
〔
第
5
／
5

時
〕

・
同
じ
立
場
の
人
を
探
し
、
意
見
を
交
換
し
合
う
。

夏
草
―
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
か
ら
　
松
尾
　
芭
蕉

（
６
）
本
時
の
ま
と
め
と
振
り
返
り

・
本
時
の
ま
と
め
と
授
業
の
振
り
返
り
を
す
る
。

ネ
ー
ム
貼
り
付
け

ミ ン ミ ン ゼ ミ

ニ イ ニ イ ゼ ミ

（
１
）
導
入

・
最
終
的
な
自
分
の
立
場
(
意
見
)
を
決
定
す
る
。

・
書
き
出
し
た
理
由
を
発
表
し
合
う
。
（
挙
手
に
よ
る
発
表
・
指
導
者
に
よ
る
指
名
）

・
ど
の
く
ら
い
の
「
蝉
」
が
鳴
い
て
い
た
の
か
を
考
え
る
。
（
割
り
当
て
ら
れ

た
立
場
(
「
単
数
」
ま
た
は
「
複
数
」
)
に
立
っ
て
そ
の
理
由
を
考
え
る
。
）

（
５
）
「
蝉
の
声
」
の
大
き
さ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
【
個
別
学
習
・
協
同
学
習
】

（ 課 題 ）

ネ ー ム 貼 り 付 け

ネ
ー
ム
貼
り
付
け

ネ
ー
ム
貼
り
付
け

単 数

　 お く の ほ そ 道 ― 立 石 寺 ー

　 閑 か さ や 　 岩 に し み 入 る 　 蝉 の 声

ネ ー ム 貼 り 付 け

（
２
）
本
時
の
目
標
・
課
題
の
把
握

複 数

ア ブ ラ ゼ ミ

・
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
を
黒
板
に
貼
る
。
全
体
の
選
択
状
況
を
確
認
す
る
。

・
ワ
ー
ク
プ
リ
ン
ト
で
本
時
の
目
標
と
課
題
を
把
握
す
る
。

１
　
主
眼

 俳 句 や 本 文 か ら 作 者 の 思 い を 読 み 取 ろ う 。

俳
句
に
使
わ
れ
て
い
る
表
現
に
着
目
し
、

そ
れ
を
根
拠
と
し
て
俳
句
の
情
景
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
作
者
の
も
の
の
見

方
や
感
じ
方
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
指
導
上
の
留
意
点

【 発 展 学 習 】

　
俳
句
に
使
わ
れ
た
言
葉
を
吟
味
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に

表
出
す
る
作
者
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
た
か
。

【
評
価
】

（
１
）
導
入

・
ワ
ー
ク
プ
リ
ン
ト
の
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
を
す
る
。

・
電
子
黒
板
を
使
っ
て
導
入
部
分
を
説
明
す
る
。

（
２
）
本
時
の
目
標
・
課
題
の
把
握

・
ワ
ー
ク
プ
リ
ン
ト
で
本
時
の
目
標
と
課
題
を
説
明
す

る
。

・
俳
句
に
使
わ
れ
て
い
る
表
現
や
本
文
（
原
文
）
を
ヒ
ン

ト
に
し
な
が
ら
読
む
こ
と
を
伝
え
る
。

（
３
）
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
－
立
石
寺
－
を
音
読
す
る
。

・
起
立
し
て
音
読
し
、
読
み
終
え
た
者
か
ら
着
席
す
る
よ

う
指
示
す
る
。

・
音
読
終
了
後
、
本
文
内
容
(
現
代
語
訳
）
を
ワ
ー
ク
プ

リ
ン
ト
を
用
い
て
簡
単
に
確
認
す
る
。

（
４
）
「
蝉
の
声
」
の
種
類
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

・
電
子
黒
板
を
用
い
て
、
３
種
類
の
蝉
を
紹
介
し
、
そ
の

鳴
き
声
を
聞
か
せ
る
。

・
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
を
黒
板
に
貼
ら
せ
、
数
名
に
理
由
を

