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国語部会　研究の構想
令和３年度～

Ⅰ　研　究　主　題
　言葉による見方・考え方を働かせ、思考・判断・表現する言語活動を通して、国語の資質・
能力を育成するための指導はどうあればよいか。

Ⅱ　主題設定の趣旨
　学習指導要領では、これまで教育課程全体で育成を目指してきた「生きる力」を、資質・能力
としてより具体化した姿で示している。それは「何を理解しているか、何ができるか（生きて働
く「知識・技能」の習得）」、「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも
対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成）」、「どのように社会・世界と関わり、よ
りよい人生を送るか（学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵
養）」の三つの柱で構成されている。そして、これらの資質・能力の育成に当たって、中核的な
役割を果たすのが、各教科等の本質に根ざした「見方・考え方」である。国語科における「言葉
による見方・考え方」とは、対象と言葉、言葉と言葉の関係を、言葉の意味、働き、使い方等に
着目して捉えたり問い直したりして、言葉への自覚を高めることであると考えられる。つまり、
国語の資質・能力を育成するためには、言葉による見方・考え方を働かせて言語活動に取り組
み、思考・判断・表現することが重要だということである。また、教科横断的な視点からも、全
ての学習の基盤となる言語能力を高めるために国語科が果たす役割は大きい。
　平成30年度からの３年間は「言葉に対して自覚的に思考・判断・表現する言語活動を通して、
国語の能力を高めていくための指導はどうあればよいか」という研究主題で研究を進めてきた。
その結果、言葉に対する自覚を促す言語活動は、生徒の思考を活性化させ、国語の能力を高める
ために有効であることが確かめられた。今後も、生徒一人一人が言葉による見方・考え方を働か
せ、思考・判断・表現できるようにするためにはどのような言語活動が効果的か、言葉を意識さ
せる研修を進めていきたい。

Ⅲ　研究のねらいと内容
１　研究のねらい
　言葉による見方・考え方を働かせるためには、言語活動を充実させることが求められる。そ
こで、言語活動を通して、言葉による見方・考え方を働かせて思考・判断・表現しながら、国
語の資質・能力を高めていくための指導の在り方について、授業実践における生徒の姿を基に
研究を進める。
２　研 究 内 容
⑴　付けたい力を明確にする研究
①　学習指導要領の趣旨と各領域の指導事項やその系統性を理解する。
②　実態を踏まえて付けたい力を明確化・焦点化する。
⑵　言葉による見方・考え方を働かせる教材研究や単元構想の工夫
①　教材の特性を明らかにする。
②　取り入れる言語活動の特性を明らかにする。
③　生徒が言葉を意識しながら思考・判断・表現できる学習課題を工夫する。
⑶　「主体的・対話的で深い学び」を実現する言語活動の工夫
①　生徒が学習に見通しをもったり学びを振り返ったりする場面を設定する。
②　一人一人に思考・判断・表現する機会を保障する学習過程や学習形態を工夫する。
③　課題を解決する場面を設定し、その過程での交流活動を工夫する。
⑷　身に付けた力を適切に評価するための研究
①　指導事項に基づいて評価規準を作成し、指導と評価の一体化を図る。
②　授業で付けた力を適切に評価する問題を作成する。
③　学力調査におけるＳ－Ｐ表等を活用した分析から、今後必要な指導を明確化する。
⑸　情報の扱い方に関する研究
①　情報と情報の関係や情報の整理について研究を進める。
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国語部会　令和５年度研究計画

Ⅰ　研　究　主　題
　言葉による見方・考え方を働かせ、思考・判断・表現する言語活動を通して、国語の資質・
能力を育成するための指導はどうあればよいか。

―　言葉に対する自覚を高める言語活動の工夫　―

Ⅱ　主題について
　令和４年度は、「言葉による見方・考え方を働かせ、思考・判断・表現する言語活動」を展開
し、国語の資質・能力を高めることを目指して授業実践を行った。説明的な文章を題材にした実
践では、筆者の文章構成や表現等、言葉の働きに目を向けさせる問いを複数設定し、話合いを取
り入れることで、協働的に学び合う生徒の姿が見られた。また、ＩＣＴを活用した実践では、他
者の意見を瞬時に見ることで、自分の考えをどのような言葉を用いて表現すればよいかを選択す
ることができた。
　一方で、言語活動にばかり目が向けられたり、ＩＣＴの活用が目的化したりしているという課
題も見られた。言葉による見方・考え方を働かせる教材研究や指導事項を基にした明確なねらい
をもった単元構想の工夫には、改善の余地があると考えられる。
　そこで、今年度も、研究主題（副題）として「言葉に対する自覚を高める言語活動の工夫」を
継続する。「言葉への自覚を高める」ためには、生徒が学習の中で、対象と言葉、言葉と言葉の
関係を、言葉の意味、働き、使い方等に着目して捉えたり問い直したりする必要がある。言語
は、言語形式とそれによって表される言語内容を併せもっている。言語内容とは「何が書いてあ
るか（話されているか）」「何を書くのか（話すか）の「何」に、言語形式とは「どのように書
いてあるか（話されているか）」「どのように書くか（話すか）」の「どのように」に相当す
る。国語科では、言語による理解や表現の場面を設定し、言語で表す内容とその内容を表すため
の形式との関係について着目し、その中で自分自身の「思考・判断・表現」を自覚させ、より適
切な理解や表現を目指している。
　そのために、育成すべき資質・能力が何か、ねらいを明確にし、単元構想に臨む必要がある。
単元で取り上げる指導事項の確認、単元の目標の設定と単元の目標を実現するために適した言語
活動であるかどうかの吟味を確実に行い、生徒の実態に応じた創意工夫のある授業づくりをして
いきたい。授業では、言語内容のみを問うのではなく、言語形式に着目した授業づくりを工夫し
たい。「なぜこの言葉を使ったのか」「なぜこの文章構成にしたのか」など、「言葉による見
方・考え方」を働かせるための発問や問い直しを意識して行っていきたい。
　今年度は、令和３年からの研究のまとめの年である。教材研究や育成すべき資質・能力が何
か、ねらいを明確にした単元構想を工夫し、生徒一人一人が「思考・判断・表現する言語活動」
を通して、国語の資質・能力を一層向上させていけるような授業づくりを目指して研修を進めて
いきたい。

