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一
、
単
元
名
「心
の
動
き
」  

教
材
名
「
星
の
花
が
降
る
こ
ろ
に
」（安
東
み
き
え
）光
村
図
書
一
年 

  

二
、
単
元
お
よ
び
教
材
に
つ
い
て 

中
学
校
に
入
学
し
て
間
も
な
い
一
年
生
の
生
徒
た
ち
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
「
国
語
で
表
現
さ
れ
た
内
容
や
事
柄
を
正
確
に
理
解

す
る
こ
と
」
に
重
点
を
お
き
、
気
に
な
る
言
葉
や
表
現
に
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
さ
せ
る
習
慣
を
つ
け
さ
せ
よ
う
と
、
授
業
を
行
っ

て
き
た
。
具
体
的
に
は
同
じ
物
語
教
材
で
あ
る
「
シ
ン
シ
ュ
ン
」
の
学
習
を
通
し
て
、
主
に
心
情
描
写
と
会
話
描
写
に
着
目
し
、

登
場
人
物
の
心
情
や
関
係
の
変
化
を
捉
え
る
力
を
養
っ
て
き
た
。
ま
た
、「
比
喩
で
広
が
る
言
葉
の
世
界
」
で
は
、
比
喩
の
効
果

と
そ
れ
が
も
つ
価
値
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
比
喩
を
用
い
る
こ
と
で
表
現
が
豊
か
に
な
る
こ
と
を
学
習
し
て
い
る
。 

 

本
教
材
は
、
中
学
生
が
主
人
公
で
学
校
生
活
を
舞
台
と
し
た
文
章
で
あ
り
、
表
現
も
今
日
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
生
徒
は

親
し
み
や
す
く
、
読
み
や
す
い
と
感
じ
る
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
友
情
を
一
つ
の
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
が
、
結
末
が
あ

り
き
た
り
な
も
の
で
は
な
く
、
生
徒
自
身
に
考
え
る
余
地
が
残
さ
れ
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
描
写
と
し
て
多
彩
な
比
喩
表
現
を

交
え
な
が
ら
、
主
人
公
の
心
情
が
生
き
生
き
と
表
現
さ
れ
、
他
の
人
物
と
の
関
係
の
変
化
も
興
味
深
い
。
自
己
の
体
験
と
照
ら
し

合
わ
せ
な
が
ら
、
思
春
期
の
友
情
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
こ
と
の
で
き
る
小
説
で
あ
る
。
特
に
心
情
や
関
係
を
表
現
す
る
描
写

と
そ
の
効
果
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
言
語
感
覚
を
豊
か
に
さ
せ
、
日
常
生
活
に
も
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
こ

で
、
主
人
公
の
心
情
変
化
を
場
面
の
展
開
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
読
み
深
め
た
後
、
そ
の
後
の
物
語
の
続
き
を
書
く
と
い
う
言
語
活

動
を
設
定
し
た
。
作
品
の
楽
し
さ
を
味
わ
い
な
が
ら
、
生
徒
が
主
体
的
に
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
作
品
で
あ
る
。
物
語
の
続

き
を
書
く
と
い
う
単
元
を
貫
く
言
語
活
動
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
場
面
の
展
開
と
登
場
人
物
の
心
情
と
を
結
び
つ
け
て
正
し
く

把
握
し
、
そ
れ
を
酌
む
必
要
が
生
じ
る
。
文
脈
の
中
で
の
言
葉
の
意
味
や
、
比
喩
な
ど
の
表
現
の
効
果
を
結
び
つ
け
な
が
ら
作
品

を
読
む
こ
と
で
、
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
え
る
こ
と
に
気
付
か
せ
た
い
。 

  

三
、
生
徒
の
実
態 

生
徒
た
ち
は
、
四
月
当
初
、
考
え
る
と
き
と
話
を
聞
く
と
き
の
切
り
替
え
を
な
か
な
か
つ
け
ら
れ
ず
、
思
考
が
煩
雑
に
な
る
こ

と
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
は
思
考
す
る
時
間
と
発
表
を
聞
く
時
間
と
の
切
り
替
え
も
で
き
て
お
り
、
仲
間
の
意
見
を
大
切

に
す
る
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
発
言
内
容
に
注
目
す
る
と
、
ま
だ
根
拠
が
明
確
で
な
い
場
合
も
多
く
、
感
覚
的

に
し
か
心
情
を
理
解
で
き
て
い
な
い
生
徒
も
多
い
。
四
月
当
初
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、「
国
語
の
授
業
が
好
き
か
」