発
表
さ
せ
る
。

（
５
）
「
蝉
の
声
」
の
大
き
さ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

・
ワ
ー
ク
プ
リ
ン
ト
に
示
し
た
「
単
数
」
「
複
数
」
の
割

り
当
て
と
協
同
学
習
の
活
動
の
仕
方
に
つ
い
て
説
明
す

る
。

・
生
徒
の
進
捗
状
況
に
応
じ
て
、
本
文
（
原
文
）
や
俳
句

の
表
現
を
参
考
に
す
る
よ
う
に
伝
え
る
。

・
机
間
指
導
に
よ
り
個
別
に
生
徒
を
支
援
す
る
。

・
理
由
発
表
の
際
に
は
、
そ
の
内
容
に
応
じ
て
を
得
点

カ
ー
ド
を
示
し
な
が
ら
、
タ
イ
ム
リ
ー
に
評
価
す
る
。

（
６
）
振
り
返
り

・
本
時
の
ま
と
め
を
す
る
。

・
ワ
ー
ク
プ
リ
ン
ト
に
振
り
返
り
を
記
入
さ
せ
る
。

・
難
語
句
の
意
味
を
含
め
て
、
本
文
内
容
を
簡
単
に
確
認
す
る
。

・
本
文
を
音
読
す
る
。
（
起
立
し
て
読
み
、
終
わ
っ
た
人
か
ら
着
席
す
る
。
）

（
３
）
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
－
立
石
寺
－
の
本
文
を
音
読
す
る
。
【
一
斉
学
習
】

　
中
心
発
問
　
こ
の
時
、
鳴
い
て
い
た
蝉
は
「
単
数
」
か
「
複
数
」
か
？

指
導

者
池

藤
壮

士

岩
国

市
立

岩
国

中
学

校
３

年
１

組

平
成
2
7
年
1
1
月
1
6
日

（
月

）
５

校
時

・
ワ
ー
ク
プ
リ
ン
ト
の
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
を
使
っ
て
、
本
時
の
学
習

内
容
の
導
入
部
分
を
学
習
す
る
。

・
電
子
黒
板
で
示
さ
れ
た
３
種
類
の
蟬
の
声
を
聞
き
、
こ
の
句
に
最
も
ふ
さ
わ

し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
１
つ
選
ぶ
。

生 徒 の 発 表 意 見

生 徒 の 発 表 意 見

こ の 時 鳴 い て い た 蝉 は 「 単 数 」 か 「 複

数 」 か ？ 俳 句 や 本 文 を 手 掛 か り に し て 、

答 え な さ い 。

（
４
）
「
蝉
の
声
」
の
種
類
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
【
個
別
学
習
】

本
時
の
流
れ

 

振
り
返
り

 
目
標

 



板
書
型
指
導
案

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防
府
市
立
桑
山
中
学
校
 
 
山
本
佐
智
子

 

  
 １

 
主
 
眼
 
 

表
現
に
注
目
し
て
、
作
者
の
心
情

に
迫
り
、
読
み
を
深
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

 

２
 
指
導
上
の
留
意
点
 

 
 

 
「
捨
て
ら
れ
な
い
」
根
拠
を
詩
の

ど
こ
か
ら
感
じ
る
か
を
問
う
こ
と
で

ボ
タ
ン
に
惹
か
れ
る
「
僕
」
の
思
い

に
迫
ら
せ
る
。
 

 ３
 
評
 
価
 

 
 

 
言
葉
の
響
き
や
リ
ズ
ム
を
大
切
に

し
て
音
読
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
。
 

（
関
心
意
欲
）
 

 
 
 

 
 

 
表
現
に
着
目
し
て
、
作
者
の
心
情

に
迫
り
、
読
み
を
深
め
る
こ
と
が
で

き
た
か
。
 
 
 
 
 
 
 
(理

解
) 

 

 

 

月 夜 の 浜 辺         中 原 中 也 

 

 

 

 

     満 月 に 照 ら さ れ る 浜 辺 

     静 寂 ・ 孤 独 

 捨 て ら れ な い ボ タ ン 

   そ れ を 拾 っ て 役 立 て よ う と  

   僕 は 思 っ た わ け で も な い が  

な ぜ だ か そ れ を 捨 て る に 忍 び ず  

   僕 は そ れ を 袂 に 入 れ た   

月 に 向 か っ て そ れ は 抛 れ ず  

浪 に 向 か っ て そ れ は 抛 れ ず  

指 先 に 沁 み 、 心 に 沁 み た  

                  

 

 

 

 ・ 繰 り 返 し 

 ・ 七 音 の リ ズ ム 

本 時 の 流 れ  

① 範 読 を 聞 き な が ら 情 景 を イ メ ー ジ す る 。  

 

② 情 景 を 思 い 浮 か べ な が ら 音 読 。  

  後 追 い 読 み → 一 斉  

 

③ 詩 全 体 の 雰 囲 気 を 一 言 で 表 現 す る 。  

 「 忍 び ず 」 「 袂 」 「 抛 れ ず 」 な ど の 意 味 を 確 認  

  す る 。  

④ 自 分 な ら ボ タ ン を 拾 う か 拾 わ な い か ？ 理 由 も  

 説 明 さ せ る 。  

「 僕 」 は こ れ か ら 先 も ボ タ ン を 捨 て ら れ な い  

  で あ ろ う こ と を 押 さ え る 。    

 

