴

らしい作品が多かった。ここで問題がある。「素晴らしい」というのはなにをもって素晴らしいと言えるのか、と

いう部分である。研究協議の中で「評価」という点が話題となった。生徒達が表現したものをどのように評価し

ていくのかという点である。本授業においては「ルーブリック評価表」を用いたが、エッセイに対しての評価規

準はあるが、授業においてその評価表が機能していたかどうかという点で、もっと別の形が考えられるのではと

いう指摘を受けた。単元を計画する上で、「目標」と「評価」はセットになっている。今後、授業においてはパフ

ォーマンスを評価するという場面が多くなると考えられる。指導と評価の一体化という話題はこれまでもあった

が、まだ議論すべき部分は多くあるように感じた。今後の授業でも単元において設定した目標、その目標を達成

するためにどのような授業スタイルを選んでいくか、そして評価をどうしていくのかを常に念頭に置いて授業改

善に努めていきたいと思う。 

 

３．全体を終えての感想 

 『主体的・対話的で深い学び』の授業実践をする上で気づいたことをまとめておきたい。 

○単元計画を立てる際、単元目標は新学習指導要領の文言をそのまま使用して良い。 

○「単元の目標」→「評価方法」→「指導計画」の逆向き設計での授業スタイルの確立 

○教科書教材とそれ以外の文章との結びつきをつくる（「つなげる」作業。時間を費やすことになるかもしれない 

がレガシーとして残っていくはず） 

○他教科との関連（特に総合的探究の時間。国語で身につけた資質・能力が最大限活かされる場であると思う。 

逆に、総合的探究の時間で身につけたものも国語の時間につながるはず。） 

○授業年間計画の見直し（教科全体でどのような形で資質・能力を身につけさせるかを考える） 

○校内、県下での情報の共有化（オンライン上で共有することが可能） 
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中
間
テ
ス
ト
も
終
わ
り
、
よ
う
や
く
一
段
落
で
き
る
と
思
っ
た
ら
、
実
力
テ
ス
ト
や
進
研
模
試
が
続
い
て
い
き
ま
す
ね
。
忙
し
い

日
々
が
続
い
て
い
き
ま
す
。
体
調
管
理
に
も
気
を
つ
け
な
が
ら
毎
日
を
充
実
し
た
も
の
に
し
て
い
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う

い
え
ば
、
最
近
は
朝
も
肌
寒
く
な
り
、
冷
涼
な
秋
気
．
．
を
感
じ
ま
す
ね
。
皆
さ
ん
は
普
段
か
ら
あ
ま
り
変
化
が
な
い
学
校
生
活
を
送
っ

て
い
る
の
で
あ
ま
り
気
づ
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
身
の
回
り
に
は
た
く
さ
ん
の
変
化
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
社
会
や
流

行
り
の
文
化
、
自
分
自
身
も
変
化
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
述
べ
た
「
季
節
」
の
変
化
も
そ
う
で
す
。
今
回
の
授
業
で
は
新
た
な
視
点

か
ら
「
季
節
」
と
い
う
も
の
を
捉
え
直
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
つ
も
言
っ
て
い
る
「
視
野
を
拡
げ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
識

し
て
取
り
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

○
ま
ず
、
「
秋
」
と
い
う
言
葉
か
ら
連
想
で
き
る
言
葉
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
。 

            

○
次
に
、「
春
夏
冬
」
と
い
う
季
節
そ
れ
ぞ
れ
で
連
想
で
き
る
言
葉
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
。 

          

○
グ
ル
ー
プ
で
共
有
化
し
て
、
友
人
が
挙
げ
た
、
考
え
も
し
な
か
っ
た
言
葉
を
書
き
残
し
て
お
こ
う
。 
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学
習
プ
リ
ン
ト
①
で
「
季
節
」
に
つ
い
て
皆
さ
ん
の
現
段
階
で
の
視
点
を
確
認
し
ま
し
た
。
言
葉
か
ら
「
季
節
」
と
い
う
も
の
を