と
い
う
質
問
に
「
好
き
」「
ま
あ
ま
あ
好
き
」
と
答
え
た
生
徒
は
三
十
一
人
中
十
一
人
だ
っ
た
（
う
ち
二
人
未
回
答
）。
国
語
が
苦

手
な
理
由
と
し
て
、「
人
物
の
気
持
ち
は
何
と
な
く
わ
か
る
が
、
ど
こ
か
ら
読
み
取
れ
た
の
か
根
拠
が
は
っ
き
り
し
な
い
」
が
多

か
っ
た
。 

 

こ
れ
ま
で
に
「
シ
ン
シ
ュ
ン
」
を
通
し
て
、
登
場
人
物
同
士
の
会
話
や
、
描
写
を
手
掛
か
り
に
し
て
心
情
を
読
み
取
る
学
習
を

行
い
、
一
定
の
描
写
を
手
掛
か
り
に
登
場
人
物
の
心
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
何
を
す
べ
き
か

を
教
師
側
が
は
っ
き
り
と
示
す
こ
と
で
、
見
つ
け
た
描
写
表
現
を
発
表
し
よ
う
と
積
極
的
に
挙
手
を
し
て
、
授
業
に
意
欲
的
に
取

り
組
む
生
徒
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
一
つ
の
描
写
か
ら
様
々
な
捉
え
方
を
探
っ
た
り
、
他
に
も
根
拠
と
な
る
表
現
を
探

し
た
り
す
る
な
ど
、
主
体
的
に
学
び
を
深
め
て
い
く
よ
う
な
姿
が
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
授
業
を
通
し
て
、
学

級
の
五
分
の
一
程
度
の
生
徒
は
、
初
発
の
感
想
の
時
点
で
描
写
の
効
果
に
つ
い
て
記
述
を
し
て
お
り
、
描
写
を
手
が
か
り
に
読
み

深
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
生
徒
は
表
現
に
着
目
す
る
こ
と
も
な
く
、
書
い
て
い
る
こ
と
を
た
だ
読
ん

で
い
る
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
生
徒
は
物
語
を
読
む
際
に
着
目
す
る
ポ
イ
ン
ト
が
わ
か
っ
て
い
な
い
た
め
、

教
師
の
働
き
か
け
が
な
い
と
学
び
を
深
め
ら
れ
な
い
と
い
う
実
態
も
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
言
葉
へ
の
自
覚
の
低
さ
や
、
主
体
性
に
欠
け
る
実
態
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
教
材
で
は
ス
ク

ラ
ン
ブ
ル
交
流
の
場
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
自
ら
意
見
を
伝
え
、
仲
間
の
意
見
を
聞
く
回
数
を
増
や
し
、
主
体
的
に
取
り
組
む
き



っ
か
け
と
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
そ
う
し
て
仲
間
と
議
論
し
な
が
ら
考
え
を
深
め
る
こ
と
で
、
言
葉
に
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る

価
値
や
、
言
葉
へ
の
自
覚
を
高
め
た
い
。 

  

四
、
「
生
き
て
は
た
ら
く
言
語
能
力
」の
育
成
に
つ
い
て 

       

前
述
し
た
生
徒
の
実
態
を
ふ
ま
え
、
本
教
材
で
は
、「
言
葉
へ
の
自
覚
を
高
め
る
こ
と
」
と
「
主
体
的
に
学
ぶ
こ
と
」
の
二
点

を
大
き
な
目
的
と
し
、
こ
の
二
点
の
達
成
を
果
た
す
こ
と
で
「
生
き
て
は
た
ら
く
言
語
能
力
」
が
育
成
さ
れ
る
も
の
と
仮
定
す
る
。

ま
た
、
右
記
の
二
点
の
達
成
の
過
程
に
は
、
正
し
い
メ
タ
認
知
力
や
粘
り
強
く
思
考
す
る
力
、
よ
り
よ
い
考
え
を
目
指
し
て
試
行

錯
誤
す
る
力
の
育
成
が
伴
わ
れ
る
と
考
え
る
。
右
記
の
よ
う
な
力
は
、
本
校
の
育
て
た
い
資
質
能
力
で
あ
る
「
自
分
の
現
状
を
正

し
く
認
知
し
、
知
識
や
経
験
を
活
用
し
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
表
現
や
考
え
を
導
き
出
し
て
い
く
力
」
の
中
に
も
含
ま
れ
て
い
る
重

要
な
力
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
初
め
に
記
述
し
た
二
点
の
達
成
を
目
指
す
こ
と
は
、
本
校
の
育
て
た
い
資
質
能
力
の
育
成
に
も
つ
な

が
る
と
考
え
る
。 

本
教
材
で
は
、
学
習
指
導
要
領
第
一
学
年
「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
」
の
「
文
章
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の
効
果
に
つ

