
第
三
学
年 

国
語
科
学
習
指
導
案 

日 

時 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
四
日
（
木
） 

場 

所 
 

関
市
立
緑
ヶ
丘
中
学
校
（
三
年
六
組
教
室
） 

学 

級 
 
 

三
年
六
組
（
男
子 

十
九
名 

・ 

女
子 

十
五
名 

計 

三
十
四
名
） 

授
業
者 

 

小
川 

友
也 

  

一
、 

単
元
名
「
い
に
し
え
の
心
を
受
け
継
ぐ
」 

教
材
名 

夏
草
―
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
か
ら 

  

二
、
単
元
お
よ
び
教
材
に
つ
い
て 

 
 

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
は
、
松
尾
芭
蕉
が
元
禄
時
代
に
著
し
た
紀
行
文
で
あ
り
、
日
本
古
典
に
お
け
る
代
表
的
な
紀
行

文
と
も
言
え
る
作
品
で
あ
る
。
ま
た
、
芭
蕉
の
人
生
観
が
強
く
反
映
さ
れ
た
作
品
で
も
あ
る
。
作
品
構
成
と
し
て
は
、

実
際
に
芭
蕉
が
訪
れ
た
名
跡
を
見
て
感
じ
た
こ
と
と
、
そ
こ
で
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
俳
句
が
添
え
ら
れ
る
俳
諧
紀
行
文

で
あ
る
。
芭
蕉
が
感
じ
た
こ
と
が
地
の
文
で
書
か
れ
、
そ
の
内
容
を
集
約
し
た
形
と
し
て
俳
句
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

俳
句
の
み
を
鑑
賞
す
る
よ
り
も
、
深
い
味
わ
い
が
し
や
す
い
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
典
を
苦
手
と
す
る
生
徒

で
も
取
り
掛
か
り
や
す
く
、
古
典
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
「
古
典
を
楽
し
む
」
と
は
、

現
代
世
界
に
は
な
い
昔
の
人
の
も
の
の
考
え
方
に
触
れ
、
新
た
な
発
見
を
し
、
古
典
の
世
界
や
昔
の
人
へ
の
想
像
を

駆
り
立
て
ら
れ
た
り
、
現
代
人
に
も
共
感
で
き
る
人
々
の
思
い
や
も
の
の
見
方
な
ど
、
時
代
を
超
え
た
普
遍
的
な
価

値
に
触
れ
た
り
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。 

特
に
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
は
芭
蕉
の
「
旅
」
に
対
す
る
思
い
や
「
自
然
」
に
対
す
る
も
の
の
見
方
・
考
え
方
、
ま

た
「
人
生
観
」
が
表
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
新
た
な
発
見
や
共
感
で
き
る
点
な
ど
を
捉
え
、
現
代
人
の
見
方
や
考
え

方
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
時
代
を
越
え
た
普
遍
的
な
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
教
材
だ
と
考
え
る
。 

そ
こ
で
、
本
単
元
の
ね
ら
い
を
「
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
表
れ
た
松
尾
芭
蕉
の
思
い
や
価
値
観
を
捉
え
、
自
分
の
考

え
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
つ
い
て
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る

こ
と
で
、
古
典
の
世
界
に
親
し
み
を
も
て
る
よ
う
に
し
た
い
。 

  

三
、
生
徒
の
実
態 

                     

国
語
の
授
業
に
お
い
て
、
前
向
き
に
学
習
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
生
徒
が
多
い
。
ま
た
、
仲
間
と
関
わ
り

な
が
ら
学
習
に
取
り
組
む
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、「
古
典
は
好
き
で
あ
る
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、「
好
き
」
と

答
え
た
生
徒
は
二
十
六
％
に
対
し
て
、
「
嫌
い
」
と
答
え
た
生
徒
は
三
十
五
％
い
た
。（
「
ど
ち
ら
で
も
な
い
」
と
答
え

た
生
徒
は
三
十
九
％
）
ま
た
、「
古
典
は
得
意
で
あ
る
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、「
得
意
」
と
答
え
た
生
徒
は
十
九
％

に
対
し
て
、
「
苦
手
」
と
答
え
た
生
徒
は
三
十
六
％
い
た
。
（「
ど
ち
ら
で
も
な
い
」
と
答
え
た
生
徒
は
四
十
五
％
）
理