⑤  

   

 
課 題 を 意 識 し て 一 斉 読 み  

  ワ ー ク シ ー ト に 書 き 込 む → グ ル ー プ → 発 表  

 詩 全 体 で 「 ボ タ ン を 捨 て ら れ な い 」 思 い が 綴

ら れ 、 繰 り 返 す こ と で そ の 思 い が 強 め ら れ て

い る こ と を 押 さ え る 。  

 

 

⑥  

 

 

   ワ ー ク シ ー ト に 自 分 の 考 え を 書 く 。  

  時 間 が あ れ ば 数 名 発 表  

⑦ ま と め  

 

⑧ 振 り 返 り  

  学 習 の 振 り 返 り シ ー ト に 記 入 さ せ る 。  

 

「 僕 」 が ボ タ ン を 捨 て ら れ な い 証 拠 を

詩 の 中 か ら 見 つ け よ う  

( め あ て ) 表 現 に 注 目 し て 、 詩 を 読 み 深 め よ

う  

拾 っ た ボ タ ン が ど う し て す て ら れ な

い の か 想 像 し て み よ う  

月 夜 の 晩 に 拾 っ た ボ タ ン は  

ど う し て そ れ が 捨 て ら れ よ う か  

月 夜 の 晩 に ボ タ ン が 一 つ  

波 打 ち 際 に 落 ち て い た 、  



中
学
校
国
語
科
（
３
年
１
組
）

 
 
 
「
 
未
来
へ
向
か
っ
て
 
『
聴
く
と
い
う
こ
と
』

 
 
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
柳
井
市
立
柳
井
西
中
学
校

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
指
導
者
 
教
諭
 
中
 
本
 
昌
 
恵

 

  
１

 
主
 
眼
 
 

「
聴
き
方
を
ど
う
す
れ
ば
話
し
手
が
話
し

や
す
い
か
」
に
つ
い
て
考
え
、
話
し
合
い
の

中
で
お
互
い
の
意
見
を
よ
く
聴
き
、
自
分
の

考
え
を
話
す
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
準
備
物

 

 
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
、
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
、

 

 
イ
レ
ー
ザ
ー
、
マ
ジ
ッ
ク

 

３
 
指
導
上
の
留
意
点

 

①
 
筆
者
の
言
葉
を
自
分
な
り
に
解
釈
し
、
そ

れ
を
班
の
話
し
合
い
で
ふ
く
ら
ま
せ
る

よ
う
に
さ
せ
る
。

 

    ②
 
共
感
や
相
槌
の
あ
る
話
し
合
い
に
な
る

よ
う
、
机
間
指
導
で
言
葉
を
か
け
る
。

 

③
 
筆
者
の
考
え
に
納
得
が
い
か
な
い
場
合

も
受
け
入
れ
、
根
拠
を
も
と
に
話
し
合
い

を
さ
せ
る
。

 

    評
価

 
「
聴
き
方
を
ど
う
す
れ
ば
話
し
手
が
話

し
や
す
い
か
」
に
つ
い
て
、
お
互
い
の
意
見
を

聴
き
自
分
の
考
え
を
話
す
こ
と
が
で
き
た

か
。

 

     

  聴 く と い う こ と     鷲 田 清 一  

  

 め あ て  聴 き 方 を ど う す れ ば 、 話 し 手 が 話

し や す い か を 話 し 合 お う 。  

 【 聴 く と い う こ と 】 

 ・ 受 動 的 な 行 為 

 ・ 選 択 的 な 行 為 

 ・ 相 手 の 言 葉 を き ち ん と 受 け 止 め る こ と 

 ・ 相 手 の 鏡 に な ろ う と す る こ と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 話 し 手 が 話 し や す い 聴 き 方 と は ？  

  例  相 手 に 寄 り 添 い 、 き ち ん と 言 葉 を 受

け 止 め 、 言 葉 に つ ま っ て も じ っ と 待 っ

て 、 安 心 し て 話 せ る よ う な 聴 き 方 。  

 

本 時 の 流 れ  

①  本 時 の 流 れ を 確 認 す る 。  

め あ て  

 

 

 

 

◆ 前 時 の ア ン ケ ー ト で お 互 い の 感 想 が 書 い

て あ る ワ ー ク シ ー ト を 配 付 し 、 今 日 の め

あ て に つ い て 知 る 。  

② 「 聴 く と い う こ と 」 に つ い て 鷲 田 さ ん は 、

ど の よ う な 行 為 だ と 言 っ て い た か 本 文

を 読 ん で 確 認 す る 。  

 

 

 

 

