
第
二
学
年 

 

国
語
科
学
習
指
導
案 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                      

日 

時 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
（ 

火
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

場 

所 
 

関
市
立
緑
ヶ
丘
中
学
校 

（ 

二
年
三
組
教
室 

・ 

北
舎
三
階
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

学 

級 
 

二
年
三
組
（ 

男
子
十
九
名 

・ 

女
子
十
五
名 

計
三
十
四
名
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

            
 

 
 

 

授
業
者 

 

辻 

宏
紀 

 

一
．
単
元
名 

「い
に
し
え
の
心
を
訪
ね
る
」  

 

教
材
名 

「扇
の
的
―
― 

「平
家
物
語
」か
ら
」 

 

二
．
単
元
及
び
教
材
に
つ
い
て 

 
 

「平
家
物
語
」は
、
平
家
一
門
の
繁
栄
か
ら
滅
亡
ま
で
を
描
い
て
い
る
。
貴
族
社
会
か
ら
武
家
政
権
へと
移
行
す
る
動
乱
の
時
代
を
舞
台

に
多
様
な
人
物
の
生
き
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
琵
琶
法
師
が
芸
能
と
し
て
語
っ
て
い
た
「平
曲
」と
し
て
広
く
一
般
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。

文
体
も
耳
で
聞
い
て
興
味
を
感
じ
る
音
楽
的
な
効
果
の
あ
る
文
体
で
あ
り
、
読
み
取
っ
た
人
物
の
心
情
を
生
か
し
た
音
読
教
材
と
も
な

り
得
る
。
生
徒
も
小
学
生
時
代
に
暗
唱
の
経
験
の
あ
る
冒
頭
の
「祇
園
精
舎
」で
は
、
作
品
の
根
底
に
流
れ
る
「無
常
観
」を
理
解
す
る
こ

と
に
適
し
て
い
る
。
「扇
の
的
」で
は
、
源
氏
、
平
家
そ
れ
ぞ
れ
が
合
戦
の
中
で
命
を
懸
け
て
戦
い
、
大
将
の
命
令
に
は
逆
ら
え
な
い
「那
須

与
一
」の
揺
れ
動
く
心
情
や
「与
一
」の
見
事
な
腕
前
に
対
し
て
舞
を
舞
う
平
家
の
老
武
者
に
対
し
て
、
「源
義
経
」の
「射
倒
せ
」と
い
う

非
情
な
命
令
や
「与
一
」の
行
為
に
対
す
る
分
か
れ
る
評
価
に
対
し
て
現
代
人
の
感
覚
で
ど
ち
ら
に
共
感
す
る
か
を
考
え
る
こ
と
も
当

時
の
武
士
の
生
き
様
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
「弓
流
し
」で
の
「義
経
」の
行
為
に
対
し
て
の
是
非
に
つ
い
て
自
分
の
考
え

を
明
ら
か
に
し
、
仲
間
と
の
活
発
な
意
見
交
流
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
単
元
終
末
で
「扇
の
的
」、
「弓
流
し
」か
ら
読
み

取
れ
る
「義
経
」に
対
し
て
感
じ
た
こ
と
を
根
拠
に
リ
ー
ダ
ー
の
あ
る
べ
き
姿
も
考
え
ら
れ
る
教
材
で
あ
る
。 

 

三
．
生
徒
の
実
態
か
ら 

 
 

 

一
学
期
の
「枕
草
子
」の
学
習
前
と
学
習
を
終
え
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
次
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
。 

              

 
 

 

「枕
草
子
」の
学
習
前
で
は
、
「古
文
の
学
習
に
苦
手
（ 

嫌
い
）」と
答
え
る
生
徒
が
七
割
以
上
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
歴
史
的
仮
名

遣
い
を
直
し
た
り
、
現
代
と
意
味
合
い
の
違
う
古
語
に
着
目
し
て
現
代
語
訳
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
に
抵
抗
感
を
感
じ
、
学
習
意
欲
が

わ
か
な
か
っ
た
生
徒
が
非
常
に
多
い
と
い
う
実
態
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
「枕
草
子
」で
は
、
古
文
に
慣
れ
る
た
め
に
教
師
の
後
に
続
け
て

読
ん
だ
り
、
ペ
ア
で
交
互
に
読
み
合
っ
た
り
す
る
な
ど
音
読
に
力
を
入
れ
る
こ
と
で
「仮
名
遣
い
」の
直
し
方
に
慣
れ
さ
せ
た
。
ま
た
、
現

代
語
訳
を
す
る
上
で
必
要
と
な
る
古
語
（ 

を
か
し
・ 

あ
は
れ
・ 

つ
と
め
て
・ 

つ
き
づ
き
し
）な
ど
の
意
味
を
古
文
と
現
代
語
訳
を
常

に
見
比
べ
さ
せ
な
が
ら
訳
す
こ
つ
を
つ
か
ま
せ
た
。
さ
ら
に
、
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
つ
か
ま
せ
る
た
め
に
発
展
学
習
と
し

て
『現
代
版
枕
草
子
（ 

清
少
納
言
へ手
紙
を
書
こ
う
）』と
い
う
活
動
を
行
い
、
清
少
納
言
の
感
性
に
つ
い
て
共
感
で
き
る
、
共
感
で
き
な

