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第４学年の実践 
１ 本時の実践（６／１１）                        １組 八木橋 傑 

（１） 本時の観点別目標 

・いたずらで、兵十のうなぎを取り、償いをしているごんの気持ちを考え、ごんが「こいつはつま 

らないな。」と思う理由から、兵十に気づいて欲しいと想うごんの気持ちと直接誤解を晴らすこ  

とができないごんの心の葛藤を情景描写や叙述をもとに想像して読むことができる。【読むこと】 

 

（２）仮説に迫るための具体的手だて 

  ・「こいつはつまらないな。」と考える根拠となる叙述に線を引かせ、それをもとに、自分の考え

をノートに書きこむようにする。〈仮説１〉 

  ・交流では，自分と友達の意見を比べ、ノートに似ている点や異なる点を書き込んだり、友達の

意見でよいと思ったことを単語など短い言葉で書き込んだりする。〈仮説２〉 

  ・学習用の個人タブレットを使用し、ごんの気持ちをペイントを使って色で表現することで、色

鉛筆で表せない、色合いを表現させることができ、児童一人一人が考えたごんの気持ちに迫る

ようにする。〈仮説２〉 

 

 （３）展開 

過程 時配 学 習 活 動 と 内 容 ◇考察 

導入 
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１ 本時のめあてをつかむ。 

 

 

 

２ 自分の考えを明らかにし、ペアで交流し、そ

の後クラス全体で交流する。 

〇ノートに書いた考えを、友達と伝え合いましょ

う。友達の意見は、ノートにメモをしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ごんは、どうして「こいつは、つまらないな。」

と思ったのでしょう。 

・お礼を言ってもらえなかったから。 

・こんなに努力したのに、気づかれないから。 

・想いが伝わらなかったから。 

・神様のしわざと兵十に思われたから。 

・自分は何もやっていないことになったから。 

 

〇ごんは、どうしてほしかったのでしょう。 

・気づいてほしかった。 

・仲良くしたかった。 

〇本文を読み返して、ごんのどの行動に気づいて

ほしい気持ちが表れているか探してみましょ

う。 

 

 

 

 

◇ペア学習にすることで、話しやす

い空気となり、友達に自分の意見

を認めてもらうことで、全体交流

につなげることができた。 

◇交流の形態をペアにすると、友達

の意見を聞く機会が減ってしま

い、読みの深まりにつながりにく

いことが分かった。 

 

 

 

 

◇全体交流として発表する時間、友

達の意見を書く時間をかけたほ

うが、すべての児童がノートに意

見を書くことができるかもしれ

ない。 

 

◇模造紙等で物語を振り返ること

で、前時までの学習とつなげるこ

とができた。 

 

◇教科書叙述を振り返ることで、根

拠をもとに、ごんの気持ちを考え

ることができた。 

 

「こいつは、つまらないな。」と思ったごんの気持ちを考えよう。 
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１ 

・二人のあとをついていきました。 

・お念仏がすむまで、井戸のそばにしゃがんでいま

した。 

・兵十のかげぼうしをふみふみ行きました。 

・兵十と加助の話を聞いていました。 

 

〇近くできいているのだから、直接兵十に話しを

して、誤解を解けばよいのにしなかったのはど

うしてでしょう。 

・今まで、いたずらばかりしていたから、つかまる

と思った。 

・撃ち殺されると思った。 

 

３ 話し合いの結果を踏まえて，もう一度自分な

りの考えをまとめる。 

 （タブレットのペイント機能を活用） 

・ごんは償いのために行っていたので、兵十にお礼

を言われなくてもいいと思うけど、神様がやっ

ていると思わないで、もしかしたらごんがやっ

ていると気づいてほしい。 

・神様がやったことと思われたのは、偉大なことな

ので正直うれしいけど、ごんがやったと気づい

てくれなくて悲しい気持ち。 

 

 

４ 本時のごん日記を書く。 

・兵十の話を聞いていたら、ぼくの償いが神様の仕

業にされてしまった。悪いのはぼくだから仕方

ないけど、気づいてほしいな。でも、直接行った

ら、きっと今までいたずらばかりしていたから、

つかまちゃうよな・・・。 

 

５ 次回の学習課題「ひき合わないなと思いなが

らも、兵十の家に行ったごんの気持ちを考えよ

う。」につなげる。 

◇板書をごんの「気づいてほしい気

持ち」と「気付かれないようにす

る気持ち」にわけることで、兵十

に対するごんの心の葛藤を児童

が感じることができた。 

 