由
は
、
現
代
と
違
う
意
味
の
言
葉
や
使
わ
な
い
言
葉
が
あ
り
、
読
み
づ
ら
く
、
内
容
理
解
が
で
き
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
ま
た
、
昔
の
出
来
事
や
人
の
思
い
は
、
身
近
な
も
の
で
は
な
く
、
現
代
の
自
分
達
に
は
遠
く
離
れ
た
も
の
で
あ

る
と
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
「
理
解
し
に
く
い
も
の
」
と
い
う
先
入
観
か
ら
、
苦
手
意
識
を
始
め
か
ら
抱
い
て
い

る
生
徒
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

そ
こ
で
、
前
教
材
「
君
待
つ
と 

万
葉
・
古
今
・
新
古
今
」
で
は
、
和
歌
に
表
れ
た
作
者
の
心
情
や
見
た
情
景
を
想

像
し
、
鑑
賞
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
、「
恋
」
や
「
家
族
」
に
関
す
る
和
歌
か
ら
、
作
者
の
思
い

に
共
感
し
た
り
、「
自
然
」
に
関
す
る
和
歌
か
ら
、
情
景
を
想
像
し
、
作
者
の
感
じ
方
に
共
感
を
抱
い
た
り
し
て
き
た
。

遠
く
離
れ
た
昔
の
人
と
見
方
や
感
じ
方
は
、
現
代
を
生
き
る
自
分
達
と
同
じ
で
あ
り
、
古
人
と
「
心
」
の
面
で
つ
な
が

り
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。 

 

本
教
材
で
あ
る
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
に
お
い
て
も
、
自
分
と
芭
蕉
を
比
較
し
な
が
ら
作
品
を
読
み
味
わ
い
、
古
典
を

身
近
に
感
じ
、
親
し
み
を
持
て
る
よ
う
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
古
典
学
習
を
通
し
て
、「
昔
の
人
の
思
い
を
想
像
す
る

こ
と
は
お
も
し
ろ
い
」
と
感
じ
、
古
典
を
学
習
す
る
意
義
を
自
分
な
り
に
見
つ
け
、
今
後
の
自
分
自
身
の
生
き
方
に
生

か
せ
る
よ
う
に
し
た
い
。 



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

            

本
教
材
で
は
、
学
習
指
導
要
領
の
第
三
学
年
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
の
歴
史
的

背
景
な
ど
に
注
意
し
て
古
典
を
読
み
、
そ
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
」
を
具
体
化
し
て
、
単
元
の
出
口
に
言
語
活
動
「
岐

阜
県
内
の
名
所
を
紹
介
す
る
『
ぎ
ふ
の
ほ
そ
道
』
を
書
こ
う
」
を
位
置
付
け
る
。
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
に
書
か
れ
た

芭
蕉
の
思
い
は
、
地
の
文
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
そ
の
上
で
、
思
い
が
集
約
さ

れ
た
俳
句
を
読
み
味
わ
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
冒
頭
部
分
で
は
、
芭
蕉
の
旅
へ
の
思
い
と
人
生
観
が
記
さ
れ
、
平

泉
の
部
分
で
は
、
人
間
の
営
み
の
は
か
な
さ
と
自
然
の
悠
久
さ
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
地
の
文
を
理
解
し
、

俳
句
を
詠
み
味
わ
う
こ
と
で
、
時
代
が
変
わ
っ
て
も
、
現
代
の
自
分
達
と
変
わ
る
も
の
と
変
わ
ら
な
い
も
の
へ
の
思

い
を
巡
ら
す
こ
と
が
で
き
、
古
典
を
身
近
な
も
の
に
感
じ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ら
を
生
か
し
、
芭

蕉
に
な
り
き
り
、
岐
阜
県
内
の
名
所
や
思
い
出
深
い
所
を
古
語
や
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
用
い
て
書
き
、
最
後
に
俳
句

を
添
え
、「
ぎ
ふ
の
ほ
そ
道
」
づ
く
り
を
行
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
古
典
の
世
界
と
自
分
の
見
聞
や
体
験
と
が
つ
な