い
点
を
手
紙
の
中
に
入
れ
る
と
と
も
に
現
代
人
が
感
じ
る
夏
の
風
物
詩
を
伝
え
る
こ
と
で
、
現
代
と
昔
を
比
べ
な
が
ら
自
分
の
考
え
を

明
ら
か
に
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
の
学
習
を
通
し
て
、
古
文
に
興
味
が
も
て
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
現
代
仮
名
遣
い
に
直
す
こ
と
や
音
読
し
た

り
す
る
こ
と
への
苦
手
意
識
が
多
少
改
善
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ま
だ
ま
だ
現
代
語
訳
す
る
こ
と
への
苦
手
意
識
は
根
強
い
。
そ
こ
で
、
「平

家
物
語
」に
お
い
て
も
重
要
な
古
語
の
訳
し
方
や
登
場
人
物
（ 

那
須
与
一
・ 

源
義
経
・ 

そ
の
場
に
い
る
武
士
）の
心
情
を
読
み
取
ら

せ
な
が
ら
、
当
時
の
武
士
の
も
の
の
見
方
に
気
付
か
せ
た
り
、
源
義
経
の
生
き
方
を
通
し
て
リ
ー
ダ
ー
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
明
ら

か
に
さ
せ
た
り
し
、
単
元
終
末
で
は
仲
間
と
の
交
流
を
通
し
て
現
代
の
理
想
の
リ
ー
ダ
ー
像
に
つ
い
て
語
り
合
わ
せ
た
い
。 

 

  

  
  

  
 

  

  

  

  

「枕草子」 学習前 

古文の学習【苦手】 

現代仮名遣い【苦手】 

現代語訳【苦手】 

古文の音読【苦手】 

７４．２ 

７４．２

２ 

７４．２ 

６４．６ 

「枕草子」 学習後 

古文の学習【苦手】 

 

現代仮名遣い【苦手】 

 

現代語訳【苦手】 

 

古文の音読【苦手】 

 

５１．６ 

７４．２ 

３８．７ 

６４．５ 

 

（９．７↑） 



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

  

中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

 

「我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」（ 

中
） 

第
二
学
年
よ
り 

 

（ 

３
） 
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

ア 

作
品
の
特
徴
を
生
か
し
て
朗
読
す
る
な
ど
し
て
、
古
典
の
世
界
に
親
し
む
こ
と 

 
 

 
 

・ 

冒
頭
部
分
の
リ
ズ
ム
感
や
扇
の
的
に
向
か
う
「与
一
」の
心
情
を
意
識
し
た
音
読
を
し
て
い
る
。 

  
 

 

イ 

現
代
語
訳
や
語
注
な
ど
を
手
掛
か
り
に
作
品
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
古
典
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
知
る
こ
と
。 

 
 

 
 

・ 

平
家
物
語
に
描
か
れ
て
い
る
源
平
合
戦
の
背
景
を
理
解
し
、
当
時
の
武
士
の
生
き
様
を
想
像
し
て
い
る
。 

 
 

中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

 

「読
む
こ
と
」（ 

中
） 

第
二
学
年
よ
り 

 

（ 

Ｃ
） 

読
む
こ
と 

精
査
・ 

解
釈
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

イ 

目
的
に
応
じ
て
複
数
の
情
報
を
整
理
し
な
が
ら
適
切
な
情
報
を
得
た
り
、
登
場
人
物
の
言
動
の
意
味
な
ど
に
つ
い
て
考
え
た

り
し
て
、
内
容
を
解
釈
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

・ 

場
面
の
展
開
や
表
現
に
着
目
し
、
「与
一
」や
「義
経
」の
心
情
を
つ
か
み
、
人
物
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

  
 

 

オ 

文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
知
識
や
経
験
と
結
び
付
け
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る

こ
と 

 
 

 
 

・ 

作
品
を
通
し
て
捉
え
た
「義
経
」の
総
大
将
と
し
て
の
生
き
様
を
現
代
の
自
分
の
生
活
と
比
較
し
て
理
想
の
リ
ー
ダ
ー
像
を
考
え

て
い
る
。 

 

 

本
教
材
で
は
、
学
習
指
導
要
領
の
第
二
学
年
「我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」と
「読
む
こ
と
」の
指
導
事
項
を
関
連
さ
せ
、
当 

時
の
武
士
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
メ
モ
向
け
る
の
構
想
を
立
て
た
。 

言
語
活
動
と
し
て 

「扇
の
的
・ 

弓
流
し
」か
ら
義
経
を
中
心
に
本
文
の
言
動
や
行
動
を
表
す
表
現
に
着
目
し
、
人
物
像
を
捉
え
さ 

せ
る
。
ま
た
、
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
「義
経
」の
生
き
様
を
読
み
取
る
た
め
に
は
、
本
文
だ
け
で
な
く
源
平
合
戦
の
あ
ら
ま
し
や
義
経 

い
ぶ
り
に
も
目
を
向
け
さ
せ
る
た
め
の
資
料
の
必
要
性
も
感
じ
る
。
そ
し
て
、
「扇
の
的
」で
の
「与
一
」に
対
す
る
一
連
の
命
令
か
ら
非 