◇板書を上下段にわけたことで、ど

ちらにも当てはまらない微妙な

気持ちを感じることができなか

った。 

 

 

 

◇タブレット端末のペイント機能

を使うことで、言葉で表すことが

難しい、ごんの気持ちを児童自身

の考えで表すことができた。ま

た、その色やレイアウトをした理

由を聞くことで、読みの深まりに

もつなげることができた。 

 

◇大型テレビにワイビアを使い転

送し、発表させたが、全員の気持

ちを見ることができなかった。 

 

◇ごんになりきって書くことで、ご

んの気持ちの変容を捉えること

につながった。 

 

【授業当日の板書】 
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２ 授業後反省 

・本時は、兵十のうなぎを取り、償いをしているごんの気持ちを考え、ごんが「こいつはつまらないな 

と思う理由から、兵十に気づいて欲しいと想うごんの気持ちと直接誤解を晴らすことができないごん

の心の葛藤を情景描写や叙述をもとに想像して読むことができた。 

・多様な心情の変化を表す手立てとして、タブレット端末（ペイント）を活用した。大型テレビにワイ

ビアを使って児童の画面を転送することで、児童それぞれが考えたごんの気持ちとその根拠を全員で

考えることができ、学習の深まりにつながった。 

・授業後の児童の「ごんぎつね日記」を読むと、最初に書いたごんの気持ちだけでなく、友達の考えを

取り入れた気持ちの葛藤が表れていた。友達の意見が自分の考えに影響を与えている証拠であり、授

業における読みの深まりを感じることができた。 

 

３ 講師・参観者等の指導及び助言 

・学習課題を児童とともに作り上げたので、学習意欲の高まりや読みの深まりを感じられてよかった。 

・ペイント機能を活用した物語文の読み取りを初めて見ることができてよかった。 

・教員主体で引き出すのではなく、児童から引き出すような声かけを行うことができるとよい。 

・板書が工夫されていて分かりやすかったが、児童の意見を分類分けし、あらかじめ上下段に分けてい   

くのではなく、構造的にまとめるところがあるとさらによい。 

・はじめにごんが「つまらないな。」と感じた気持ちをペイントで表現し、グループで発表する。その後、    

根拠を明確にするために、教科書の叙述に戻ることで、気づいてほしいごんの気持ちと気づかれない  

ようにするごんの気持ちを探す自然な流れを作ることができる。 

 

４ 成果と課題 

・担任が教材研究し、どのように教材を読ませていきたいかを指導案にしっかり明記し、読みが深まる

ような授業展開を考えられていてよかった。 

・物語文の読解で、タブレット端末や大型テレビ、ワイビアなどの情報機器を使用した授業を提案する

ことができてよかった。特にペイント機能は、言語化することが難しい児童や複雑な気持ちを表現す

るのに効果的なことがわかった。 

・児童から意見を引き出すような発問や、考えても意見をもつことが難しい児童に対してどのような手   

立てをとると効果的か、今後も研鑽を積んでいく必要がある。 

 

５ 児童の変容 

（１） 児童のノートより 

 ①本時の変容 児童のノートより 

授業のはじめの考え 授業の最後の考え（ごんぎつね日記より） 

自
分
が
栗
や
松
茸
を
持
っ
て

行
っ
て
い
っ
て
や
る
の
に
、
神

様
に
お
礼
を
言
わ
れ
て
し
ま
っ

た
ら
、
頑
張
っ
て
や
っ
て
い
る

の
に
、
く
や
し
い
気
持
ち
が
あ

る
。
だ
か
ら
、「
こ
い
つ
は
、
つ

ま
ら
な
い
な
。
」
と
ご
ん
は
言
っ

た
の
だ
と
思
う
。 

 

ぼ
く
は
、
ご
ん
。
あ
、
兵
十
と

加
助
が
歩
い
て
く
る
ぞ
。
何
を

話
し
て
い
る
の
か
な
。
つ
い
て

行
っ
て
み
よ
う
。
あ
、
兵
十
が
償

い
の
話
を
し
て
い
る
。
さ
て
は
、

ぼ
く
の
話
か
な
？
二
人
と
も
ど

こ
に
行
く
の
だ
ろ
う
。
あ
、
お
念

仏
を
し
に
い
く
と
こ
ろ
だ
。
よ

ー
し
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
…

あ
っ
、
ち
ょ
う
ど
い
い
井
戸
が

あ
る
。
お
念
仏
が
す
む
ま
で
待

っ
て
い
よ
う
。
ま
だ
か
な
ー
、
お

そ
い
な
ー
。
兵
十
が
帰
っ
て
き

た
。
お
念
仏
が
終
わ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
そ
っ
と
つ
い
て
行
こ
う
。