が
り
、
よ
り
古
典
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
同
じ
場
所
で
あ
っ
て
も
書
き
手
に
よ
る

地
の
文
や
俳
句
の
違
い
を
味
わ
い
、
そ
こ
に
表
れ
る
書
き
手
の
思
い
を
感
じ
取
ら
せ
、
言
語
感
覚
を
磨
き
た
い
と
考

え
る
。 

  

五
、
研
究
と
の
か
か
わ
り 

言
語
文
化
部
会
研
究
テ
ー
マ
よ
り 

     

〈
指
導
計
画
の
工
夫
〉 

単
元
の
出
口
の
言
語
活
動
に
「
ぎ
ふ
の
ほ
そ
道
」
づ
く
り
を
位
置
づ
け
た
。「
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
深
め
、
古

典
の
世
界
に
親
し
む
」
た
め
に
は
、
古
人
の
人
物
像
や
価
値
観
を
捉
え
、
芭
蕉
に
な
り
き
っ
て
郷
土
を
紹
介
す
る
俳

諧
紀
行
文
を
作
成
す
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
地
の
文
の
内
容
が
俳
句
に
集
約
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
学
び
、
そ
の
構
成
を
見
習
っ
て
書
く
活
動
の
位
置
づ
け
は
、
生
徒
が
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
こ
と
に

つ
な
が
り
、
古
典
に
親
し
み
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
ま
た
、
単
位
時
間
ご
と
の
ま
と
め
の
振
り
返
り
と

は
別
に
、「
ぎ
ふ
の
ほ
そ
道
」
に
向
け
た
単
元
を
貫
く
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
活
用
し
、
各
単
位
時
間
が
出
口
の
言
語
活
動

に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
視
覚
化
す
る
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
は
、「
ぎ
ふ
の
ほ
そ
道
」
づ
く
り
に
生
か
す
技
法
や
事

柄
を
記
録
し
、
単
元
を
学
習
す
る
目
的
の
意
識
づ
け
を
行
っ
て
い
く
。 

 

〈
指
導
援
助
の
工
夫
〉 

本
教
材
の
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
は
、
芭
蕉
が
推
敲
を
重
ね
て
完
成
さ
せ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
推
敲
を
し
て
選
び

抜
か
れ
た
言
葉
に
作
者
の
意
図
や
思
い
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
思
い
が
集
約
さ
れ
た
俳
句
に
着
目
し
、
推
敲

さ
れ
る
前
の
俳
句
と
比
べ
る
活
動
を
設
け
、
変
更
し
た
意
図
、
変
更
し
た
こ
と
に
よ
る
印
象
の
違
い
、
言
葉
の
効
果

な
ど
を
考
え
る
場
を
位
置
づ
け
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
よ
り
言
語
感
覚
が
磨
か
れ
、
言
葉
を
大
切
に
し
よ
う
と
す

る
意
識
が
高
ま
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
松
尾
芭
蕉
の
よ
う
な
世
に
名
を
残
す
人
で
あ
っ
て
も
、
言
葉
を
大
切
に
し
て

中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」 

（
中
）
第
三
学
年
よ
り 

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項 

 

ア 
歴
史
的
背
景
な
ど
に
注
意
し
て
古
典
を
読
み
、
そ
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
。 

 言
語
に
親
し
み
、
社
会
生
活
に
つ
な
げ
る
能
力
の
育
成 

～
「
言
葉
へ
の
自
覚
」
を
高
め
る
指
導
の
工
夫 

～ 

「
生
き
て
は
た
ら
く
言
語
能
力
」
を
具
体
化
す
る 

 

―
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
学
習
指
導
要
領
―
よ
り 

ア 

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項 

 
 
 

作
者
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
捉
え
、
自
分
の
体
験
・
見
聞
と
結
び
付
け
、
俳
諧
紀
行
文
を
つ
く
っ
て

い
る
。 



い
る
こ
と
に
気
付
か
せ
た
い
。
芭
蕉
を
よ
り
身
近
な
存
在
と
感
じ
る
こ
と
で
、
古
典
の
世
界
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。 

 

〈
評
価
の
工
夫
〉 

 
 

振
り
返
り
の
積
み
重
ね
が
、
自
己
の
高
ま
り
を
実
感
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
単
位
時
間
に
お
け
る
学
習
の