感
じ
る
と
い
う
の
は
、
考
え
て
み
る
と
不
思
議
な
こ
と
で
す
ね
。
普
段
気
に
も
と
め
て
な
い
言
葉
が
「
秋
」
を
感
じ
さ
せ
た
り
、
目

の
前
に
は
な
い
の
に
「
匂
い
」
ま
で
実
感
さ
せ
て
く
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
面
白
い
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
今
を
生
き
て
い

る
私
た
ち
の
「
季
節
感
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
で
は
、
昔
の
人
た
ち
の
感
覚
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
昔
の
人
達
と
直
接
話

を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
文
章
を
読
む
こ
と
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
回
は
、
随
筆
（
今
で
言

う
エ
ッ
セ
イ
）
を
読
み
、
昔
の
人
の
四
季
感
覚
を
知
る
こ
と
で
、
君
た
ち
の
「
季
節
」
を
感
じ
取
る
目
を
さ
ら
に
深
め
て
い
き
ま
し

ょ
う
。 

 

○
「
枕
草
子
」
第
一
段
を
読
ん
で
、「
季
節
」
に
つ
い
て
知
っ
た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と
を
書
い
て
み
よ
う
。 

          

○
次
に
、
資
料
プ
リ
ン
ト
②
を
読
ん
で
先
ほ
ど
と
考
え
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
書
い
て
み
よ
う
。 

         

ど
う
で
す
か
？
当
時
の
常
識
、
四
季
の
捉
え
方
が
分
か
る
と
文
章
の
読
み
方
も
変
わ
り
ま
す
し
、
物
事
を
見
る
視
点
が
増
え
ま
す

よ
ね
（
も
し
か
し
た
ら
こ
う
か
も･･･

と
い
う
見
方
）。
で
は
、
最
後
に
、「
徒
然
草
」
第
十
九
段
と
百
三
十
七
段
を
読
ん
で
、
兼
好
法

師
の
四
季
の
捉
え
方
を
知
ろ
う
。 

○
「
徒
然
草
」
第
十
九
段
と
百
三
十
七
段
を
読
ん
で
、
季
節
の
捉
え
方
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
、
気
づ
い
た
こ
と
を
ま
と
め
よ
う
。 
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当
時
の
人
々
の
「
季
節
」
に
対
す
る
観
点
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
と
こ
ろ
で
、
今
回
は
皆
さ
ん
に
も
新
た
な
「
季
節
」
の
捉
え
方

を
考
え
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。「
季
語
」
を
知
り
、
学
ん
だ
「
季
語
」
を
使
っ
て
「
季
節
」
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
く
だ

さ
い
。
清
少
納
言
や
兼
好
法
師
の
よ
う
に
新
し
い
季
節
の
捉
え
方
を
「
季
語
」
を
通
し
て
皆
さ
ん
に
紹
介
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
さ
て
、

書
く
た
め
に
は
材
料
集
め
が
大
切
で
す
。「
季
語
」
を
知
る
た
め
に
、「
歳
時
記
」
を
使
っ
て
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。
紹
介
し
た
い
「
季

語
」
を
３
つ
選
ん
で
、
グ
ル
ー
プ
内
で
紹
介
し
合
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 

○
や
る
こ
と
の
流
れ 

①
「
歳
時
記
」
を
見
て
、
紹
介
し
た
い
と
思
っ
た
時
候
・
天
文
の
季
語
を
探
す
。 

②
選
ん
だ
季
語
を
↓
の
形
で
ま
と
め
る
。 

 

季
語 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

季
節
（ 

 
 

 
 

） 

  

説
明 

    

こ
の
季
語
を
選
ん
だ
理
由 

     

③
４
人
組
の
グ
ル
ー
プ
で
季
語
を
紹
介
し
合
う
。 

④
グ
ル
ー
プ
の
中
で
出
た
季
語
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
思
い
浮
か
ぶ
も
の
（
季
節
や
状
況
、
雰
囲
気
、
体
験
）
を
付
箋
紙
に
書
く
。 