加
助
が
「
神
様
の
仕
業
だ
ぞ
。
」

ぼ
く
は
そ
の
言
葉
を
聞
い
て
び

っ
く
っ
と
な
っ
た
。
本
当
は
ぼ

く
な
の
に
…
。
ぼ
く
は
兵
十
の

前
に
出
て
言
う
か
迷
っ
た
。
で

も
、
い
た
ず
ら
ば
か
り
し
て
き

た
か
ら
、
誤
解
さ
れ
て
捕
ま
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
ば
ら
く
二

人
の
後
を
つ
い
て
行
っ
た
。 

【考察】 

 ごんが「こいつはつまらないな。」と言った理由は、自分（ごん）がやっていたのに神様の仕業になっ

てしまったと初めから理解する児童は多かった。授業を通して、自分が償いを頑張っていたことを気づ

いてほしい気持ちと、いたずらばかりしていたから気づかれないようにする気持ちを、物語全体を振り

返り、根拠となる叙述を探し読みを深めることができた。本時の学習課題を考えさせることで、真に考

えたいごんの心の葛藤に気づくことができた。 
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【ペイントでごんの気持ちを表現する】 

「こいつは、つまらないな。」と思ったごんの気持ち  明くる日もくりを兵十に持って行ったごんの気持ち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②単元全体を通しての変容 児童のノートより 

 第 １ 次 感 想 第 ２ 次 感 想（一部抜粋） 
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こ
の
物
語
は
と
て
も
悲
し
い
お
話
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
一
生
懸
命
に
、
栗
や
松
茸
を
持
っ
て
い
っ
て
い
た
の
に
、
最
後
に
も

っ
て
い
っ
て
あ
げ
て
た
兵
十
に
火
縄
銃
で
撃
た
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
て
か
わ
い
そ
う
で
し
た
。
み
ん
な
と
話
し
合
っ
て
、
た
く
さ

ん
の
意
見
を
聞
い
て
み
た
い
で
す
。 

      

こ
の
物
語
は
と
て
も
悲
し
い
お
話
だ
と
最
初
は
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
友
達
の
話
を
聴
い
て
、
悲
し
い
だ
け
の
お
話
で
は
な
い

こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
兵
十
の
一
人
ぼ
っ
ち
と
ご
ん
の
一
人
ぼ
っ
ち
は
違
う
。
兵
十
に
は
周
り
に
友
達
が
い
ま
す
。
ご
ん
は
ず

っ
と
一
人
ぼ
っ
ち
。
だ
か
ら
こ
そ
、
い
た
ず
ら
を
し
て
み
ん
な
か
ら
気
を
引
き
た
か
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
ご
ん
は
兵
十
に

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
悔
い
て
、
償
い
の
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
け
ど
、
徐
々
に
ご
ん
が
し
た
こ
と
に
気
が
付
い
て
ほ
し

い
気
持
ち
、
期
待
す
る
気
持
ち
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
物
語
の
中
で
、
ご
ん
の
心
が
揺
れ
動
く
部
分
が
た
く

さ
ん
あ
り
、「
つ
ま
ら
な
い
な
。」
と
思
っ
た
翌
日
も
、
ご
ん
は
ま
た
償
い
を
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
償
い
の
気
持
ち
か
ら
、
気
づ

い
て
ほ
し
い
、
友
達
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
増
え
て
い
っ
た
意
見
を
聞
い
た
と
き
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
し
た
。
き
っ
と
裏

口
で
は
な
く
、
戸
口
か
ら
入
っ
た
こ
と
も
、
ご
ん
の
心
境
の
変
化
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
兵
十
は
憎
い
ご
ん
を
撃
ち
殺
す

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
ご
ん
が
償
い
を
し
て
く
れ
て
い
た
こ
と
に
気
付
き
、「
ご
め
ん
ね
。」
と
い
う
気
持
ち
に
変
化
し

て
い
っ
た
。
こ
こ
で
、
は
じ
め
て
ご
ん
と
兵
十
が
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
の
青
い
け
む
り
は
、