い
て
、
根
拠
を
明
確
に
し
て
考
え
る
こ
と
」
を
具
体
化
し
、「
比
喩
や
描
写
と
そ
の
効
果
を
検
討
し
な
が
ら
、
決
意
を
も
っ
て
成

長
を
遂
げ
た
主
人
公
の
そ
の
後
を
、
意
図
的
な
表
現
や
方
法
を
用
い
て
書
く
」
と
い
う
言
語
活
動
を
位
置
づ
け
る
。 

物
語
の
続
き
を
書
く
た
め
に
は
、
話
の
展
開
や
登
場
人
物
の
心
情
を
正
し
く
把
握
し
、
文
脈
の
中
で
の
言
葉
の
意
味
や
、
比
喩

な
ど
の
表
現
の
特
徴
と
効
果
を
正
し
く
捉
え
な
が
ら
作
品
を
読
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
続
き
の
話
を
書
く
目
的
に
向
か
っ
て
、

場
面
の
展
開
や
登
場
人
物
の
心
情
に
関
わ
る
描
写
を
根
拠
と
し
て
主
体
的
に
捉
え
、
そ
の
解
釈
を
互
い
に
交
流
し
、
理
解
を
深
め

る
よ
う
に
指
導
し
て
い
き
た
い
。 

こ
う
い
っ
た
経
験
が
、
生
徒
が
新
た
な
作
品
に
出
会
っ
た
時
、
自
然
と
表
現
に
立
ち
止
ま
っ
た
り
、
そ
の
表
現
の
効
果
に
つ
い

て
深
く
思
考
し
た
り
す
る
姿
に
つ
な
が
り
、
生
徒
の
読
書
生
活
を
よ
り
豊
か
な
も
の
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。 

な
お
、
読
む
こ
と
の
項
目
の
具
体
化
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
言
葉
へ
の
こ
だ
わ
り
、
つ

ま
り
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
意
識
の
高
ま
り
が
無
く
て
は
な
ら
な
い
。
言
語
文
化
に
特
化
し
た
実
践
で
は
な
く
、「
読
む

こ
と
」
の
目
的
達
成
の
手
段
と
し
て
「
言
語
文
化
」
の
要
素
を
含
ん
だ
実
践
で
あ
る
こ
と
を
ご
承
知
い
た
だ
き
た
い
。 

  

五
、
研
究
と
の
か
か
わ
り 

 

研
究
内
容
（
１
） 

指
導
計
画
の
工
夫 

②
生
徒
に
と
っ
て
学
ぶ
魅
力
・
必
然
性
が
あ
り
、
社
会
生
活
に
つ
な
が
る
力
を
育
む
言
語
活
動
や
単
元
の
構
想
・
開
発 

単
元
の
言
語
活
動
を
設
定
し
、
そ
の
達
成
に
向
け
て
単
位
時
間
の
言
語
活
動
を
通
し
て
学
習
を
進
め
る
こ
と
で
、
生
徒
は
目
的

意
識
を
も
っ
て
一
単
位
時
間
の
授
業
に
取
り
組
め
る
。
本
単
元
で
は
、「
比
喩
や
描
写
と
そ
の
効
果
を
検
討
し
な
が
ら
、
決
意
を

も
っ
て
成
長
を
遂
げ
た
主
人
公
の
そ
の
後
を
、
意
図
的
な
表
現
や
方
法
を
用
い
て
描
く
」
と
い
う
言
語
活
動
を
設
定
し
た
。
生
徒

た
ち
は
こ
れ
ま
で
の
学
習
の
中
で
、
話
の
続
き
を
書
く
と
い
う
活
動
は
経
験
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
新
鮮
な
気
持
ち
で
活
動
に

臨
め
る
と
共
に
、
言
語
活
動
を
ゴ
ー
ル
と
見
た
と
き
に
、
描
写
に
着
目
し
て
登
場
人
物
の
心
情
を
丁
寧
に
読
み
取
る
こ
と
に
、
必

然
性
が
生
じ
る
と
考
え
る
。 

 

研
究
内
容
（
２
） 

指
導
・
援
助
の
工
夫 

①
生
徒
が
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
獲
得
す
る
た
め
の
指
導
の
工
夫 

■
主
体
的
な
学
び 

単
元
指
導
計
画
の
ゴ
ー
ル
の
言
語
活
動
を
物
語
の
続
き
を
書
く
こ
と
に
設
定
し
た
こ
と
に
加
え
、
単
位
時
間
内
で
は
、
複
数
あ

る
表
現
の
中
か
ら
自
分
が
最
も
気
に
な
る
も
の
を
選
び
取
っ
て
追
究
し
、
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。
適
宜
同
じ
表
現
に
つ
い
て