情
さ
だ
け
で
な
く
、
「弓
流
し
」で
の
自
分
の
命
を
顧
み
ず
に
源
氏
全
体
の
名
誉
を
考
え
て
落
と
し
た
弓
を
命
懸
け
で
拾
う
姿
か
ら
感 

じ
た
こ
と
な
ど
に
着
目
し
、
「義
経
」の
総
大
将
と
し
て
の
生
き
様
を
考
え
、
交
流
す
る
こ
と
が
、
「読
む
こ
と
」の
指
導
事
項
の
「目
的
に 

応
じ
て
複
数
の
情
報
を
整
理
し
な
が
ら
適
切
な
情
報
を
得
た
り
、
登
場
人
物
言
動
の
意
味
な
ど
に
つ
い
て
考
え
た
り
し
て
、
内
容
を
解 

釈
す
る
こ
と
。
」に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。 

 

さ
ら
に
、
「我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」の
「古
典
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
知
る
こ
と
。
」を
具
体
化
す
る
た
め 

の
手
立
て
と
し
て
現
代
と
比
較
さ
せ
る
活
動
を
位
置
付
け
る
。
本
研
究
授
業
の
時
期
は
後
期
の
学
級
組
織
が
動
き
出
し
始
め
た
時
期 

で
、
「平
家
物
語
」の
学
習
で
一
貫
し
て
追
究
し
て
き
た
源
氏
の
総
大
将
で
あ
る
義
経
の
リ
ー
ダ
ー
像
を
現
代
の
中
学
二
年
生
と
い
う
部 

活
動
や
学
校
生
活
で
も
必
要
と
さ
れ
る
リ
ー
ダ
ー
性
を
比
較
し
、
自
分
も
後
期
の
新
し
い
係
で
リ
ー
ダ
ー
性
を
発
揮
す
る
た
め
に
は 

 

ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
を
考
え
る
活
動
を
単
元
終
末
に
位
置
付
け
た
。
学
級
の
仲
間
と
理
想
の
リ
ー
ダ
ー
像
を
交
流
す
る
こ
と
を
通 

し
て
古
典
の
世
界
と
現
代
を
つ
な
げ
、
古
典
の
魅
力
を
よ
り
身
近
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
単
元
の
指
導
を
仕
組
ん
だ
。 

 

五
．
研
究
と
の
か
か
わ
り 

 
 

言
語
部
会
研
究
テ
ー
マ
よ
り 

  

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 

～ 

 
 ①

指
導
計
画
の
工
夫 

  
 

本
学
級
の
生
徒
の
実
態
（ 

消
極
的
で
人
任
せ
に
す
る
傾
向
が
強
い
）か
ら
平
家
物
語
の
背
景
を
丁
寧
に
抑
え
る
こ
と
で
作
品
に
興
味 

を
も
ち
、
意
欲
的
に
学
習
に
取
り
組
め
る
よ
う
な
時
間
を
位
置
付
け
た
。
そ
の
際
、
夏
休
み
に
屋
島
に
訪
れ
、
撮
影
し
た
写
真
や
現
地
の 

人
か
ら
聞
い
た
話
を
必
要
に
応
じ
て
提
示
す
る
こ
と
で
「屋
島
の
戦
い
」（ 

『扇
の
的
』）」に
興
味
を
持
つ
生
徒
が
増
え
る
こ
と
を
期
待
し
て 

い
る
。
ま
た
、
「扇
の
的
」に
お
け
る
与
一
や
義
経
、
戦
い
の
場
に
い
た
武
士
に
対
し
て
感
じ
た
こ
と
を
交
流
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
「与
一
」 

の
心
情
を
読
み
取
り
、
読
み
取
っ
た
心
情
を
意
識
し
た
音
読
練
習
を
行
わ
せ
る
た
め
に
通
常
の
授
業
時
間
よ
り
も
時
間
数
を
確
保
し
た
。 

 

さ
ら
に
、
単
元
の
授
業
構
成
を
立
て
る
際
、
令
和
五
年
度
国
語
科
授
業
改
善
講
座
（ 

セ
ン
タ
ー
研
）で
学
ん
だ
こ
と
を
意
識
し
て
単
元 



構
想
図
を
作
成
し
た
。
ま
た
、
今
回
の
関
市
教
育
研
究
会
で
の
授
業
公
開
は
、
来
年
度
の
岐
阜
県
中
学
校
国
語
部
会
美
濃
地
区
大
会
【言
語
文 

化
部
会
】の
研
究
主
題
を
具
現
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
県
国
語
部
会
が
提
案
し
て
い
る
単
元
構
想
図
も
併
せ
て
示
し
て
い
る
。 

 

②
指
導
援
助
の
工
夫 

  
 

「枕
草
子
」（ 
第
一
段
）で
は
、
最
終
的
に
暗
唱
さ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
い
、
音
読
練
習
に
力
を
入
れ
、
生
徒
も
音
読
へ 

の
抵
抗
感
も
薄
れ 

た
が
、
平
家
物
語
は
リ
ズ
ム
感
や
臨
場
感
を
感
じ
ら
れ
る
反
面
、
読
み
づ
ら
い
。
そ
こ
で
、
場
面
を
指
定
し
、
状
況
に
応
じ
て
音
楽
記
号
を 

付
け
、
グ
ル
ー
プ
内
で
音
読
を
交
流
す
る
場
も
位
置
付
け
る
こ
と
で
、
古
文
の
音
読
の
上
達
が
内
容
理
解
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
た
。 