初
め
は
、
悲
し
み
を
表
し
て
い
る
と
お
も
っ
て
い
ま
し
た
が
、
授
業
を
通
し
て
、
兵
十
が
ご
ん
を
撃
っ
て
し
ま
っ
た
後
悔
と
悲
し

み
、
そ
し
て
天
に
ご
ん
の
魂
が
細
く
天
に
の
ぼ
っ
て
い
く
と
い
う
考
え
に
変
わ
り
ま
し
た
。
最
初
は
悲
し
い
物
語
だ
と
思
い
ま
し

た
が
、
村
の
茂
平
が
こ
の
物
語
を
知
っ
て
い
る
理
由
を
考
え
る
う
ち
に
、
心
が
温
ま
る
物
語
と
い
う
考
え
も
芽
生
え
ま
し
た
。
最

期
の
場
面
で
、
現
場
に
い
た
の
は
、
兵
十
と
ご
ん
だ
け
な
の
で
、
誰
も
こ
こ
物
語
を
知
ら
な
い
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
村
の
茂
平

が
知
っ
て
い
た
の
は
、
き
っ
と
兵
十
が
ご
ん
の
償
い
の
こ
と
を
村
の
人
に
話
し
て
く
れ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
ご
ん
は
、
ず
っ

と
一
人
り
ぼ
っ
ち
だ
っ
た
け
れ
ど
、
最
期
に
は
兵
十
と
心
が
通
じ
合
い
、
そ
し
て
村
人
の
心
の
中
で
生
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ご
ん
は
満
足
し
て
天
国
で
見
守
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。「
愛
」
が
あ
る
お
話
で
、
兵
十
と
ご
ん
の
す
て
き
な
物

語
だ
か
ら
、
ご
ん
に
敬
意
を
表
し
て
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
と
い
う
題
が
つ
い
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

友
達
の
意
見
を
聴
い
て
、
た
く
さ
ん
自
分
の
意
見
が
変
わ
っ
た
り
、
内
容
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
自
分

の
意
見
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
友
達
の
考
え
も
大
切
に
し
物
語
の
内
容
を
も
っ
と
も
っ
と
深
め
て
い
け
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま

す
。 
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バ
ッ
ド
エ
ン
ド
な
お
話
で
あ
る
と
感
じ

た
。
い
た
ず
ら
ば
か
り
し
て
い
た
か
ら
、
兵

十
に
火
縄
銃
で
撃
た
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

兵
十
の
気
持
ち
も
な
ん
と
な
く
分
か
る
き

が
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
物
語
の
最
後
は
、

な
ん
だ
か
か
っ
こ
い
い
で
す
。
「
青
い
け
む

り
が
ま
だ
つ
つ
口
か
ら
細
く
で
て
い
た
。
」

不
思
議
で
す
。 

 
私
は
学
習
に
入
る
前
に
バ
ッ
ド
エ
ン
ド
な

お
話
だ
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
学
習
を
進
め

て
い
く
う
ち
に
い
い
お
話
だ
と
思
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
「
青
い
け
む
り
っ
て
あ
る

の
？
」
と
最
初
は
疑
問
に
思
っ
て
い
ま
し
た

が
、
そ
う
い
う
け
む
り
も
あ
る
の
か
と
流
し

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
み
ん
な
と
話
し
合

う
に
つ
れ
て
、
物
語
の
悲
し
み
、
ご
ん
の
死

を
表
し
て
い
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
最
後

に
黒
板
に
書
い
た
「
本
当
は
優
し
か
っ
た
ん

だ
ね
。
あ
り
が
と
う
。
ご
ん
。」
と
い
う
一
言

が
心
に
響
い
た
。
こ
の
物
語
は
悲
し
い
、
嬉

し
い
、
気
づ
い
て
ほ
し
い
、
後
悔
な
ど
様
々

な
感
情
が
混
じ
り
合
っ
た
心
の
物
語
な
の
だ

と
思
い
ま
す
。
最
終
的
に
は
、
ご
ん
は
村
の

人
た
ち
に
理
解
し
て
も
ら
え
て
、
物
語
を
語

り
継
が
れ
て
い
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。 
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ぼ
く
は
、
こ
の
話
が
と
て

も
深
い
と
思
い
ま
し
た
。
登

場
人
物
の
心
情
を
考
え
る
だ

け
で
、
勉
強
に
な
り
、
い
ろ

い
ろ
な
と
こ
ろ
を
疑
問
に
思

い
、
学
習
問
題
を
立
て
、
み

ん
な
の
意
見
を
聴
い
て
み
た

い
で
す
。 

 