③ 鷲 田 さ ん の と ら え 方 を 具 体 的 な 態 度 と し

て 考 え さ せ る 。 （ 個 人 ）  
④ 個 人 で 考 え た も の を 四 人 班 に 分 か れ て 話

し 合 い 、 ホ ワ イ ト ボ ー ド に ま と め さ せ る 。

（ 班 活 動 ）  

⑤ ま と め さ せ た も の を 黒 板 に 提 示 し 、 全 体

で 検 討 す る 。  

◆ 気 づ き や 、 も っ と 知 り た い こ と な ど を 発  

表 す る 。  

 

 

 

 

◆ 黒 板 に 集 約 し た も の を 提 示 す る 。  

⑥ 学 習 を 振 り 返 る 。  

◆ 振 り 返 り プ リ ン ト に 記 入 さ せ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 時 の 学 習 の 流 れ を 確 認 す る 。  

聴 き 方 を ど う す れ ば 、 話 し 手 が 話 し や

す い か を 話 し 合 い ま し ょ う 。  

 鷲 田 さ ん は 「 聴 く と い う こ と 」 を ど の

よ う に と ら え て い ま し た か 。  

話 し 手 が 話 し や す い 聴 き 方 は 、 次 の よ

う に な り ま す ね 。  

１ 班  

３ 班  

５ 班  

２ 班  

４ 班  

６ 班  

７ 班  ８ 班  

相
手
の
鏡
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま

相
手
の
言
葉
を
返
す
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
優
し

い
口
調
で
返
し
て
あ
げ
た
ら
い
い
と
思
う
よ
。

 

聴
き
な
が
ら
言
葉
を
継
ぎ
足
す
の
は
、
よ
く
な

い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
気
持
ち
を
整
理
し
て
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

 



 国
語
科
（
１
年
１
組
）

 
 
単
元
名
 
古
典
「
と
ら
わ
れ
た
心
に
突
き
立
つ
矢
―
宇
治
拾
遺
物
語
」

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
日
 
時
 
平
成
２
７
年
１
１
月
１
７
日
（
火
）
５
校
時

 

指
導
者
 
周
南
市
立
太
華
中
学
校
 
 
柏
 
村
 
純
 
子

 

 

 

国
 
語

 
科

 
学

 
習

 
指

 
導

 
案
 
 
単
元
名
 
「
話
す
・
聞
く
１

 
わ
か
り
や
す
く
伝
え
よ
う
 
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」（

２
年
３
組
）

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日
 
時
 
平
成
２
６
年
５
月
２
８
日
（
水
）

 

指
導
者
 
柏
 
村
 
純
 
子

 

 

 

  

十 一 月 十 七 日  

と ら わ れ た 心 に 突 き 立 つ 矢 『 宇 治 拾 遺 物 語 』  

聖  ・ 猟 師  ・ 語 り 手  

 

め あ て 語 り 手 の 批 評 か ら 、 作 者 が 語 り か け て い る  
こ と を と ら え よ う 。  

 

 

 

 

 

   

聖 な れ ど 無 知 な れ ば か や う に  

化 か さ れ け る な り 。 

 

 

 

 

 

猟 師 な れ ど も 慮 り あ り け れ ば 、 狸 を 射 殺 し 、  

          そ の 化 け を 現 し け る な り 。  

 

◎ 本 文 の 最 後 に 教 訓 を 加 え て み よ う ！ ◎  

 ・ 一 つ の こ と に 懲 り す ぎ て 周 り が 見 え な く な っ て

は い け な い 。  

・ 真 実 を 見 抜 く 目 を も と う 。  

 

◎ あ な た は こ の 教 訓 を ど う 思 い ま す か ？ ◎  

・ 共 感 す る ？ 共 感 で き な い ？  

・ 立 場 を 決 め て 、 理 由 と 共 に 書 こ う 。  

ふ り 返 り  

 

 