⑤
付
箋
紙
を
季
語
に
つ
い
て
ま
と
め
た
紙
に
貼
り
付
け
る
。 

⑥
付
箋
紙
で
貼
ら
れ
た
用
紙
を
も
と
に
季
節
の
エ
ッ
セ
イ
を
書
く
。 
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こ
の
季
語
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選
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こ
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こ
の
季
語
を
選
ん
だ
理
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グ
ル
ー
プ
内
で
「
季
語
」
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
か
？
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
で
挙
げ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
そ
の
人
の
視

点
か
ら
見
た
季
節
観
と
い
う
も
の
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
出
て
き
た
も
の
を
も
と
に
し
て
さ

っ
そ
く
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
書
く
前
の
準
備
を
し
た
ち
と
思
い
ま
す
。
思
い
つ
い
た
こ
と
を
書
い
て
い
く

や
り
方
も
あ
り
で
す
が
、
書
く
た
め
に
ど
ん
な
準
備
を
し
て
書
く
の
か
と
い
う
こ
と
も
大
切
で
す
。
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！ 

 

○
『
枕
草
子
』
第
一
段
、『
徒
然
草
』
第
十
九
段
・
百
三
十
七
段
を
読
ん
で
、
清
少
納
言
と
兼
好
法
師
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
、
自
然
観
、 

四
季
観
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
ま
た
、
表
現
と
し
て
良
い
と
思
う
点
を
ま
と
め
よ
う
。 

            

○
自
分
の
体
験
・
見
聞
・
感
想
を
ま
と
め
て
い
こ
う
。 

①
い
つ
（
早
朝
、
朝
、
午
前
、
昼
、
午
後
、
夕
方
、
夜
、
深
夜
な
ど
） 

②
ど
の
よ
う
な
所
な
の
か
（
自
分
の
部
屋
、
自
宅
、
教
室
、
グ
ラ
ン
ド
、
学
校
、
通
学
路
、
旅
行
、
観
光
地
、
小
林
の
ど
こ
か
な
ど
） 

③
誰
が
い
る
の
か
、
何
が
あ
る
の
か
（
自
分
、
家
族
の
誰
か
、
友
人
、
恋
人
、
先
輩
、
お
店
の
人
な
ど
。
動
植
物
、
ペ
ッ
ト
な
ど
） 

④
何
を
し
て
い
る
の
か
、
ど
ん
な
様
子
か
（
日
常
生
活
、
学
習
、
部
活
、
趣
味
な
ど
。
五
感
で
感
じ
ら
れ
る
情
景
（
視
、
聴
、
触
、 

味
、
嗅
）、
肌
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
な
ど
） 

⑤
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
か
。（
喜
び
、
悲
し
み
、
憂
い
、
寂
寞
、
感
動
、
快
楽
、
満
足
、
安
心
、
好
意
、
愛
な
ど
） 

             



○
構
成
を
考
え
て
い
こ
う
。『
枕
草
子
』
や
『
徒
然
草
』『
資
料
プ
リ
ン
ト
②
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
伝
え
た
い
こ
と
が
明
確
に
伝
わ

る
よ
う
に
工
夫
し
よ
う
。
工
夫
し
た
ポ
イ
ン
ト
を
箇
条
書
き
に
し
て
残
し
て
お
こ
う
。 

            

○
表
現
の
仕
方
を
工
夫
し
よ
う
。
辞
書
、
類
語
辞
典
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
て
、
情
景
や
心
情
に
ふ
さ
わ
し
い
語
句
を
使
っ

て
書
い
て
み
よ
う
。
擬
音
語
・
擬
態
語
、
比
喩
な
ど
も
使
っ
て
み
よ
う
。
調
べ
て
言
葉
は
残
し
て
お
こ
う
。 
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（
季
節
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エ
ッ
セ
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エ
ッ
セ
イ
を
書
く
活
動
は
ど
う
で
し
た
か
？
大
変
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
の
「
季
節
」
の
捉
え
方
を
改
め
て
見
つ
め
直

す
良
い
機
会
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
さ
て
、
こ
れ
か
ら
グ
ル
ー
プ
内
で
の
発
表
と
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
を
決
め
て