こ
の
話
は
奥
が
深
く
、
考

え
て
も
、
考
え
て
も
、
答
え

が
出
な
い
話
で
し
た
。
筆
者

が
何
を
考
え
て
、
こ
の
物
語

を
書
い
た
の
か
、
こ
の
部
分

に
は
ど
の
よ
う
な
想
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
え

る
の
が
楽
し
か
っ
た
で
す
。

最
初
は
、
ご
ん
が
悪
い
と
考

え
て
い
た
の
が
、
友
達
の
意

見
を
聴
い
て
、
人
間
に
か
ま

わ
れ
た
い
な
ど
の
意
見
に
な

り
ま
し
た
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
の
第
六
場
面
で
は
、
ご
ん

や
兵
十
の
心
情
を
考
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
物

語
で
、
想
像
は
無
限
だ
と
改

め
て
思
い
ま
し
た
。 

 

【考察】 

 １組の児童は、全体的に初めは、「悲しい物語」「ごん撃たれてかわいそう」という感想が多かったが、

学習を進めるにつれて、ごんの心の葛藤や気持ちの変容に気付くことができた。ごんも単なるいたずら

好きなのではなく、人間にかまってほしいから、悪さをしているということに気付き、単なる悪いキツ

ネのイメージではなくなっていった。償いの気持ち、気づいてほしい気持ち、兵十と仲良くなりたい、

という気持ちの振れ幅が変わっていったことに児童自身で気づくことができたのが驚きであった。この

物語の結末は、ごんは殺されてしまったけど、みんなに認めてもらえた、気づいてもらえたから満足。

兵十は撃ってしまった後悔の気持ちが全体としては多かった。青いけむりは２人の心の通じ合えない悲

しみを暗喩していることを、話し合いの中で気づくことができた。授業の最後に、再読をして「村の茂

平がこの物語を知っているわけ」を考えたことで、この物語が村の中で伝承されていることに気付き、

ごんは村のみんなの心の中で生きている、一人ぼっちではなくなった、これらの意見に驚、納得する児

童がたくさんいた。読み手によって最期の結末は大きく変わる物語であるが、１組の児童は悲しみと愛

があふれる物語であると感じている児童が多いようだ。 
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③単元全体を通しての変容 「ごんぎつね日記」より 
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１ 本時の実践（８/１１）                        ２組 喜田 里実 

（１） 本時の観点別目標 

    この物語の結末での出来事はごんと兵十にとって満足のいくものだったのかについて、情景 

や言動の叙述をもとに豊かに想像して読むことができる。【読むこと】 

 

（２） 仮説に迫るための具体的手だて 

 ・最終場面の中からだけでは考えられない発問にすることによって、これまでの学習を振り返ったり

前までの段落の叙述を読み込んだりと、物語全体をもとに考えられるようにする。〈仮説１〉 

 ・自分の考えを書いたらまずはペアで交流をする。友達の考えに触れることで読みの幅を広げられ、

また全体の前で発表する前の練習にもなると考えられる。〈仮説２〉 

 

 （３）展開 

過程 時配 学習内容と活動 ◇考察 

導入 

 

 

 

 

 

 

展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 前時の学習を振り返る。 

〇前回までで、ごんと兵十はお互いをどう

思っていましたか。 

・ごんは気づいて欲しかったと思う。 

・兵十は今も、ごんのことをいたずらきつ

ねだと思っている。 

 

２ 本時のめあてをつかむ。 

 

 

 

〇第６場面を読みましょう。 

 

 

 

３ 自分の考えをノートに書き、ペアで

交流し、その後全体交流をする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇兵十はどう思ったでしょうか。 

・ようやくいたずらきつねのごんを仕留

められた。 

・ずっとくりやまつたけを置いていたの

がごんだと知ってショックを受けてい

る。 

・もっと早くに気づいていれば・・・。 

・取り返しのつかない事をしてしまった。 

 

 

◇本時までの登場人物の気持ちを復習し、

学習の見通しを持つことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇最後にうたれる場面を音読することで、

その時のごんや兵十の言動に着目し、学

習の焦点を捉えられた。 

 

◇教科書に線を引くことで、自分の考えの

根拠を明確にしてノートにまとめるこ

とができた。 

 

◇「二人にとって」というのが児童にとっ

て焦点化しにくかったかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

◇ペアで交流することで、人によって感じ

方が違うということを知ることができ

た。また、相手の意見に興味をもって話

し合う姿も見られた。 

 