思
考
す
る
仲
間
と
自
由
に
交
流
す
る
こ
と
を
よ
し
と
し
、
生
徒
の
活
動
の
選
択
肢
を
広
げ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
学
習
の
自
由

度
が
高
ま
り
、
必
要
に
応
じ
て
仲
間
と
相
談
し
た
り
、
一
人
で
じ
っ
く
り
考
え
た
り
と
、
ま
さ
に
主
体
的
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
。 

な
か
な
か
一
つ
の
表
現
に
立
ち
止
ま
っ
て
思
考
す
る
こ
と
が
習
慣
づ
い
て
い
る
生
徒
は
少
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
選
び
と
っ
た

中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

〔
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
〕」「
Ｃ 

読
む
こ
と
」（
中
）
第
一
学
年
よ
り 

 

ウ 

目
的
に
応
じ
て
必
要
な
情
報
に
着
目
し
て
要
約
し
た
り
、
場
面
と
場
面
、
場
面
と
描
写
な
ど
を
結
び
付
け
た
り
し
て
、

内
容
を
解
釈
す
る
こ
と
。 

◎
エ 

文
章
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の
効
果
に
つ
い
て
、
根
拠
を
明
確
に
し
て
考
え
る
こ
と
。 



表
現
に
つ
い
て
自
分
な
り
に
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
本
校
の
育
て
た
い
資
質
・
能
力
に
も
あ
る
よ
う
に
、

自
然
と
知
識
や
経
験
を
活
用
し
な
が
ら
想
像
力
を
大
い
に
働
か
せ
、
主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
ま
た
同
時

に
言
葉
へ
の
こ
だ
わ
り
も
生
ま
れ
る
と
考
え
る
。 

■
対
話
的
な
学
び 

自
分
が
追
究
し
た
い
と
思
っ
た
表
現
に
つ
い
て
、
適
宜
自
由
に
仲
間
と
話
し
合
い
な
が
ら
課
題
追
究
を
す
る
。
何
を
誰
に
尋
ね

る
の
か
は
、
生
徒
に
委
ね
ら
れ
る
。
自
分
が
何
が
わ
か
ら
な
く
て
何
を
必
要
と
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
本
校
で
育

て
た
い
資
質
・
能
力
の
「
自
分
の
現
状
を
正
し
く
認
知
」
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
対
話
的
な
要
素
を
も
た
せ
る
こ
と
で
、
メ
タ

認
知
の
向
上
に
も
な
り
得
る
と
考
え
る
。
追
究
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
①
個
人
追
究
を
行
う
、
②
考
え
る
こ
と
に
行
き
詰
ま
っ

た
り
、
疑
問
点
が
生
ま
れ
た
り
し
た
と
き
、
仲
間
に
積
極
的
に
尋
ね
る
、
③
個
人
追
究
が
ひ
と
段
落
し
た
頃
、
疑
問
点
に
つ
い
て

意
見
を
聞
き
合
う
状
況
か
ら
、
考
え
を
交
流
し
深
め
合
う
様
子
へ
と
変
化
し
、
活
発
な
話
し
合
い
と
な
る
。 

■
深
い
学
び 

本
時
の
ね
ら
い
は
、
物
語
の
続
き
文
を
書
く
時
の
た
め
に
、
二
場
面
内
の
比
喩
や
描
写
を
根
拠
に
し
て
、
そ
の
効
果
を
検
討
し

な
が
ら
、
心
情
や
様
子
を
読
み
深
め
、
書
き
ま
と
め
る
こ
と
に
あ
る
。
た
っ
た
一
つ
の
表
現
か
ら
も
多
様
な
読
み
取
り
の
仕
方
が

で
き
る
こ
と
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
し
、
表
現
に
立
ち
止
ま
っ
て
思
考
す
る
こ
と
の
価
値
に
気
付
か
せ
た
い
。
ね
ら
い
の
達
成
度

は
、
終
末
に
行
う
ま
と
め
を
も
と
に
評
価
し
た
い
。
本
時
に
は
直
接
の
関
わ
り
は
な
い
が
、
本
時
で
表
現
に
立
ち
止
ま
っ
て
思
考

し
た
こ
と
が
、
単
元
の
終
末
で
よ
り
よ
い
表
現
や
考
え
を
導
き
出
し
て
い
く
手
掛
か
り
と
な
る
。 

 

研
究
内
容
（
３
） 

評
価
の
工
夫 

生
徒
自
身
が
単
位
時
間
や
単
元
で
の
自
己
の
高
ま
り
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
指
導
・
評
価
の
工
夫 