本 時 の 流 れ  

① 本 文 を 、 歴 史 的 仮 名 遣 い と 会 話 主 に 気 を つ け

て 、 音 読 す る 。 （ １ ２ 分 ）  

 ◆ 聖 ・ 猟 師 ・ 語 り 手 に 分 か れ て 音 読 さ せ る 。 

 ◆ 読 み 終 わ っ た 後 、 概 要 を 確 認 す る 。   

② 最 後 の 二 文 に 着 目 す る 。 （ ５ 分 ）  

◆ 範 読 後 、 全 員 で 音 読 さ せ 、 め あ て を 提 示 す  

る 。 （ → 学 習 プ リ ン ト を 配 布 ）  

◆ 聖 と 猟 師 の 人 と な り に つ い て 確 認 す る 。  

③ 無 知 と 慮 り の 意 味 を 考 え る 。 （ ８ 分 ）  

 ◆ 「 な れ ば 」 と 「 あ り け れ ば 」 の 意 味 か ら 、

無 知 と 慮 り が 、 後 に 続 く 言 葉 の 理 由 と な っ

て い る こ と を 確 認 す る 。  

◆ 無 知 に つ い て 、 辞 書 の 意 味 で は う ま く 説 明

で き な い こ と を 指 摘 す る 。  

◆ 意 見 を 発 表 さ せ 、 ま と め る 。  

④ 作 者 が 語 り か け て い る こ と を と ら え る 。 （ １ ２ 分 ） 

◆  他 の 説 話 集 の 教 訓 を 思 い 出 さ せ る 。  
◆   自 分 が 親 だ っ た ら ど う 語 る か 考 え て み る

よ う 助 言 す る 。  

本 文 の 最 後 に 教 訓 を 加 え て み よ う ！  

 ◆  本 文 に 付 け 加 え る 形 で 、 作 者 の 意 図 を 書 か  

せ る 。  

 ◆ 「 無 知 」 の 意 味 を 入 れ て 書 く よ う 指 示 す る 。 

 ◆   グ ル ー プ で ま と め 、 ホ ワ イ ト ボ ー ド に 短 冊  

黒 板 を 貼 ら せ る 。  

⑤ 最 後 の 一 文 を 今 の 自 分 と つ な げ て 考 え る 。  
（ １ ０ 分 ）  

あ な た は こ の 教 訓 を ど う 思 い ま す か ？  

◆ 共 感 す る か 、 共 感 で き な い か の 立 場 を 明 確

に し 、 理 由 と 共 に 、 二 段 落 構 成 で 作 文 す る 。 

⑥ ふ り 返 り を す る 。 （ ３ 分 ） 

◆ ふ り 返 り シ ー ト に 、 今 日 の 授 業 で 学 ん だ こ

と を 書 か せ る 。  

１
 
主
 
眼

 

 
語
り
手
の
批
評
を
読
み
解
く

こ
と
を
通
し
て
、
作
者
が
私
た
ち

に
語
り
か
け
て
い
る
こ
と
を
、
今

の
自
分
と
つ
な
げ
て
と
ら
え
、

「
書
く
」
こ
と
で
表
現
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

 

２
 
準
備
物

 

 
学
習
プ
リ
ン
ト
、
ホ
ワ
イ
ト
ボ

ー
ド
、短

冊
黒
板
、
プ
レ
ー
ト
（
人

物
、
最
後
の
２
文
、
め
あ
て
、
ふ

り
返
り
）、

ふ
り
返
り
シ
ー
ト

 

３
 
指
導
上
の
留
意
点

 

①
「
無
知
」
と
「
慮
り
」
の
意
味

を
考
え
る
上
で
、
聖
と
猟
師
の
人

と
な
り
や
行
動
に
着
目
さ
せ
る
。
 

②
他
の
説
話
集
を
例
に
挙
げ
る

こ
と
で
、
本
文
に
な
い
最
後
の
ま

と
め
を
想
像
し
や
す
く
さ
せ
る
。
 

③
説
話
集
の
も
つ
教
訓
的
な
部

分
が
、
今
の
自
分
た
ち
の
実
生
活

と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
感

じ
さ
せ
る
。

 

評
価

 

 
語
り
手
の
批
評
を
読
み
解
き
、

作
者
が
語
り
か
け
て
い
る
こ
と

を
今
の
自
分
と
つ
な
げ
て
と
ら

え
、
書
く
こ
と
が
で
き
た
か
。

 

・ 法 華 経 を 信 仰  

・ 立 派 な 人  

・ 人 が よ い  

・ 聖 を 尊 敬 、 援 助  

・ 学 問 し て い な い  

・ 殺 生 す る  

 

・ 物 事 に 夢 中 に な り す ぎ て 周 り

が 見 え ず 判 断 力 を 失 う こ と 。  

・ 信 じ る だ け で 、 自 分 で 考 え る

力 が な い こ と 。   
・ 自 分 を 客 観 的 に 見 ら れ る こ と 。 

（ 無 知 の 知 ） ・ 疑 問 を も つ 力  

・ 確 か め る 力 ・ 目 の 前 の こ と を  

判 断 す る 力 が あ る こ と 。  

・ 思 慮 ･ 考 慮  

 

 

 

＊ 短 冊 黒 板 を ホ ワ イ

ト ボ ー ド に 貼 る 。 

 