◇意見交流をした後に、友達の考えをノー

トに書きとる時間を確保したほうがよ

かった。日ごろから、良いと思った意見

をメモする習慣をつけたい。 

この物語の結末は、二人にとって満足のいくものだったのだろうか。 

 

 

① ペアでの交流 

本文からの根拠をもとに、自

分の考えを伝える。 

② 全体での交流 

自分の意見や、先ほど聞いた

友達の意見をもとに、より多

くの友達の意見を知る。 
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まとめ 

 

 

 

 

 

 

８ 

〇ごんはどう思ったでしょうか。 

・やっと兵十に気づいてもらえた。うれし

い。 

・これでやっとつぐないもできた。 

・もっと兵十となかよくなりたかったな。 

 

４ 話し合ったことをもとに、もう一度

自分の考えをまとめて兵十日記に書

き、本時のまとめとする。 

・今日おれは、ごんをうってしまった。ず

っとおれのためにくりやまつたけを届

けてくれていたのに。 

・きっといつかのうなぎのつぐないのつ

もりだったんだろう。もっと早くに気づ

いていればよかった。 

・このごんぎつねの話を加助や他の村人

たちにも伝えないと。 

◇黒板を表のようにしていたことで、比較

はしやすかったが、「どちらにも当ては

まらない」という考えを表すには不向き

だった。まずはどちらの考えかを問わず

にどんどん発言していくようにしても

よかった。 

 

 

 

◇本時では、ごんぎつねの気持ちになって 

日記を書いた。これまでずっとごんぎつ 

ねの側から日記を書いていたので、気持 

ちの流れはつかみやすかったと思う。 

 

 

 

 

 

【授業当日の板書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



４年―11 

２ 授業後反省 

・前時までの学習を振り返りながらごんと兵十の気持ちを考え、叙述に沿った読みをすることができた。 

・板書では「満足」「満足していない」の二極で書いているが、中には「どちらとも言えない」「どちら

の気持ちもある」と二人の複雑な心境をとらえている児童もいた。その考えを板書の中にうまくとりい

れることができなかったことが反省点として挙げられる。 

・自分の意見を確実にもち、友達と交流する中で考えを深めていきたいという考えから、ペア学習を何

度か取り入れた。自分とは違う考えをもつ友達の話に真剣に耳を傾け、自分の考えも言葉で伝えるこ

とができていた。全体交流では更に輪を広げ、クラス全体で課題に対して意見を伝え合うことができ

た。その際に、友達の意見を自分のノートに書き入れる時間を確保した方が、考えを整理したり深めた

りする時間になるのではないかと感じた。 

・本単元を通して、「ごんぎつね日記」と題してその日のごんの気持ちを、ごんになりきって書いていっ

た。「なりきる」という方法が児童に合っていたのか、いつも真剣に集中して取り組む姿が見られた。 

 

３ 講師・参観者等の指導及び助言 

・学習課題を児童とともに作るため、学習への意欲の高まりや読みの深まりが感じられた。 

・児童の発言を教師の考えで書き換えることなく、児童と一緒に考えながらまとめることが大切である。 

・まとめとして書く「ごんぎつね日記」を冒頭に書き、それが授業の中でどう変わっていったのかを見

比べる方法もある。 

 

４ 成果と課題 

・担任が一人の読者として作品と向き合うことで、本当に読ませたいポイントや深めたいところが明確

になる。 

しかし、その考えに児童を引っ張りすぎてはいけない。 

・まとめとして行う活動を冒頭に持ってくることで、最後に同じ活動をした時の児童の変容を見取ると

いう方法は実践したことがなかったので、取り入れていきたい。 

・自分の考えを全体に発表することはできていたが、友達の考えを聞いてもう一度自分で考えるという

習慣ができていない。友達の考えをすぐにノートにメモする習慣をつけていきたい。 

 
５ 児童の変容 

（１）児童のノートより 

 ①本時の変容 児童のノートより 

 

授業のはじめの考え 授業の最後の考え（ごんぎつね日記より） 

 

兵
十
は
、
満
足
し
て
い
な
い

と
思
い
ま
す
。
理
由
は
、 

「
ご
ん
、
お
ま
え
だ
っ
た
の

か
。
い
つ
も
く
れ
を
く
れ
た
の

は
。
」
と
聞
い
た
と
き
に
ご
ん

が
う
な
ず
き
、
真
実
に
気
付
い

て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。 

 