Ⅲ　研究内容とその視点
１　付けたい力を明確にする研究
⑴　学習指導要領の趣旨と各領域の指導事項やその系統性を理解する。
①　各領域の指導事項や各学年における指導内容や言語活動例の系統性について具体的に解
釈する。
②　付けたい力が資質・能力のどれに位置付くか、また、それらの相互関係を明確にする。
③　国語科の学習用語（例：「批評」「根拠」等）について正確に理解させ、指導に活用す
る。

⑵　実態を踏まえて付けたい力を明確化・焦点化する。
①　生徒の身に付けている力や学習状況について実態を把握する。
②　小学校や前学年までに身に付けている力の診断的な評価や意識調査を実施する。
③　各調査等の結果から、指導が求められている能力を的確に把握する。
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２　言葉による見方・考え方を働かせる教材研究や単元構想の工夫
⑴　教材の特性を明らかにする。
①　教材の話題や題材を工夫する。（生徒の実生活と関わりのあるもの、言語への興味・関
心を喚起するもの、内容的価値のあるもの等）
②　言葉への自覚を高めるために、教材の特性を明らかにする。
⑵　取り入れる言語活動の特性を明らかにする。
①　育成を目指す資質・能力を身に付けることができる言語活動かどうかを吟味する。
②　その言語活動と指導事項との関係が明確であるかを吟味する。
⑶　生徒が言葉を意識しながら思考・判断・表現できる学習課題を工夫する。
①　言葉への自覚を促す学習課題の設定や提示を工夫する。
②　付けたい力につながり、振り返りの際に学びや変容を自覚できる学習課題の提示や設定
を工夫する。

３　「主体的・対話的で深い学び」を実現する言語活動の工夫
⑴　生徒が学習に見通しをもったり学びを振り返ったりする場面を設定する。
①　学習の目的や見通しがもてる導入を工夫する。
②　自分の学びや変容について客観的に振り返る終末を工夫する。
③　生徒が互いのよさや学びを認め合うことができる相互評価を工夫する。
⑵　一人一人に思考・判断・表現する機会を保障する学習過程や学習形態を工夫する。
①　一人一人が自分の考えをもつ時間を十分に確保する。
②　自分の考えを話したり書いたりする場や機会を増やす。
③　思考・判断・表現を促す板書、発問、ワークシートやノート指導を工夫する。
⑶　課題解決の過程における交流活動を工夫する。
①　何を目指し、何について議論するのか、ねらいの達成に向けた効果的な交流活動を設定
する。
②　ねらいに応じた適切な学習形態を工夫する。

４　身に付けた力を適切に評価するための研究
⑴　 指導事項に基づいて評価規準を作成し、指導と評価の一体化を図る。
①　単元で取り上げる指導事項に基づいて単元の評価規準を設定する。
②　単元のどの段階でどの評価規準に基づいて評価するかを決定する。
③　生徒の具体的な姿や表現に基づき、実際の学習活動を踏まえて概ね満足できる状況を設
定する。

⑵　授業で付けた力を適切に評価する問題を作成する。
①　３つの観点を適切に評価できるように、授業に沿った定期考査問題等を工夫する。
②　「努力を要する状況」の生徒に対して支援する。
③　「十分満足できる状況」の生徒を伸ばす指導を工夫する。
⑶　学力調査におけるＳ－Ｐ表等を活用した分析から、今後必要な指導を明確化する。
５　情報の扱い方に関する研究
⑴　情報と情報の関係や情報の整理について研究を進める。
①　話や文章に含まれている情報と情報の関係を捉えて理解し、表現できるように指導を工
夫する。 
②　情報を活用する際の整理の仕方やそのための具体的な手段を工夫する。

Ⅳ　研　究　方　法
１　県、郡市や学校単位で指導案や指導資料等のデータを作成し、収集、整理、提供の円滑化を図る。
２　郡市や学校単位で、指導計画、授業や実践事例等について協議、情報交換し、研究を進める。
３　全国学力・学習状況調査や中教研学力調査を活用し、研究の推進及び指導の改善に努める。
４　実践的に研究に取り組み、成果と課題を明確にすることで、PDCAサイクルを機能させ、カリキュ
ラム・マネジメントの充実を図る。

国語

− 19 −