貼 る 



○
単
元

い
に
し
え
の
心
と
語
ら
う

○
教
材

夏
草
～
お
く
の
ほ
そ
道
～

○
平
成
２
７
年
１
１
月
６
日
（
金
）
５
校
時

３
年
３
組

○
指
導
者

金
田
博
文

○
準
備

「
楚
良
日
記
」
の
一
節
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
、

宿
題
に
な
っ
て
い
た
各
自
の
修
学
旅
行
作
文

１
主

眼

虚
構
を
挿
入
し
た
芭
蕉
の
思
い
に
ふ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
虚
構
手

法
を
用
い
て
文
章
を
変
化
さ
せ
る
楽
し
み
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
指
導
上
の
留
意
点

（
１
）
分
節
２
（
課
題
２
）
を
し
っ
か
り
考
え
さ
せ
て
こ
そ
、

ジ
ャ
ン
プ
の
課
題
で
、
虚
構
挿
入
の
ア
イ
デ
ィ
ア
の
レ

ベ
ル
が
保
障
さ
れ
る
。

（
２
）
既
習
事
項
（
芭
蕉
の
人
間
観
と
無
常
観
）
を
活
用
す

る
こ
と
で
も
、
平
泉
の
文
章
に
虚
構
を
求
め
た
芭
蕉
の

思
い
に
導
き
た
い
。

（
３
）
平
泉
の
文
章
は
「
風
景
」
の
み
な
ら
ず
「
情
景
」
で

あ
る
（
書
き
手
と
し
て
の
楽
し
み
）
こ
と
を
押
さ
え
る
。

（
４
）
ジ
ャ
ン
プ
の
課
題
で
、
「
虚
構
」
を
取
り
入
れ
る
と

き
の
文
章
の
目
的
（
お
も
し
ろ
く
す
る
の
か
、
美
し
さ

を
伝
え
る
の
か
、
事
実
を
印
象
的
に
伝
え
る
の
か
な
ど
）

を
は
っ
き
り
さ
せ
た
上
で
推
敲
さ
せ
る
方
が
、
文
章
の

何
が
よ
く
な
っ
た
の
か
が
評
価
し
や
す
い
。

（
５
）
ジ
ャ
ン
プ
の
課
題
は
、
難
し
い
と
思
わ
れ
る
課
題
だ

が
、
取
り
組
め
な
い
生
徒
を
教
室
の
一
角
に
集
め
て
、

「
あ
な
た
の
作
文
に
、
先
生
だ
っ
た
ら
こ
う
い
う
虚
構

を
盛
り
込
む
」
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
例
示
し
て
み
た
い
。

評
価

・
「
虚
構
を
交
え
」
た
り
、
「
推
敲
を
重
ね
」
た
り
、
「
詩
を
挿
入
し
」
た
り

す
る
手
法
を
体
験
し
、
文
章
創
作
の
楽
し
み
を
味
わ
え
た
か
。
（
書
く
）

・
芭
蕉
の
創
作
へ
の
執
念
を
、
改
め
て
確
認
で
き
た
か
。
（
読
み
と
る
）

・
次
時
の
、
他
者
と
の
文
章
交
流
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
か
。