 

従
前
で
記
し
た
よ
う
に
「枕
草
子
」の
学
習
後
、
ま
だ
現
代
語
訳
に
抵
抗
を
感
じ
て
い
る
生
徒
が
相
当
数
存
在
す
る
の
で
、
「平
家
物
語
」 

に
お
い
て
も
重
要
古
語
を
中
心
に
現
代
語
訳
に
も
慣
れ
さ
せ
た
い
。 

ま
た
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
本
教
材
で
は
、
与
一
や
義
経
の
行
為
に
対
し 

て
賛
否
両
論
に
分
か
れ
る
部
分
が
複
数
あ
る
。
そ
こ
で
、
つ
か
ん
だ
人
物
像
を
意
識
し
な
が
ら
、
自
分
は
ど
う
思
う
か
と
い
う
点
に
対
し 

て
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
、
交
流
す
る
こ
と
で
【思
考
・ 

判
断
・ 

表
現
】の
活
動
と
し
た
い
。
そ
の
際
、
枠
だ
け
で 

特
に
字
数
に
こ
だ
わ
ら
な
い
も
の
と
原
稿
用
紙
タ
イ
プ
で
字
数
に
こ
だ
わ
る
も
の
に
分
け
、
短
時
間
で
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
力
の
向 

上
を
意
図
し
、
箇
条
書
き
で
書
く
場
と
文
章
で
書
く
場
を
区
別
し
、
単
調
な
学
習
に
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
。 

 

さ
ら
に
、
本
教
材
で
は
、
「与
一
」だ
け
で
な
く
、
「義
経
」の
言
動
や
行
動
に
着
目
し
て
人
物
像
を
捉
え
る
活
動
を
要
所
に
位
置
付
け
た
。 

そ
の
活
動
の
意
図
と
し
て
、
源
平
合
戦
に
お
け
る
平
家
追
討
軍
の
総
大
将
で
あ
る
「義
経
」の
リ
ー
ダ
ー
と
現
代
の
中
学
二
年
生
の
考
え 

る
理
想
の
リ
ー
ダ
ー
像
を
考
え
る
活
動
を
終
末
に
位
置
付
け
、
学
級
内
で
交
流
さ
せ
た
い
。
こ
の
活
動
を
行
う
こ
と
で
、
岐
阜
県
中
学
校 

国
語
部
会
、
【言
語
文
化
部
会
】の
研
究
主
題
、
『言
語
に
親
し
み
、
社
会
生
活
に
つ
な
げ
る
能
力
の
育
成
』の
「社
会
生
活
に
つ
な
げ
る
能 

力
の
育
成
」の
具
現
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
。
勿
論
、
国
語
科
の
授
業
な
の
で
、
特
別
活
動
の
色
が
強
く
出
な
い
よ
う
に
配
慮
を
す
る
必
要 

す
る
必
要
は
あ
る
が
、
国
語
科
は
社
会
生
活
に
直
結
す
る
教
科
で
も
あ
る
の
で
、
単
な
る
教
材
理
解
で
終
始
し
な
い
よ
う
に
し
た
い
。 

 

次
に
指
導
援
助
の
工
夫
と
し
て
第
一
時
に
「平
家
物
語
」の
あ
ら
ま
し
を
つ
か
む
際
に
、
「ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」と
併
せ
て
全
時
間
の
学
習
で
使 

補
助
資
料
を
含
め
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
と
自
己
評
価
シ
ー
ト
を
冊
子
と
し
て
配
布
し
た
。
時
間
ご
と
で
な
く
ま
と
め
て
配
布
し
た
意
図
と
し 

て
は
、
先
の
全
国
学
力
学
習
状
況
調
査
、
生
徒
質
問
紙
「⑯
」の
『家
で
自
分
で
計
画
を
立
て
て
勉
強
を
し
て
い
ま
す
か
』と
い
う
問
い
に
対 

し
て
本
校
の
結
果
は
「あ
ま
り
し
て
い
な
い
」、
「全
く
し
て
い
な
い
」を
合
わ
せ
て
【４
０
．
２
％
】で
あ
っ
た
。
家
庭
学
習
の
実
施
状
況
は
二
年 

生
も
ほ
ぼ
同
様
の
結
果
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
連
の
学
習
内
容
を
最
初
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
家
庭
学
習
（ 

予
習
・ 

復
習
）に
活
用
さ
せ 

た
い
と
考
え
た
。 

 

昨
今
、
授
業
で
のIC

T

機
器
の
積
極
的
な
活
用
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
本
単
元
に
お
い
て
も
紙
ベ
ー
ス
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
多
用
し
、 

時
代
の
求
め
に
逆
行
し
て
い
る
と
強
く
感
じ
る
が
、
次
の
点
で
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
活
用
を
考
え
て
い
る
。 

 
 

       

 

こ
の
よ
う
な
多
様
な
活
動
を
行
う
こ
と
で
【重
点
と
す
る
指
導
事
項
】、
『現
代
語
訳
や
語
注
な
ど
を
手
掛
か
り
に
作
品
を
読
む
こ
と
を 