ま
と
め
の
書
き
方
を
二
段
落
構
成
と
す
る
。
一
段
落
目
に
は
、
本
時
と
前
回
ま
で
の
学
習
と
の
つ
な
が
り
を
書
き
、

二
段
落
目
に
は
、
本
時
の
学
習
で
わ
か
っ
た
芭
蕉
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
捉
え
て
書
く
よ
う
に
す
る
。
そ
う
す

る
こ
と
に
よ
り
、
場
面
の
つ
な
が
り
と
の
理
解
度
も
分
か
り
、
つ
な
が
り
を
考
え
る
意
識
化
が
図
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
指
導
と
評
価
の
一
体
化
を
図
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。 

単
元
の
出
口
の
活
動
で
あ
る
「
ぎ
ふ
の
ほ
そ
道
」
づ
く
り
で
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
や
古
語
を
用
い
て
県
内
の
名

所
や
思
い
出
深
い
場
所
を
紹
介
し
、
俳
句
を
添
え
る
。
中
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
編
の
「
思
考
力
・
判
断
力
・
表

現
力
」 

Ｃ 

読
む
こ
と 

「
エ 

文
章
を
読
ん
で 

考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
し
て
、
人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
つ

い
て
、
自
分
の
意
見
を
も
つ
こ
と
。
」
に
示
す
よ
う
な
考
え
の
形
成
、
共
有
が
で
き
る
言
語
活
動
と
し
て
位
置
付
け
て

い
る
。「
お
く
の
ほ
そ
道
」
を
残
し
た
芭
蕉
の
書
き
方
（
地
の
文
と
俳
句
の
つ
な
が
り
）
や
著
し
方
（
価
値
観
や
人
生

観
を
含
め
て
書
く
こ
と
）
な
ど
、
学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し
た
言
語
活
動
を
通
し
て
、
身
に
付
け
た
資
質
・
能
力
を

振
り
返
る
と
と
も
に
、
古
典
に
親
し
み
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
も
関
連
付
け
て
評
価
を
行
い
た
い
。 

 
   

六
、
単
元
指
導
計
画
（
全
六
時
間
） 

【
単
元
の
ね
ら
い
】 

・
歴
史
的
背
景
を
想
像
し
な
が
ら
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
を
読
み
、
芭
蕉
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を
捉
え
、
人
間
、
社

会
、
自
然
な
ど
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。 

・
芭
蕉
の
考
え
を
想
像
し
な
が
ら
、
古
語
を
用
い
て
俳
諧
紀
行
文
を
書
き
、
古
典
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
。 

【
単
元
の
評
価
規
準
】 

・
芭
蕉
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
と
自
分
の
考
え
方
を
比
較
し
な
が
ら
、
人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
つ
い
て
、
自
分

の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
し
て
い
る
。 

・
芭
蕉
の
立
場
に
な
り
、
古
語
を
用
い
て
俳
諧
紀
行
文
を
書
き
、
古
典
に
親
し
ん
で
い
る
。 

                     



導
入 

        

展
開 

                            

終
末 

 

 
 

◎
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
振
り
返
る
。 

 

・
芭
蕉
は
旅
に
人
生
を
か
け
て
き
た
。 

 

・
人
間
の
行
い
は
儚
い
が
、
自
然
は
変
わ
ら
ず
残
っ
て
い
た
。 

 
  

◎
課
題
提
示 

 
  

◎
全
体
で
平
泉
の
後
半
部
分
を
音
読
し
、
地
の
文
の
内
容
を
知
る
。 

地
の
文
の
感
想
交
流 

・
人
間
の
手
に
よ
っ
て
残
っ
て
い
る
光
堂
に
感
動
し
た
。 

・
自
然
に
朽
ち
果
て
る
こ
と
な
く
、
千
年
前
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
。 

 ◎
推
敲
前
の
俳
句
を
提
示
す
る
。 

俳
句
二
句
を
読
み
比
べ
を
し
、
推
敲
し
た
理
由
を
考
え
る
。 

【
一
人
読
み
】
→
【
班
交
流
】
→
【
全
体
交
流
】 

「
五
月
雨
の
降
り
残
し
て
や
光
堂
」（
推
敲
後
） 

・「
降
り
残
し
て
や
」
か
ら
、
自
然
の
力
を
も
っ
て
し
て
も
人
間
の
知
恵
や
力
に
は
及

ば
な
か
っ
た
こ
と
を
感
じ
た
。 

   