（
関
心
・
意
欲
）

め あ て … 松 尾 芭 蕉 を 取 り 入 れ て 、

あ な た の 作 文 を

変 化 ・ ア ッ プ さ せ よ う

① 執 念 → 「 推 敲 」

② 特 色 → 「 文 章 と 詩 の 融 合 」

③ 工 夫 → 「 （ 虚 構 で 盛 る ） 」

課 題 １ … 『 楚 良 日 記 』 と の ち が い

・ 経 堂 は 閉 ま っ て い た

・ 光 堂 と 経 堂 の 回 っ た 順

・ 雨 だ っ た の か 、 晴 れ て い た の か

課 題 ２ … 芭 蕉 が 虚 構 で 発 生 さ せ た 効 果

・ 経 堂 と 並 べ た 上 で 、 光 堂 を 際 立 た せ る 。

・ 霧 雨 が 降 っ て い た 方 が 、 光 堂 の 輝 き が 美 し い 。

・ 展 開 を ド ラ マ チ ッ ク に す る 。

・ 自 分 の 理 想 の 平 泉 を 文 章 の 中 で 味 わ い た い 。

課 題 ３ … （ 生 徒 の 句 作 を ピ ッ ク ア ッ プ し て い く ）

・ 金 色 の 五 月 の 海 に シ ャ ツ の ま ま

・ 遠 影 に 海 の 路 よ り 思 い は せ

・ 夏 風 や 見 上 げ る 空 に 坂 の 町

・ 碧 海 や き み あ た へ し は 絆 な り

・ に ほ ふ 海 皐 月 客 人 無 常 か な

ま ろ う ど

・ 蒼 天 を き ら め く 粒 と 友 の 笑 み

ま と め … 文 章 を 推 敲 し 、 工 夫 し て い く 楽 し さ

ম ৎ भ  ो

ڭ ी ँ थ の 確 認 、 及 び

教 科 書p150 ～p155 に 見 ら れ た 、

芭 蕉 が 創 作 で 行 っ た 既 習 事 項 を 確 認

ڮ ુ થ भ ୖ  （ ４ 人 組 ）

① 『 楚 良 日 記 』 と 比 べ る こ と に よ り 、

芭 蕉 の 文 章 に 虚 構 が 混 じ っ て い る こ

と を 見 つ け る 。

② 虚 構 を 取 り 入 れ た 芭 蕉 の 意 図 や 、 そ

の 効 果 を 、 四 人 で 自 由 に 考 え て み て 、

じ っ く り 話 し 合 う 。

گ ४ ⑂ থ উ भ ୖ  （ ４ 人 組 ）

・ 自 分 の 修 学 旅 行 記 に 、 適 切 な 虚 構 を

盛 り 込 む 。 四 人 で 互 い に 読 み 合 っ て 、

ア イ デ ィ ア を 提 供 し 合 う 。

・ た だ お も し ろ く し よ う と す る の で は

な く 、 書 き 手 と し て の 明 確 な 意 図 の

あ る 虚 構 を 。

（ 次 時 に 意 図 を 説 明 で き る よ う に ）

・ 挿 入 し た 虚 構 は 、 そ の 意 図 に 効 果 的

で あ っ た の か 、 次 時 に 他 者 に 評 価 し

て も ら う 。

ڰ ऽ ध ी ؞ ऴ ॉ ନ ॉ

○ 文 章 を 変 化 さ せ る 楽 し み （ 虚 構 や 他

者 の ア ド バ イ ス で ） が 本 時 に あ っ た

か 、 ワ ー ク シ ー ト に 記 入 す る 。

＜
松
尾
芭
蕉
＞

宇
部
市
立
桃
山
中
学
校



詩 を 復 元 す る 。 「 工 藤 直 子 の は ら う た 」

生 か さ れ る

い の ち 大

け や き だ い さ く

わ し の し ん ぞ う は

た く さ ん の

比 喩

小
こ と り た ち で あ る

ふ と こ ろ に だ い て

寒 い （ 冬 ・ 心 ・ 孤 独 ）

と て も あ た た か い の で あ る

Ａ Ｂ

つ な ぐ 言 葉

だ か ら わ し は だ か ら わ し は

い つ ま で も い つ ま で も

意 思

い き て い く の で あ る 復 い き て い て よ い の で あ る

反

だ か ら わ し は だ か ら わ し は

い つ ま で も い つ ま で も

許 可 ・ 有 用 感

い き て い て ★ よ い の で あ る い き て い く の で あ る

下
関
市
立
長
府
中
学
校

指
導
者
教
諭
川
口
由
美
子

中
学
校
国
語
科
（
１
年
６
組
）
「
い
の
ち
」

１
主
眼

構
成
を
考
え
る
こ
と
を
通
じ
て
作

者
の
意
図
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
指
導
上
の
留
意
点

①
前
時
の
最
後
の
板
書
を
ワ
ー
ク
シ

ー
ト
に
印
刷
し
て
お
く
。

②
一
行
ご
と
に
カ
ー
ド
を
作
成
し
黒

板
に
貼
っ
て
い
き
、
後
半
の
構
成

に
焦
点
化
す
る
生
徒
の
発
言
を
引

き
出
す
。

③
意
見
交
換
の
際
、
比
喩
法
（
擬
人

法
）
、
反
復
法
、
接
続
詞
、
対
比
、

こ
と
ば
の
結
び
付
き
、
表
記
、
文

末
表
現
、
韻
律
等
、
出
た
意
見
を

板
書
に
加
え
る
。

「
い
き
て
い
く
」
「
い
き
て
い
て

よ
い
」
の
意
味
の
違
い
、
前
半
と

の
対
応
、
音
読
を
必
要
に
応
じ
て

手
立
て
と
す
る
。

④
「
題
名
」
「
語
り
手
と
作
者
」
の

視
点
を
与
え
て
比
較
さ
せ
こ
と
で

詩
の
主
題
に
迫
ら
せ
る
。

⑤
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
か
せ
、
教
え

合
わ
せ
、
教
師
が
ま
と
め
る
。

本
時
の
流
れ

①
前
時
の
復
習
を
し
、
本
時
の
学
習
内
容
を
知
る
。

②
確
定
で
き
る
表
現
を
吟
味
す
る
。
【
発
問
：
こ
の
作
品
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
は
ど
ち
ら
だ
ろ
う
か
】