通
し
て
、
古
典
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
知
る
こ
と
』（ 

伝
統
的
な
言
語
文
化 

イ
）を
具
現
し
、
古
文
へ 

の
関
心
を
高
め
て
い 

き
た
い
。 

 

③
評
価
の
工
夫 

  
 

夏
休
み
の
県
中
国
研
の
夏
季
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
全
体
会
に
お
い
て
、
評
価
で
大
切
に
し
た
い
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
「評
価
を
記
録
に
残
す
」・  

「評
価
記
録
に
残
す
」こ
と
を
意
識
し
た
評
価
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
単
元
指
導
計
画
の
評
価
規
準
を
具
体
的 

に
作
成
し
た
。
評
価
規
準
だ
け
で
な
く
、
個
々
の
生
徒
の
学
習
状
況
や
定
着
状
況
を
確
認
す
る
意
味
で
も
毎
時
間
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記 

述
内
容
を
把
握
し
、
朱
書
き
を
い
れ
る
こ
と
で
生
徒
の
主
体
的
な
学
び
に
向
か
う
態
度
を
育
て
る
た
め
の
手
立
て
と
す
る
。 

    

・ 

「与
一
」が
扇
の
的
に
向
か
う
心
情
を
つ
か
み
、
心
情
に
応
じ
た
音
楽
記
号
等
を
付
け
、
学
級
で
音
読
練
習
を
行
い
、 

 
 

家
庭
で
自
分
が
工
夫
し
た
点
を
意
識
し
た
音
読
を
録
画
し
、
提
出 

・ 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記
述
を
写
真
に
撮
り
、
提
出
箱
へ 

送
り
、
共
有
し
て
の
交
流 

・ 

「平
家
物
語
」の
あ
ら
ま
し
を
理
解
す
る
た
め
の
動
画
や
画
像
の
視
聴 



六
．
単
元
指
導
計
画 

（ 

全
七
時
間
） 

  

【単
元
の
ね
ら
い
】 

 

・ 

武
士
の
生
き
方
や
価
値
観
が
読
み
取
れ
る
表
現
に
着
目
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
登
場
人
物
（ 

与
一
・ 

義
経
・ 

そ
の
場
の
武
士
た
ち
）の

心
情
に
気
付
き
、
作
品
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
知
り
、
現
代
の
考
え
方
と
比
べ
て
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。 

 

【単
元
の
評
価
規
準
】 

【知
・ 

技
】 

・ 

現
代
語
訳
や
語
注
な
ど
を
手
掛
か
り
に
作
品
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
作
品
に
表
れ
た
当
時
の
武
士
の
価
値
観
や
生
き
方
を

知
っ
て
い
る
。 
「伝
統
的
な
言
語
文
化 

イ
」 

【思
・ 

判
・ 

表
】 

・ 

当
時
の
武
士
（ 

与
一
・ 

義
経
な
ど
）の
言
動
や
行
動
に
着
目
し
、
共
感
で
き
た
と
こ
ろ
・ 

で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
自

分
の
知
識
や
経
験
と
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
る
。 

「読
む
こ
と 

イ
」 

【主
体
的
な
態
度
】 

・ 

粘
り
強
く
登
場
人
物
の
言
動
や
行
動
か
ら
読
み
取
れ
る
武
士
の
価
値
観
や
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
、
自
分
の
生
活
と

比
べ
な
が
ら
リ
ー
ダ
ー
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
文
章
に
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
。 

７ ６ 時 本 ５ ４ ３ 

    

２ １ 時 

「扇
の
的
」の
学
習
を
通
し
て
つ
か
ん
だ
源
氏
の
総
大
将
と
し
て
の
義
経
の
リ
ー

ダ
ー
像
を
現
代
の
自
分
の
生
活
と
比
較
し
、
自
分
の
考
え
る
理
想
の
リ
ー
ダ
ー

像
を
ま
と
め
、
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

◎
「義
経
の
リ
ー
ダ
ー
像
が
現
代
に
通
用
す
る
か
を
考
え
、
理
想
の
リ
ー
ダ
ー

像
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
」 

流
さ
れ
た
弓
を
命
懸
け
で
拾
っ
た
義
経
の
行
為
を
「肯
定
・ 

否
定
」の
立
場
で

考
え
、
交
流
す
る
活
動
を
通
し
て
、
義
経
の
源
氏
の
総
大
将
と
し
て
の
生
き
様

に
気
付
き
、
義
経
に
対
す
る
新
た
な
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
。 

◎
「落
と
し
た
弓
を
命
懸
け
で
拾
っ
た
義
経
の
行
為
を
「肯
定
・ 

否
定
」の
立
場

か
ら
考
え
、
新
た
な
義
経
像
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
」 

与
一
の
見
事
な
腕
前
に
感
じ
入
っ
て
舞
を
舞
う
平
氏
の
老
武
者
を
射
倒
し
た
こ

と
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
も
ち
、
交
流
す
る
活
動
を
通
し
て
、
義
経
や
与
一

に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

◎
「自
分
だ
っ
た
ら
与
一
の
行
為
を
ど
う
思
う
だ
ろ
う
か
。
」 

与
一
が
平
家
方
の
舟
に
立
て
か
け
ら
れ
た
扇
を
射
落
と
そ
う
と
す
る
ま
で
の

心
情
を
読
み
取
る
活
動
を
通
し
て
、
死
を
覚
悟
し
て
弓
を
放
つ
姿
か
ら
当
時
の

武
士
の
生
き
方
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。 

◎
「工
夫
し
た
音
読
を
す
る
こ
と
で
与
一
の
心
情
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
」 