・「
夏
草
や
」
の
俳
句
で
は
、
自
然
に
対
す
る
人
間
の
儚
さ
を
感
じ
て
悲
し
ん
で
い
た

が
、
光
堂
を
見
て
人
間
が
自
然
の
力
か
ら
建
物
を
守
っ
た
こ
と
に
感
銘
を
受
け
た
。 

「
五
月
雨
や
年
々
降
る
も
五
百
た
び
」
（
推
敲
前
） 

・
五
百
年
も
の
長
い
間
、
五
月
雨
に
降
ら
れ
続
け
た
こ
と
を
表
そ
う
と
し
て
い
た
。 

・
ど
ち
ら
に
も
「
五
月
雨
」
は
入
っ
て
い
る
。
長
く
続
く
雨
の
力
を
示
し
た
か
っ
た

と
思
う
。
こ
ち
ら
の
俳
句
は
、
自
然
の
出
来
事
の
み
を
表
し
て
い
る
よ
う
な
俳
句

に
感
じ
る
。 

 ・
推
敲
し
て
変
更
し
た
の
は
、
長
く
続
く
五
月
雨
か
ら
も
人
間
の
知
恵
や
行
い
に
よ
っ

て
光
堂
を
守
れ
た
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。 

・
芭
蕉
は
、
人
間
の
営
み
の
儚
さ
に
落
胆
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
後
世
に
建
物
を
残
そ

う
と
す
る
人
の
行
い
に
対
し
て
感
動
が
大
き
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
だ
か
ら
、
雨
が

光
堂
を
朽
ち
果
て
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
表
し
た
く
て
「
降
り
残
し
て
や

光
堂
」
に
改
め
た
の
だ
と
思
う
。 

 

◎
本
時
の
学
習
か
ら
考
え
た
芭
蕉
の
思
い
を
ま
と
め
、
書
く
。 

   
 

学
習
活
動 

・
前
時
に
学
習
し
た
芭
蕉
の
自
然
と

人
間
と
の
在
り
方
に
つ
い
て
の

考
え
方
を
振
り
返
り
、
本
時
の
学

習
の
方
向
付
け
を
行
う
。 

・
俳
句
を
推
敲
し
て
変
更
し
た
点
に

芭
蕉
の
思
い
が
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
伝
え
、
変
更
理
由
を
考
え

る
必
然
性
を
持
た
せ
、
学
習
課
題

に
向
か
わ
せ
る
。 

 

〈
読
み
を
深
め
る
手
だ
て
〉 

・
俳
句
と
地
の
文
を
関
連
さ
せ
、
芭

蕉
が
見
た
情
景
と
、
芭
蕉
が
想
像

し
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。 

・
二
句
の
俳
句
に
使
わ
れ
た
切
れ
字

「
や
」
の
位
置
に
着
目
さ
せ
、
芭

蕉
の
感
動
の
中
心
を
考
え
さ
せ

る
。 

〈
交
流
に
お
け
る
手
立
て
〉 

・
推
敲
前
の
俳
句
と
比
べ
さ
せ
、
芭

蕉
の
思
い
や
、
言
葉
の
効
果
に
つ

い
て
話
し
合
わ
せ
る
。 

・
生
徒
が
挙
げ
た
根
拠
や
考
え
を
把

握
し
、
意
図
的
指
名
に
よ
り
、
話

し
合
い
の
深
ま
り
に
つ
な
げ
る
。 

 ・
前
回
ま
で
の
学
習
と
繋
げ
て
ま
と

め
を
書
く
よ
う
に
す
る
。 

指
導
・
援
助 

 

七
、
本
時
の
ね
ら
い 

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
「
２
」
の
平
泉
の
後
半
か
ら
、
自
然
と
人
間
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
の
芭
蕉
の
見
方
を
捉
え
、

自
然
の
力
に
よ
る
損
害
を
防
ご
う
と
す
る
人
間
の
営
み
に
心
動
か
さ
れ
た
芭
蕉
の
思
い
を
、
俳
句
か
ら
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。 