観
点
を
与
え
た
上
で
ま
と
め
を
書
か
せ
る
こ
と
と
す
る
。
単
位
時
間
の
中
で
は
、
終
末
の
ま
と
め
に
お
い
て
、
次
の
二
点
を
も

と
に
記
述
さ
せ
る
。「
①
描
写
の
効
果
に
つ
い
て
学
ん
だ
こ
と
」・「
②
対
話
を
通
し
て
読
む
こ
と
に
対
し
て
気
付
い
た
こ
と
」。
上

記
の
よ
う
な
観
点
を
与
え
る
こ
と
で
、
主
体
的
に
表
現
に
着
目
し
な
が
ら
読
む
こ
と
や
、
言
葉
に
立
ち
止
ま
っ
て
読
み
深
め
る
こ

と
に
関
す
る
自
分
の
成
長
を
実
感
さ
せ
ら
れ
る
と
考
え
る
。 

単
元
を
通
し
て
は
、
書
い
た
物
語
の
続
き
文
を
、「
一
部
分
で
も
描
写
・
表
現
を
意
識
し
て
書
く
工
夫
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
」

と
い
う
観
点
で
評
価
す
る
。
た
だ
物
語
の
続
き
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
比
喩
を
交
え
た
り
意
図
的
に
言
葉
を
選
択

し
た
り
し
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
で
、
単
元
を
貫
く
課
題
を
達
成
さ
せ
る
と
と
も
に
、
生
徒
が
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
て
読
む
こ
と
を

身
に
付
け
、
自
信
を
も
っ
て
読
み
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
。 

ま
た
、
自
分
な
り
の
続
き
文
が
書
け
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
も
評
価
す
る
。
自
分
な
り
の
作
品
を
書
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た

と
い
う
事
実
か
ら
、
生
徒
た
ち
は
自
分
の
成
長
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。 

                   



■学ぶ目的と必然をもつ。 

【本単元の評価規準】 

＜知識・技能＞ 

文脈の中での言葉の意味や比

喩などの表現の特徴と、効果を

とらえることができる。 

＜思考力・判断力・表現力＞◎ 

登場人物の行動、情景描写や言葉

を手掛かりに、登場人物の心情やそ

の変化を読み取っている。 

＜主体的に学習に取り組む態度＞ 

言葉の使い方などについて進ん

で自分の意見を買いまとめたり、

調べたりしている。 

 ■表現に着目し、主人公の思いに迫る。 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

。 
【ねらい】 
 最初と最後の「銀木犀」に関す
る描写から、「私」の心情がどの
ように変化したのかを読みとる
ことができる。 
【評価規準】 
「銀木犀の花」を捨てて、「木

の下をくぐって出た」ことが、
「私」の決意や成長を表してい
ることに気付いている。 

 最初の回想シーンと、四場面
での「銀木犀」の違いを読み取
り、「私」の心情の変化を書きま
とめる姿。 

六 単元構想図 １年生「星の花が降るころに」（全６時間） 
 

 

  

   

 

 

  

 

    

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

【ねらい】 
 場面ごとでの心情の変化に注目しながら、心情曲線を描くことができる。回想シーンから「私」と「夏実」
の関係を読み取ることができる。 
【評価規準】  
 情景描写に着目し、季節や時間、場所、心情を読み取っている。 
【資質・能力に関わる本時の具体的な姿】 
 場面の展開に気を付けながら、心情曲線を描く姿。 

【単元を貫く課題】 

作家になりきって比喩や描写の効果を検

討しながら、自分なりの表現で物語の続きを

書こう。 

【ねらい】 
 二場面の私の心情を心情曲線をも
とに読み取ることを通して、比喩表
現や心情描写などの効果に気付き、
「私」の心情曲線が大きく落ち込ん
だことを捉えることができる。 
【評価規準】        
第二場面での「私」のショックが大

きいことを描写や言葉を手掛かりに
捉えている。【思・判・表 Ｃ(１)エ】 

 

 「私」の心情の変化を読み取るため
に、言葉の意味や描写に立ち止まっ
て思考する姿。 

【本単元で身に付けたい資質・能力の系統】 

小高：登場人物の相互関係や心情などについて描写

を捉える能力。 

 