平
氏
方
が
扇
の
的
を
源
氏
方
に
射
落
と
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
の
「義
経
」

と
「与
一
」の
心
情
を
活
表
現
に
着
目
し
て
人
物
像
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。 

◎
「な
ぜ
、
平
氏
は
扇
の
的
を
射
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
。
そ
の
時
の
「義
経
・ 

与
一
」の
心
情
を
考
え
よ
う
。
」 

  

「平
家
物
語
」の
冒
頭
部
分
を
繰
り
返
し
音
読
す
る
活
動
を
通
し
て
、
古
文
の
リ

ズ
ム
に
親
し
む
と
と
も
に
作
品
の
根
底
に
流
れ
る
「無
常
観
」の
意
味
に
気
付

き
、
作
品
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

◎
「冒
頭
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
音
読
し
、
根
底
な
流
れ
る
思
い
を
つ
か
も
う
。
」 

  

「源
平
合
戦
」の
歴
史
的
背
景
や
「平
家
物
語
」に
つ
い
て
知
る
活
動
を
通
し
て
、

武
士
の
生
き
様
に
気
付
き
、
作
品
に
関
心
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。 

◎
「源
平
合
戦
博
士
を
目
指
し
、
作
品
の
知
識
を
高
め
よ
う
。
」 

 

ね
ら
い 

 
 

◎
学
習
課
題 

作
品
全
体
か
ら
捉
え
た
義
経
の
大
将
と
し

て
の
生
き
様
を
現
代
生
活
と
比
べ
、
自
分
の

理
想
の
リ
ー
ダ
ー
像
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。 

（ 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記
述
・交
流
の
様
子
） 

義
経
の
行
為
を
源
氏
の
老
臣
と
の
対
応
か

ら
「肯
定
・ 

否
定
」で
考
え
、
交
流
活
動
を

通
し
て
作
品
全
体
か
ら
義
経
の
リ
ー
ダ
ー

像
を
捉
え
て
い
る
。 

（ 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記
述
・交
流
の
様
子
） 

「あ
、
射
た
り
。
」「情
け
な
し
。
」と
分
か
れ
る
評

価
に
対
し
、
選
ん
だ
立
場
の
根
拠
を
明
確
に
し
て

自
分
の
考
え
を
ま
と
め
て
い
る
。 

（ 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記
述
・交
流
の
様
子
） 

言
葉
に
着
目
し
て
「与
一
」の
心
情
を
つ
か
み
、
そ

の
心
情
に
応
じ
た
音
読
の
仕
方
を
工
夫
し
て
い

る
。 

（ 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記
述
・音
読
の
様
子
） 

平
氏
の
行
為
の
意
図
を
捉
え
、
そ
れ
に
対
す
る

「与
一
・ 
義
経
」の
心
情
を
捉
え
、
当
時
の
武
士

の
価
値
観
や
人
物
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

（ 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記
述
・交
流
の
様
子
）） 

リ
ズ
ム
感
を
意
識
し
た
音
読
を
行
い
、
本
文
か
ら

作
品
の
根
底
に
流
れ
る
「無
常
観
」の
意
味
を
捉

え
て
い
る
。 

（ 
音
読
の
様
子
・ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記
述
） 

資
料
を
通
し
て
「平
家
物
語
」の
背
景
で
あ
る
源

平
合
戦
の
あ
ら
ま
し
を
つ
か
み
、
作
品
に
興
味
を

も
っ
て
い
る
。
（ 

授
業
姿
勢
の
観
察
） 

評
価
規
準
・ 

評
価
方
法 



７．単元構想図   単元名 【６ いにしえの心を訪ねる】   教材名 【扇の的－「平家物語」から】 （全７時間）   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 【単元の目標】 ・武士の生き方や価値観が読み取れる表現に着目することを通して、登場人物（那須与一・源義経・その場の武士たち）の心情に気づき、作品に表れた