八
、
本
時
の
展
開
（
四
／
六
） 

 

ど
ん
な
に
権
力
を
誇
り
、
栄
華
を
極
め
て
い
て
も
い
つ
か
は
滅
ん
で
い
く
、
儚

い
人
間
の
営
み
に
対
し
、
変
わ
ら
な
い
自
然
の
姿
に
悠
久
さ
を
感
じ
、
芭
蕉
は
落

胆
し
、
涙
を
流
し
た
。 

し
か
し
、
芭
蕉
は
、
自
然
に
朽
ち
果
て
な
い
よ
う
に
人
間
の
手
に
よ
っ
て
守
ら

れ
た
光
堂
を
見
て
、
感
動
し
た
。
千
年
の
時
を
超
え
て
も
昔
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で

き
た
喜
び
か
ら
、
人
間
の
力
や
知
恵
の
偉
大
さ
・
素
晴
ら
し
さ
を
、
俳
句
を
通
し

て
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。 

芭
蕉
は
こ
の
俳
句
で
ど
ん
な
こ
と
を
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

《
評
価
規
準
》 

平
泉
の
部
分
か
ら
、
自
然
に
対

す
る
人
間
の
営
み
に
つ
い
て

の
芭
蕉
の
見
方
を
捉
え
、
俳
句

を
鑑
賞
し
て
い
る
。 

【
読
む
（
イ
）
】 

（
振
り
返
り
記
述
） 

地
の
文
と
俳
句
の
関
係
性
に

注
意
し
な
が
ら
芭
蕉
の
思
い

を
想
像
し
、
前
時
と
本
時
の
内

容
を
つ
な
げ
て
ま
と
め
を
書

い
て
い
る
。 

【
言
語
文
化
（
ア
）
】 

（
振
り
返
り
記
述
） 



30 30 30 30 30 30

## ## ## 300 300 600

1 2 3 4 5 7 1

## ## ## 334 337 631

学年

３年

重点化 学　習　活　動 評　価　規　準 留意点　他 時

学
年
領
域
記
号

「おくのほそ道」の歴史的背景を知り、芭蕉や作品の理解を深め、関心を
もつとともに、単元全体の学習活動の見通しをもつ。

松尾芭蕉と作品の概略を知り、古典に関心を
もっている。
（振り返り記述）

（指）芭蕉が残した「おくのほそ道」に興味をもたせ、本
単元に位置づけた「ぎふのほそ道」づくりに向けた見通
しがもてるようにする。
（評）振り返り記述から評価する。

①

各自が作成した「ぎふのほそ道」を交流し、交流を通して感じたことや考え
たことをまとめ、単元で学んだことを振り返る。

「ぎふのほそ道」を交流したことから、人のもの
の見方や感じ方について自分の考えをまとめ
ている。
（ワークシート）

（指）それぞれの「ぎふのほそ道」のよさを見つけ、古人
と現代人や自分と仲間との共通点や相違点などをまと
めさせる。
（評）「ぎふのほそ道」と、交流からまとめたものを評価す
る。