１年：描写と表現技法の効果とを結びつけて読む能力。 

【「読むこと」における子どもの実態】 

これまでに「シンシュン」を通して、登場人物同

士の会話や、言葉を手掛かりにして心情を読み取る

学習を行い、一定の描写を手掛かりに登場人物の心

情を読み取ることができることを確認した。しか

し、自分から他にも根拠となり得る文を探すなど、

主体的に追究するまでには至っていない。また、言

葉の意味を進んで調べたり、一つの描写から様々な

捉え方を探ったりする姿も少なく、言葉への自覚の

低さが見られる。そこで、本教材では表現や言葉の

少しの違いで表現される微妙なニュアンスの違い

に着目させながら、仲間と議論する活動を多く設定

することで、言葉に立ち止まって考える価値に気づ

かせ、言葉への自覚を高めたい。 

【単元を貫く言語活動】 

 比喩や描写を根拠にして、その効果を検討

しながら、心情や様子を読み深める。 

【第１学年〔思考力・判断力・表現力等〕「Ｃ 読むこと」（中） 

ウ 目的に応じて必要な情報に着目して要約し

たり、場面と場面、場面と描写などを結び付

けたりして、内容を解釈すること。 

 

◎エ 文章の構成や展開、表現の効果について、根

拠を明確にして考えること。 

【育成すべき資質・能力に関わる本単元の具体的な姿】 

 文脈の中で使われている語句の意味を捉え、描写と表現

技法の効果とを結びつけて読んだり、仲間と検討したりす

ることで、「言葉に立ち止まって」考えられる姿。 

【ねらい】 
 本文を通読し、感想を交流することで、学習の見通しをもつことができる。 
【評価規準】 
 印象に残った場面や言葉を具体的に取り上げて感想を書いている。 
【資質・能力に関わる本時の具体的な姿】 
 自分の考えと比べながら感想を交流し、考えを深める姿。 

第２時 

 

【ねらい】 
「戸部君」に対する「私」の見

方や考え方の変化や、そのきっ
かけについて、根拠をもとにま
とめることができる。 
【評価規準】 
第二場面と三場面で「私」が

「戸部君」に対してもっていた
イメージを比べ、変化したきっ
かけに気づいている。 

 「私」が「戸部君」に対しても
っていたイメージがどのように
変化しているのかをまとめる
姿。 

第３時(本時) 

 

第１時 

 

第４時 

 【ねらい】 
比喩や描写とその効果を検討しながら、

決意をもって成長を遂げた主人公のその後
を、意図的な表現や方法を用いて描くこと
ができる。 
【評価規準】            
新たな気持ちで踏み出した「私」の心情

踏まえて、比喩的な表現や、前向きな続き
を書いている。 
【資質・能力に関わる本時の具体的な姿】 
 これまでの単元の学習をふまえ、物語の
流れをふまえた上で自分なりの工夫を加え
ながら、続き文を書く姿。 

第５時 

 

【単元末の子どもの意識】 

 言葉に立ち止まって考えると、登場人
物の心情が前よりよく分かった。「私」の
心情描写の「今日“こそ”仲直りをしよ

う」の「こそ」や、「夏実も待っている“は
ず”だ」の「はず」など、例え短い一言
であったとしても、その一言にこだわる

ことが大切だと学んだ。物語の続きを書
くことも初めてだったが、作者の書いて
いるような比喩の特徴に似せて書くこ

ともできてよかった。今後も積極的に言
葉の意味を調べたり、どんな思いがこも
っているか丁寧に読んだりすることで、

作品の素晴らしさを味わいたい。 

【東山中の生徒に育成すべき資質・能力】 

自分の現状を正しく認知し、知

識や経験を活用しながら、よりよ

い表現や考えを導き出していく力 

【育成すべき資質・能力とのつながり】 

物語の続きを書くという単元末の言語活動に向

けて、登場人物の心情の変化や比喩などの特徴的な

表現に着目して読むことで、言葉への自覚が高まる

と考える。 

また、１つの表現について立ち止まって試行錯誤

したり、よりよい物語の続き文を書いたりする中で

は、自分の学習状況を把握し、既習事項を活用した

り、もっと的確な表現を探したりすることが求めら

れる。上記のような姿が生まれたとき、東山中学校

で育成すべき資質・能力を育むことができたと捉え

る。 

【導入時における子どもの意識】 

主人公と夏実の関係が変化しているこ
とは読み取れたが、どこから読み取れたの
か根拠がはっきりしない。どんな描写にど

んな効果があるのだろう。しっかりとした
物語の続きを書くために、今までの物語の
読み取りよりも言葉に立ち止まってじっ

くり考えたい。 

第６時 

 



七
、
本
時
の
ね
ら
い 

 
心
情
曲
線
と
描
写
を
結
び
付
け
て
読
み
取
る
こ
と
を
通
し
て
、
比
喩
表
現
や
心
情
描
写
な
ど
の
効
果
に
気
付
き
、
夏
実
と 

の
よ
い
関
係
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
悲
し
む
「
私
」
の
心
情
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