ご
ん
は
満
足
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
理
由
は
、
兵
十
に
気

づ
い
て
も
ら
え
た
か
ら
で
す
。 

 

今
日
ぼ
く
は
、
兵
十
に
う
た

れ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
ぼ
く
は

後
悔
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
兵
十
が
、
ぼ
く
が
く
り
を

あ
げ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い

て
く
れ
た
か
ら
。
そ
し
て
、
最

後
ま
で
兵
十
に
つ
ぐ
な
い
が

で
き
て
幸
せ
だ
っ
た
。
最
後
に

初
め
て
兵
十
の
優
し
い
声
を

き
く
こ
と
が
で
き
た
。 

 

兵
十
、
あ
り
が
と
う
。
つ
ぐ

な
い
が
で
き
て
楽
し
か
っ
た
。

ま
た
会
お
う
ね
。 

 授業のはじめには「気づいてもらえた」という理由だけでごんは満足だったと考えていたが、友達の

意見を聞いて①最後まで償いができたこと、②最後に兵十の優しい声がきけたことの 2点が理由として

追加されている。 
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②単元全体を通しての変容 児童のノートより 

 第 １ 次 感 想 第 ２ 次 感 想 

Ａ 

児 

 

ぼ
く
は
初
め
て
こ
の
話
を
読
ん

で
、
最
後
の
場
面
が
悲
し
い
と
思
い

ま
し
た
。
い
た
ず
ら
を
し
て
う
な
ぎ

を
と
っ
ち
ゃ
っ
て
、
兵
十
の
お
っ
母

は
う
な
ぎ
を
食
べ
ら
れ
な
い
ま
ま

死
ん
で
し
ま
い
、ご
ん
は
そ
れ
を
償

っ
て
い
ろ
い
ろ
あ
げ
て
い
た
の
に
、

最
後
に
死
ん
で
し
ま
う
か
ら
で
す
。 

 

ぼ
く
は
初
め
て
こ
の
話
を
読
ん

だ
と
き
は
、悲
し
い
話
だ
と
思
い
ま

し
た
。そ
し
て
学
習
し
て
改
め
て
感

じ
た
こ
と
は
、
ご
ん
は
い
た
ず
ら
ば

か
り
し
て
悪
い
き
つ
ね
だ
っ
た
け

ど
、
兵
十
に
つ
ぐ
な
い
を
し
て
い
く

う
ち
に
兵
十
に
仲
間
意
識
を
も
ち
、

す
き
に
な
っ
て
い
く
い
い
き
つ
ね

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

で
も
兵
十
の
気
持
ち
は
ち
が
く

て
、ゴ
ン
が
家
に
入
っ
た
の
を
見
て

火
縄
じ
ゅ
う
で
う
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
で
も
最
後
に
、
兵
十
は
ご
ん

が
く
り
を
届
け
て
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。 

 

最
後
の
最
後
に
い
い
話
だ
と
思

い
ま
し
た
。 

 

Ｂ 

児 

 
 

ご
ん
ぎ
つ
ね
は
、
何
を
言
わ
れ

て
も
兵
十
の
家
に
く
り
を
持
っ
て

行
っ
て
す
ご
い
な
と
思
い
ま
し

た
。 

 

初
め
の
感
想
で
は
何
を
言
わ
れ

て
も
く
り
を
持
っ
て
い
っ
て
す
ご

い
と
書
い
た
け
ど
、
学
習
し
て
、「
兵

十
が
大
好
き
。
」
と
い
う
ご
ん
の
気

持
ち
も
あ
り
、「
気
づ
い
て
。」
と
「
つ

ぐ
な
い
」
の
気
持
ち
も
あ
っ
た
か
ら

く
り
を
持
っ
て
行
っ
た
ん
だ
と
気

づ
き
ま
し
た
。 

 

ご
ん
ぎ
つ
ね
は
語
り
継
が
れ
て

い
て
、た
く
さ
ん
の
人
が
知
っ
て
い

ま
す
。
兵
十
が
語
り
継
い
だ
理
由

は
、
き
っ
と
ご
ん
の
こ
と
が
大
好
き

に
な
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
こ

の
物
語
が
終
わ
っ
た
後
の
ご
ん
と

兵
十
は
両
想
い
だ
と
思
い
ま
す
。
き

っ
と
天
国
で
出
会
っ
た
ら
、親
友
じ

ゃ
な
く
て
大
親
友
に
な
る
と
思
い

ま
す
。 

 