⑥

様々な見方で読み味わい、自分の考えを
もって振り返りを書いたり、「ぎふのほ
そ道」を書いたりしている。
（振り返り記述・ワークシート・観察）

④

⑤

言語活動例

岐
阜
県
内
の
名
所
を
紹
介
す
る

「
ぎ
ふ
の
ほ
そ
道

」
を

書
こ
う

指　導　事　項

３
年

Ｃ
領
域

文章の構成や論理の展開，表現の仕方につ
いて評価すること。

精査・解釈

考えの形成

Ｃ
領
域

３
年

３
年

３
年

※「留意点　他」の記号…（指）指導に当たっての留意点，（評）評価に対しての留意点，（他）他の学習活動のアイデア，（教）教材・教具の工夫

構造と内容の把握

ア

イ

ウ

エ

オ

精査・解釈

文章を読んで考えを広げたり深めたりし
て，人間，社会，自然などについて，自分
の意見をもつこと。

文章の種類を踏まえて，論理や物語の展開
の仕方などを捉えること。

文章を批判的に読みながら，文章に表れて
いるものの見方や考え方について考えるこ
と。

３年

学びに向かう力，人間性等に関する評価
（主体的に学習に取り組む態度）

（評）単元全体を通した学習活動の様子と、毎回の振り返
り及び「ぎふのほそ道」で評価する。

３年

（評）１段落目には、本時と前回までの学習とのつ
ながりを書き、２段落目には、本時の学習でわかっ
た芭蕉のものの見方や考え方を捉えて書いたまとめ
を評価する。

②
③
④

（評）岐阜の名所を歴史的仮名遣いや古語を用いて
紹介し、その内容を表す俳句を添えた「ぎふのほそ
道」を評価する。

⑤
⑥

Ｃ
領
域

Ｃ
領
域

自分が紹介したい名所を選び、歴史的仮
名遣いや古語を用いて、「ぎふのほそ
道」を書いている。
（ワークシート）

「おくのほそ道」の「２」の平泉の前半から、平泉の過去と現在の情景を比
較し、俳句に込められた芭蕉の思いを考える。

(3)

まとめ（学習の振り返り）

関連する〔知識及び技能〕

(1)言葉の特徴や使い方に関する事項
(2)情報の扱い方に関する事項
(3)我が国の言語文化に関する事項

ア

伝統的な言語文化

歴史的背景などに注意して古典を読むことを通して，その世界に親しむ
こと。

イ

伝統的な言語文化

長く親しまれている言葉や古典の一節を引用するなどして使うこと。

地の文と俳句の関係性に注意しながら芭
蕉の思いを想像し、前時と本時の内容を
つなげてまとめを書いている。
（振り返り記述）

(3)

（指）地の文と俳句とのつながりを捉えつつ、推敲前の
俳句を提示し、変更した理由を考えることを通して、芭
蕉の思いをより深く捉えられるようにする。
（評）振り返り記述から評価する。

（指）紹介する名所をタブレットで画像を出し、想像しや
すくさせたり、、できる限り歴史的仮名遣いや古語を用
いて地の文をつくり、内容が集約された俳句がつくれる
ように助言をする。

○
「おくのほそ道」の「２」の平泉の後半から、自然と人間の関わり方について
の芭蕉の見方を捉え、自然の力による損害を防ごうとする人間の営みに
心動かされた芭蕉の思いを、俳句から考える。

「１」の冒頭から、芭蕉にとっての旅に対する
考えを捉え、俳句を鑑賞している。
（振り返り記述）

「２」の平泉の後半から、自然に対する人間の
営みについての芭蕉の見方を捉え、俳句を
鑑賞している。
（振り返り記述）

◎

今までの学習からつかんだ芭蕉のものの見方や考え方を生かし、岐阜の
名所を古語を用いて紹介するとともに、俳句で添えて「ぎふのほそ道」をつ
くる。

自分の紹介したい場所を古語を用いて紹介
し、俳句を添えて「ぎふのほぞ道」を作成して
いる。
（ワークシート）

「２」の平泉の前半から、人間の営みの儚さと
自然の雄大さに対する考えを捉え、俳句を鑑
賞している。
（振り返り記述）

おくのほそ道」の「１」の冒頭から、芭蕉の旅に対する考えと人生観を捉
え、俳句に込められた芭蕉の思いを考える。

イ

言語活動

導入（学習への見通し）

Ｃ領域

②

③

30

600

2

632

  (第3学年)　単元名：いにしえの心を受け継ぐ
　　　　　　　　　「夏草―『おくのほそ道』から」

   指導者：関市立緑ヶ丘中学校　教諭　小川　友也　　　　　　　　

（指）原文と現代語訳が書かれたワークシートを用意し、
芭蕉の旅をする目的や覚悟、旅と人生観との関わりを
捉えられるようにする。
（評）振り返り記述から評価する。

詩歌や小説などを読み，批評したり，考えたことなどを伝え合ったりする活動。
領域 記号

（指）地の文の内容が集約されたものが俳句であること
を伝え、俳句をより深く鑑賞できるようにする。
（評）振り返り記述から評価する。

赤いセルをいじくると、赤い彗星が、通常の３倍のスピー

ドでやってきます。
学年 1 32

言語活動例

領域

他ア

CBA

イ ウ 指導事項

All Clear