八
、
本
時
の
展
開
（三
／
六
） 

・
一
場
面
の
回
想
シ
ー
ン
か

ら
は
、
主
人
公
と
夏
実
が

親
密
な
関
係
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。 

・
こ
ん
な
に
も
曲
線
が
急
降

下
す
る
の
は
な
ぜ
な
の
で

し
ょ
う
か
？ 

・
「
比
喩
な
ど
の
表
現
か
ら

主
人
公
が
悲
し
ん
で
い
る

こ
と
が
わ
か
る
」
と
い
う

意
見
が
出
ま
し
た
が
、
そ

の
よ
う
な
表
現
を
使
う
こ

と
で
ど
ん
な
効
果
が
生
ま

れ
る
か
な
？ 

・
仲
間
と
意
見
交
流
し
な
が

ら
、
さ
ら
に
考
え
を
深
め

て
み
ま
し
ょ
う
。
仲
間
の

意
見
を
取
り
入
れ
て
も
よ

い
で
す
。 

・
〇
〇
グ
ル
ー
プ
の
と
こ
ろ

へ
行
っ
て
み
た
ら
？ 

・
回
想
場
面
で
の
二
人
の
関

係
と
比
べ
て
考
え
て
み
た

ら
？ 

・
で
は
、
課
題
に
対
す
る
ま

と
め
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に

書
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ま

で
と
同
じ
よ
う
に
、「
①
描

写
の
効
果
に
つ
い
て
学
ん

だ
こ
と
」
・
「
②
対
話
を
通

し
て
読
む
こ
と
に
対
し
て

気
付
い
た
こ
と
」
に
つ
い

て
ま
と
め
を
書
き
ま
し
ょ

う
。 

・
比
喩
な
ど
の
表
現
技
法

や
、
体
・
景
色
・
心
に
関
す

る
描
写
と
効
果
に
注
目
し

な
が
ら
読
み
取
る
姿
が
素

晴
ら
し
か
っ
た
で
す
。
み

な
さ
ん
が
言
葉
に
立
ち
止

ま
っ
て
読
み
取
っ
た
よ
う

な
表
現
の
工
夫
に
よ
っ

て
、
心
情
が
ど
ん
底
ま
で

下
が
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

が
は
っ
き
り
と
読
み
手
に

伝
わ
る
の
で
す
ね
。 

教
師
の
働
き
か
け 

◇
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
振
り
返
る
。 

・
心
情
曲
線
を
元
に
、
回
想
シ
ー
ン
か
ら
第
二
場
面
に
か
け
て
心
情
が
急
降
下
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

 

◇
単
元
を
通
し
た
言
語
活
動
や
既
習
事
項
を
も
と
に
、
課
題
を
つ
か
む
。 

  ◇
描
写
と
効
果
を
根
拠
に
し
な
が
ら
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。 

・「
音
の
な
い
こ
ま
送
り
の
映
像
を
見
て
い
る
よ
う
に
」
の
と
こ
ろ
か
ら
、
シ
ョ
ッ
ク

で
ひ
ど
く
呆
然
と
し
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
る
。 

→

比
喩 

・「
音
の
な
い
」
か
ら
は
し
ー
ん
と
静
ま
り
返
っ
た
寂
し
い
印
象
を
受
け
る
。 

・「
こ
ま
送
り
」
か
ら
は
不
自
然
な
か
く
か
く
と
し
た
動
き
が
伝
わ
る
。 

 

◇
仲
間
と
交
流
し
な
が
ら
理
解
を
深
め
る
。 

・「
騒
々
し
さ
が
や
っ
と
耳
に
戻
っ
た
」…

シ
ョ
ッ
ク
で
ぼ
ー
っ
と
し
て
い
る
。 

「
唇
が
震
え
て
い
る
」…

落
ち
着
か
ず
気
が
動
転
し
て
い
る
。 

「
目
の
ふ
ち
が
熱
い
」…

泣
き
そ
う
に
な
る
く
ら
い
シ
ョ
ッ
ク 

→

体
に
関
す
る
描
写 

・「…

色
が
飛
ん
で
し
ま
っ
た
み
た
い
」…

白
黒
で
感
情
が
な
い
感
じ
。 

「…

白
々
と
し
た
光
景
に
よ
く
似
て
い
る
」…

真
っ
白
で
何
も
な
い
。 

→

景
色
に
関
す
る
描
写 

・「
～
の
に
。
夏
実
の
他
に
は
友
達
と
よ
び
た
い
人
な
ん
て
誰
も
い
な
い
の
に
。」 

→

心
情
に
関
す
る
描
写 

         

 

 

◇
根
拠
と
し
た
描
写
や
効
果
を
全
体
で
交
流
す
る
。 

・「
夏
実
」
と
の
世
界
を
大
切
に
し
て
い
た
「
私
」
の
世
界
が
こ
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