こ
の
物
語
を
み
ん
な
と
学
習
で

き
て
よ
か
っ
た
で
す
。 

 

【考察】 

 初発の感想では、「ごんが毎日くりを持って行っていて優しい。」「最後にうたれちゃってかわいそ 

う。」など、出来事の表面の部分だけでとらえている児童が多かった。また、悲しいお話なのかそうで 

はないのかを問うた時には意見が半々くらいに分かれており、漠然と「悲しいだけじゃない」と考え 

ている児童もいた。しかしその理由を聞いても答えられる児童はおらず、「ごんぎつね」に出てくる 

言葉の難しさや話の長さから、物語を理解していない児童も少なからずいた。 

 第２次ではまず、「ごんぎつねがどんなきつねなのか」をみんなで考えた。物語全体を読むことでご   

んの多様な面を読み取ることができ、ごんのいたずらの理由や最初のつぐないの失敗から「実は自分 

たちと同じくらいの年なのではないか…」と主人公に親近感を覚える児童もいた。そのため単元を通 

して書いてきた「ごん日記」では本当にごんになったつもりでなりきって書くことができ、物語を深 

く読み込んで登場人物の気持ちを考えることができたと思う。 

最後には、ひとりぼっちだったごんの存在が村中の人に知れ渡り、また時代を超えても語り継がれ  

ていくものになったことに対し、「こんはもうひとりぼっちではないんだ」と温かい空気になって学 

習を終えることができた。 

 

③単元全体を通しての変容 「ごんぎつね日記」より 
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 クラスで読み取った事実や心情をおさえつつ、自分なりに考えたごんや兵十の内声を書いている。 

普段はなかなか自分の思いを書き表すことができない児童も、「ごんぎつね日記」では夢中になって気

持ちや考えを書く姿が見られた。 
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５ 単元全体を通しての考察 

 仮説１について 

〇成果 

(ⅰ)できるだけ「なぜ」や「どうして」を発問や学習課題に使わないことで、一問一答の答えに絞

られることなく、児童から多様な意見を引き出すことができた。また、物語全体を読んで課題

に対する自分の考えをまとめようとする姿も見られた。 

（ⅱ）登場人物の考えや出来事を時系列または上下段に分けて板書し、話の流れを整理しやすいよう    

にできた。 

   また、前時の板書を模造紙にまとめて教室に掲示することで、これまでの学習を振り返ったり 

本時の課題に取り組む際の手立てとなった。 

（ⅲ）日記を書くことで、その登場人物の気持ちやその日の出来事を正しくとらえることができた。 

   また自分が感じた登場人物の心情を、台詞を入れたり手紙のような書き方で表したりする児   

童もいて、想像を広げながら物語に没頭する様子が見られた。 

 

●課題 

・学習課題に関しては、児童の考えを尊重しながらも、おさえたい読みがあるときには教師からの 

「なぜ」の発問が必要な場合もある。 

・一様に上下段の板書では分けられない意見もあるので、それらも包括できる板書の工夫をするこ 

とができるとよかった。 

 

 仮説２について 

〇成果 

（ⅰ）隣同士で意見交換を行ったことで、全員が自分の考えを友達に伝える場面をつくることがで 

きた。 

（ⅱ）ノートを上下段に分けることで、友達の意見と自分の意見を比較し、自分の意見を見直すこと   

につながった。 

（ⅲ）ペイントを使って登場人物の心情を色で表すことは、言葉で伝えるのが難しい児童にとっても 

よい手立てであった。また前時との比較や本時の最初と最後での比較など、変化を捉えやすい。 

 ●課題 

・友達と意見交換をした後に少しメモをする時間をとるなどして、ノートの上下段をしっかりと有  

効活用できるような手立てが必要だった。 

 ・ペイントで選んだ色とその日に書いた「ごんぎつね日記」がどのように関連しているのかをクラ 

スで共有できるようなものがあると良かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４年―17 

６ 単元を通しての板書と掲示物 

（１） 板書 

① 物語のあらすじをとらえよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② ごんはどんなきつねなのだろうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 「こいつはつまらないな。」と思ったごんの気持ちを考えよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４年―18 

④ 「ひき合わないな。」と思いながらも兵十の家に行ったごんの気持ちを考えよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ この物語の結末は、２人にとって満足のいくものだったのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 村の茂平という人がこの物語を知っているわけを考えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４年―19 

（２） 掲示物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４年―20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４年―21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４年―22 

 