ものの見方や考え方を知り、現代の考え方と比べて自分の考えをもつことができる。 

⑥ 【単元の言語活動】 ・合戦における武士の生き様や価値観を現代の自分たちの生活と比べ、理想のリーダー像について考えたことをまとめよう。 

⑦ 【言語活動成立の要件】 

・平家物語に描かれている源平合戦の背景を理解し、当時の武士の生き様から心情を想像している。 

・武士の生き様や価値観【義経のリーダー像】を示す根拠となる表現を捉え、現代の自分の生活と比較して考えている。 

⑧ 【単元の流れ】 

【第１次】 ２時間 〈学習の見通しをもつ。〉 

・人物、時、出来事などに着目して作品の背

景となる源平合戦のあらましをつかむ。 

・冒頭部分を音読し、語注から作品の根底に

ある無常観をつかむ。 

【第２次】 ３時間 

〈場面の展開から人物の心情を読み取る。〉 

・平家の行為に対する義経の心情を考える。 

・与一の揺れる心情を考える。 

・「あ、射たり。」「情けなし。」を考える。 

【第３次】 ２時間 

〈義経の行為や人物像について語り合う。〉 

・義経の行為について自分の考えをもつ。 

・お互いの考えを小集団で語り合う。 

・リーダー像について現代と比較する。 

⑨ 【単位時間の流れ】 

【第１次】 

①本教材の活動の出口を

イメージさせる。また、資

料や画像を用いて源平

合戦のあらましを理解さ

せる。 

②冒頭部分を繰り返し音読

させ、リズム感に慣れる

とともに作品の「無常観」

を理解させる。 

【第２次】 

③平家の行為の意味を考え、そ

れに対する義経と与一の心情

を考える。 

④与一の心情の揺れ動きや義

経の非情な命令から当時の武

士の価値観を考える。 

⑤「あ、射たり。」「情けなし。」と

いう言葉からこの場の人物に

対する自分の考えをもつ。 

【第３次】 〈第６時を中心に〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 評価の視点  

【知・技】 ・現代語訳や語注などを手掛かりに作品を読むことを通して、作品に表れた当時の武士の価値観や生き方を知っている。「（３）イ」 

【思・判・表】・当時の武士（与一・義経など）の言動や行動に着目し、共感できたところ・できなかったところを自分の知識や経験と結び付けて 

        考えている。 「C－イ」  〈③～⑥〉 

【態度】・粘り強く登場人物の言動や行動から読み取れる武士の価値観や生き方について考え、自分の生活と比べながらリーダーのあるべき姿につ

いて自分の考えを文章にまとめようとしている。 〈⑦〉 

④ 【教材の特徴】                

合戦の中で登場する人物の言動や行動に

着目し、そこから当時の武士の価値観や生

き様に触れ、人物像をつかみ、現代の自分

たちの生活と比べながら生き方を考える。 

② 【生徒の実態】 

・古文の学習の意義が分からず、仮名遣い

や現代語訳に直すことに抵抗感をもって

いる。 

・自分の考えに自信をもてず、積極的な挙手

発言につながらない姿が多い。 

 

 

 

 

 

③ 【既習事項】 

・歴史的仮名遣いを適切に直している。 

・古語に注意して現代語訳を確認している。 

・筆者の感性に触れ、手紙形式で現代との

感じ方を比較し、感想や筆者の書きぶりを

参考にし「現代版枕草子」を書いている。 

 

① 【重点とする指導事項】 
・目的に応じて複数の情報を整理しながら適切な情報を

得たり、登場人物の言動の意味などについて考えたり

して、内容を解釈すること。 「Ｃ－イ」 

・現代語訳や語注などを手掛かりに作品を読むことを通

して、古典に表れたものの見方や考え方を知ること。 

 「伝統的な言語文化  イ」 

 

評価 

・義経の行為の

是非を仲間と交

流することを通

して新たな義経

の人物像をまと

めている。 

構え  人物の生き様に触れ、自分の考えを明らかにする。 

課題化 

・「扇の的」にお

ける義経の言

動や行動に着

目して人物像

を焦点化する。 

展開（深めの発問） 

・「弓流し」で義経が

命懸けで自分の弓を

拾う行為に対して肯

定・否定の立場で考

えをまとめる。 



八
．
本
時
の
ね
ら
い 

流
さ
れ
た
弓
を
命
懸
け
で
拾
っ
た
義
経
の
行
為
を
「肯
定
・ 

否
定
」の
立
場
で
考
え
、
交
流
す
る
活
動
を
通
し
て
、
義
経
の
源
氏
の
総 

大
将
と
し
て
生
き
様
に
気
付
き
、
義
経
に
対
す
る
新
た
な
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

九
．
本
時
の
展
開
（ 
六
／
七
） 

導
入 

  

展
開 

                           

終
末 

        

◇
「扇
の
的
」の
学
習
で
つ
か
ん
だ
義
経
の
人
物
像
を
振
り
返
る
。 

・ 

冷
た
く
思
い
や
り
が
な
い
。  

・ 

勝
つ
こ
と
し
か
頭
に
な
い
。  

・ 

プ
ラ
イ
ド
が
高
い
。  

・ 
自
信
家
で
空
気
が
読
め
な
い
。  

・ 

戦
闘
狂 

 

☆
な
ぜ
、
義
経
は
命
懸
け
で
弓
を
拾
っ
た
の
だ
ろ
う
？ 

 

・ 

弱
々
し
い
弓
を
敵
に
拾
わ
れ
て
バ
カ
に
さ
れ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
。 

 

・ 

為
朝
の
よ
う
な
頑
強
な
弓
で
は
な
か
っ
た
か
ら
。 

 

・ 

源
氏
の
恥
と
な
り
、
平
家
の
士
気
を
上
げ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
。 

 
 

◇
全
体
で
「弓
流
し
」を
音
読
し
、
義
経
の
行
為
の
意
図
を
考
え
る
。 

◇
本
時
の
課
題
を
確
認
す
る
。 

  
 

 

落
と
し
た
弓
を
命
懸
け
で
拾
っ
た
義
経
の
行
為
を
ど
う
思
う
か
？ 

【否
定
】 

・ 

こ
の
行
為
は
危
険
す
ぎ
る
。
命
を
落
と
し
た
ら
意
味
が
な
く
、
平
家

の
士
気
が
上
が
り
、
結
果
と
し
て
源
氏
の
恥
に
な
る
。 

・ 

義
経
の
プ
ラ
イ
ド
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
家
臣
を
不
安
に
さ
せ