だ
か
ら
線
は
ど
ん
底
ま
で
下
が
る
。 

 

◇
描
写
の
効
果
に
つ
い
て
学
ん
だ
こ
と
と
対
話
を
通
し
て
気
付
い
た
こ
と
に
関
し
て
ま
と

め
を
書
く
。 

学
習
活
動 

 

評
価
規
準
【
思
・
判
・
表 

Ｃ(

１)

エ
】 

「
私
」
の
気
持
ち
の
落

ち
込
み
が
大
き
い
こ

と
を
描
写
や
言
葉
を

手
掛
か
り
に
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
（
発

言
、
ノ
ー
ト
） 

 

研
究
内
容
に
関
わ
っ
て 

な
ぜ
心
情
曲
線
は
大
き
く
下
が
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

●
「
目
の
ふ
ち
が
熱
い
。」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、「
私
」
が
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い

た
こ
と
を
読
み
取
っ
た
が
、
〇
〇
さ
ん
の
「
色
が
飛
ん
で
し
ま
っ
た
」
と
い
う
意
見

を
聞
い
て
、
色
の
表
現
か
ら
も
「
私
」
が
か
な
り
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
る
こ
と
を

読
み
取
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
表
現
は
、
色
と
共
に
感
情
が
ス
ト
ッ
プ
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
を
読
み
手
に
伝
え
る
効
果
が
あ
り
、「
私
」
の
シ
ョ
ッ
ク
を
最
も
印

象
強
く
表
し
て
い
る
と
思
っ
た
し
、
こ
う
い
っ
た
表
現
が
多
く
書
か
れ
て
い
る
た

め
、
私
た
ち
の
書
い
た
心
情
曲
線
が
大
き
く
下
が
る
と
思
っ
た
。 

●
研
究
内
容
（１
）（２
） 

・
「
作
家
に
な
り
き
っ

て
比
喩
や
描
写
の

効
果
を
検
討
し
な

が
ら
、
自
分
な
り
の

表
現
で
物
語
の
続

き
を
書
く
」
と
い
う

活
動
を
意
識
さ
せ
、

本
時
は
主
人
公
の

大
き
な
心
情
の
変

化
を
読
み
取
る
と

い
う
学
習
の
見
通

し
を
も
た
せ
る
。 

 

●
研
究
内
容
（１
）（２
） 

・
主
体
的
に
学
ぶ
姿
を

生
む
た
め
、
教
師
が

合
図
を
し
て
か
ら

は
適
宜
自
由
に
席

を
移
動
し
、
気
に
な

っ
た
表
現
に
つ
い

て
仲
間
と
意
見
を

練
り
合
え
る
よ
う

に
す
る
。 

●
研
究
内
容
（３
） 

・「
作
家
に
な
り
き
っ
て

比
喩
や
描
写
の
効
果

を
検
討
し
な
が
ら
、

自
分
な
り
の
表
現
で

物
語
の

続
き

を
書

く
」
と
い
う
活
動
を

意
識
さ
せ
、「
①
描
写

の
効
果
に
つ
い
て
学

ん
だ
こ
と
」
・
「
②
対

話
を
通
し
て
読
む
こ

と
に
対
し
て
気
付
い

た
こ
と
」
と
い
う
観

点
で
ま

と
め

さ
せ

る
。 

・「
～
の
に
。
～
の
に
。」 

→

反
復→

強
調 

・「
は
じ
か
れ
た
よ
う
に
」

→

比
喩
的
表
現 

・「
は
ず
だ
。」
と
い
う
部
分

か
ら
、
夏
実
も
同
じ
思

い
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と

い
う
私
の
切
実
な
気
持

ち
が
わ
か
る
。→

文
末 

仲
直
り
し
よ
う
と
し
た
描
写
と
つ
な
げ
て
読
む 

・「
今
日
こ
そ
仲
直
り
を
し
よ
う
」
か
ら
、
強
く
意
気

込
ん
で
話
し
か
け
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
分
無

視
さ
れ
た
と
き
の
シ
ョ
ッ
ク
は
大
き
い
は
ず
。 

・「
夏
実
も
待
っ
て
い
る
は
ず
だ
」
と
あ
る
か
ら
、
話

し
か
け
る
前
は
仲
直
り
で
き
る
と
期
待
し
て
い

た
。 

・
回
想
場
面
で
は
、
二
人
で
木
の
真
下
に
立
っ
て
長

い
こ
と
見
上
げ
て
い
た
の
で
、
そ
こ
と
比
べ
て
み

る
と
、
よ
い
関
係
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。 