全
体
発
表
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
評
価
す
る
ポ
イ
ン
ト
を
「
評
価
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
」
と
い
う
形
で
示
し
て
お
き
ま
す
の
で

そ
れ
を
参
考
に
評
価
し
て
く
だ
さ
い
。
他
に
良
い
と
思
っ
た
点
が
あ
れ
ば
、
新
た
に
評
価
項
目
を
付
け
足
し
て
も
構
い
ま
せ
ん
。 

こ
の
活
動
を
通
し
て
、
皆
さ
ん
の
季
節
に
対
す
る
見
方
が
よ
り
広
が
っ
て
く
れ
る
と
嬉
し
い
で
す
ね
。 

  

【
評
価
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
】
↓ 

                               

【条件】

①エッセイに書かれた話題と季語が合致している。

②エッセイに書かれた話題によって、新たな季節観が伝わっ

てくる。

③筆者の最も表現したいことが、印象的に書かれている。

Ａ Ｂ Ｃ

構成・要素
上の①～③の条件が全て入っ

ている。

上の①～③の条件が２つ入っ

ている。

上の①～③の条件が１つ入っ

ている。

叙述

・５Ｗ１Ｈを上手く使って場面を

イメージしやすいように書いてい

る。

・擬音語・擬態語や比喩などを

使っている。

・その時の感情を表現している。

・季節に対してのその人の感覚が

伝わってくる。

・５Ｗ１Ｈで表現しているが、場

面をイメージしにくい。

・擬音語・擬態語や比喩などを

使っている。

・その時の感情が書かれていな

い。

・季節に対してのその人の感覚が

伝わってくる。

・５Ｗ１Ｈを使っていない。

・擬音語・擬態語や比喩などを

使っていない。

・その時の感情を表現していな

い。

・季節に対してのその人の感覚が

書かれていない。

表記・発声

・誤字・脱字がない。

・声の大きさ等が適切で、内容に合

わせた抑揚がある。

・誤字・脱字が２カ所以内。

・声の大きさ等がほぼ適切で、内容

に合わせた抑揚も概ね感じられる。

・誤字・脱字が３カ所以上。

・声の大きさや内容に合わせた抑揚

等に改善が求められる。

評価ルーブリック



「
徒
然
草
」
学
習
プ
リ
ン
ト
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評
価
シ
ー
ト
に
な
り
ま
す
。「
構
成
・
要
素
」「
叙
述
」「
表
記
」
の
枠
に
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
を
参
考
に
し
て
Ａ
Ｂ
Ｃ
評
価
を
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。「
そ
の
他
」
の
欄
に
は
良
い
と
思
っ
た
点
、
気
づ
い
た
点
、
評
価
す
る
際
に
重
要
だ
な
と
思
っ
た
点
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

（
グ
ル
ー
プ
で
代
表
者
を
決
め
る
際
の
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
）。
代
表
者
の
評
価
も
同
じ
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。
で
は
、

皆
の
季
節
観
を
味
わ
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

○
グ
ル
ー
プ
評
価
表 

                 

○
代
表
者
評
価
表 

               

発

表

者

構

成

要

素

叙

述

表

記

発

声

そ

の

他

発

表

者

構

成

要

素

叙

述

表

記

発

声

そ

の

他



発
表
お
疲
れ
様
で
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
通
し
て
皆
さ
ん
の
「
季
節
」
対
す
る
捉
え
方
が
変
容
し
て
い
れ
ば
良
い
学
び
が
で

き
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
新
た
な
視
点
を
得
て
、
ま
た
こ
れ
か
ら
の
気
づ
き
に
つ
な
げ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
、

「
季
語
」
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
、
気
づ
い
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

 

○
「
季
語
」
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
、
気
づ
い
た
こ
と 

 

最
初
は
（ 

 
 

）
と
い
う
季
節
に
対
し
て
、 

       

だ
っ
た
が
、
今
回
の
授
業
全
体
を
通
じ
て
、 

       

と
い
う
よ
う
に
感
じ
方
（
捉
え
方
）
が
変
わ
っ
た
。 

   

教
科
担
コ
メ
ン
ト 

    