る
の
は
大
将
と
し
て
よ
く
な
い
。 

・ 

今
回
は
た
ま
た
ま
拾
え
た
け
ど
、
命
の
危
険
が
あ
る
。
も
し
、
平
氏

に
拾
わ
れ
て
バ
カ
に
さ
れ
て
も
気
に
せ
ず
戦
え
ば
い
い
か
ら
。 

 

【肯
定
】 

・ 

義
経
は
源
氏
全
体
の
こ
と
を
考
え
て
い
て
、
も
し
命
を
落
と
し
た
と

し
て
も
そ
れ
で
味
方
が
反
撃
し
、
団
結
力
が
高
め
ら
れ
る
か
ら
。 

・ 

大
将
と
し
て
弱
々
し
い
弓
を
拾
わ
れ
る
こ
と
で
今
後
の
戦
況
に
悪
影

響
が
出
る
か
ら
。 

 

・ 

部
活
で
後
輩
に
「こ
の
先
輩
は
弱
い
。
」と
思
わ
れ
た
く
な
い
し
、
周
り 

 
 

 

の
人
に
も
認
め
ら
れ
た
い
と
い
う
思
い
は
共
感
で
き
る
か
ら 

 
 

 

「肯
定
・ 

否
定
」の
立
場
で
自
分
の
考
え
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。 

 

◇ 

な
ぜ
、
義
経
が
弓
を
落
と
す
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？ 

・ 

与
一
が
平
氏
の
老
武
者
を
射
倒
し
た
こ
と
に
怒
っ
て
攻
め
て
き
た
平
氏 

 
 

を
義
経
自
ら
迎
え
撃
と
う
と
し
た
か
ら
。 

◇ 

「弓
流
し
」の
場
面
か
ら
読
み
取
れ
た
人
物
像
を
ま
と
め
る
。 

 

過
去
の
戦
い
か
ら
義
経
は
奇
襲
を
か
け
、
勝
つ
た
め
な
ら
手
段
を
選
ば
ず
、
卑

怯
な
人
だ
と
思
っ
た
。
扇
の
的
で
は
、
与
一
の
腕
前
を
認
め
た
平
家
の
老
武
者
を

平
気
で
殺
さ
せ
る
非
情
な
人
物
と
思
っ
た
が
、
「弓
流
し
」で
は
、
源
氏
の
名
誉
を

守
っ
た
り
、
大
将
自
ら
戦
い
に
赴
い
た
り
す
る
面
に
気
付
け
た
。
ま
た
、
単
に
安
全

な
場
所
か
ら
非
情
な
命
令
を
出
す
だ
け
で
は
な
い
こ
と
も
わ
か
っ
た
。 

 
 

       
    

次
時
の
学
習
内
容
（ 

理
想
の
リ
ー
ダ
ー
像
に
つ
い
て
）を
確
認
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

学
習
活
動 

・ 

「扇
の
的
」で
の
与
一
へ
の
命
令
や
行
動

か
ら
感
じ
る
義
経
像
を
確
認
す
る
。 

 

・ 

「弓
流
し
」の
古
文
を
先
に
音
読
し
、
義

経
の
行
為
を
評
価
す
る
と
き
に
老
臣
と

の
や
り
取
り
の
部
分
に
着
目
す
る
よ
う 

 
 

に
伝
え
る
。 

 

・ 

義
経
の 

「尫
弱
た
る
弓
」と
叔
父
の
為

朝
の
弓
と
の
違
い
を
確
認
す
る
。 

 

・ 

義
経
が
自
分
の
弱
弱
し
い
弓
を
平
氏
に

拾
わ
れ
る
と
戦
況
が
ど
の
よ
う
に
変
わ

る
か
を
考
え
な
が
ら
、
義
経
の
行
為
の

是
非
に
つ
い
て
根
拠
を
明
確
に
し
て
考

え
さ
せ
る
。 

 

・ 

自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
時
間
を
８
分

と
し
、
自
分
が
選
ん
だ
立
場
を
ネ
ー
ム

プ
レ
ー
ト
で
黒
板
に
貼
ら
せ
る
。 

 

・ 

貼
ら
れ
た
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
で
小
集
団

を
作
り
、
５
分
間
交
流
さ
せ
、
そ
の
後
、

全
体
交
流
を
行
う
。 

 

【評
価
規
準
】 

義
経
の
行
為
を
源
氏
の
老
臣
と
の
対
応

か
ら
「肯
定
・ 

否
定
」の
立
場
で
自
分
の

考
え
を
ま
と
め
、
交
流
活
動
を
通
し
て

新
た
な
義
経
の
リ
ー
ダ
ー
像
を
捉
え
て

い
る
。 

 

・ 

生
徒
の
学
習
状
況
に
応
じ
て
「弓
流
し
」

の
図
屏
風
を
見
せ
る
。 

 

・ 

「扇
の
的
」の
各
場
面
で
捉
え
た
義
経
像

と
違
う
新
た
に
気
付
い
た
義
経
像
を
ま

と
め
さ
せ
る
。 

 

・ 

次
時
の
学
習
内
容
を
確
認
す
る
。 

  
    
 

 
 

 

指
導
・ 

援
助 