③
考
え
を
作
品
の
言
葉
を
根
拠
に
発
表
し
、
ク
ラ
ス
で
一
つ
の
作
品
を
完
成
さ
せ
る
。

④
原
作
と
比
較
し
、
作
者
の
意
図
を
考
え
る
。
【
発
問
：
作
者
は
な
ぜ
こ
の
表
現
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
】

⑤
「
わ
か
ら
な
い
こ
と
」
を
振
り
返
り
、
班
で
学
び
合
う
。



中
学
校
１
年
国
語
科
「
シ
カ
の
『
落
ち
穂
拾
い
』
―
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
の
記
録
か
ら
」
辻

大
和

本 時 の 流 れ

① 各 教 科 の 授 業 で 、 グ ラ フ を 取

り 扱 っ た 場 面 を 思 い 起 こ す 。

【 全 体 （ ３ 分 ） 】

② 「 図 １ 落 ち 穂 拾 い に 出 会 う 割

合 の 変 化 」 と 「 図 ２ イ ネ の 供

給 量 の 変 化 」 の 二 つ の グ ラ フ を

関 連 さ せ て 分 か る こ と を 、 ワ ー

ク シ ー ト で 文 章 に ま と め る 。

【 一 人 学 び （ ５ 分 ） 】

③ 友 だ ち と 記 述 の 視 点 、 記 述 の

仕 方 を 確 認 し 合 う 。

【 グ ル ー プ （ 分 ） 】１
０

④ グ ラ フ か ら 読 み 取 っ た こ と を

ホ ワ イ ト ボ ー ド で 説 明 し て 、 全

体 で 共 有 す る 。 【 全 体 （ 分 ） 】１
０

⑤ 教 科 書 本 文 「 観 察 か ら わ か っ

た こ と ～ 仮 説 の 検 証 」 を 読 み 、

筆 者 の 思 考 の 過 程 を 確 認 す る 。

【 ペ ア 読 み （ ４ 分 ） 】

【 グ ル ー プ （ 分 ） 】１
０

⑥ 「 表 １ 」 「 表 ２ 」 に つ い て 、

ど の よ う に 説 明 さ れ て い る か 確

か め る 。 【 全 体 （ ５ 分 ） 】

⑦ 授 業 評 価 の 記 入 を す る 。

【 個 別 （ ３ 分 ） 】

◆ 自 由 記 述 欄 に は 、 図 表 の 効

果 を 書 か せ る 。

二 つ の グ ラ フ か ら 読 み 取 れ る こ

と を 関 連 さ せ て 、 「 落 ち 穂 拾 い 」

が 生 じ る 時 期 の 特 徴 を 三 文 で 説

明 し よ う 。

筆 者 は 、 何 の た め に 、 こ の 二 つ

の グ ラ フ を 提 示 し た の だ ろ う か 。

１
主

眼

２
つ
の
グ
ラ
フ
か
ら
得
た
情
報
と
文
章

を
関
連
さ
せ
て
、
事
実
と
筆
者
の
考
え
を

読
み
取
る
。

２
指
導
上
の
留
意
点

①
導
入
の
思
い
起
こ
し
で
は
、
国
語
科
で

グ
ラ
フ
を
取
り
扱
う
こ
と
へ
の
意
識
付
け

と
、
各
教
科
の
学
習
と
の
連
動
の
た
め
、

で
き
る
だ
け
多
く
発
言
さ
せ
る
。

②
「
図
１
」
「
図
２
」
の
二
つ
の
グ
ラ
フ

が
と
も
に
横
軸
が
月
を
表
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
山
の
位
置
の
ず
れ
に
気
付
く
よ
う

グ
ラ
フ
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
提
示
し
、

重
な
り
方
を
比
較
さ
せ
る
。

③
グ
ラ
フ
か
ら
読
み
取
っ
た
内
容
の
記
述

を
生
徒
相
互
で
推
敲
し
、
よ
り
伝
わ
り
や

す
い
表
現
を
工
夫
さ
せ
る
。

④
読
み
取
っ
た
内
容
と
筆
者
の
叙
述
と
を

比
較
し
、
整
合
性
を
確
認
さ
せ
る
。

⑤
記
録
文
と
し
て
の
筆
者
の
叙
述
の
展
開

に
着
目
さ
せ
る
。

３
評
価

２
つ
の
グ
ラ
フ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と

を
関
連
さ
せ
て
、
３
文
で
書
く
こ
と
が
で

き
た
か
。

霜 月 十 八 日 （ 水 ）

め あ て 図 表 を 使 っ て 筆 者 が 伝 え る 考 え を 読 み 取 ろ う 。

学 習 課 題

あ な た も 動 物 生 態 学 者 ！

二 つ の グ ラ フ か ら 読 み 取 れ る こ と を 関 連 さ せ て 、

「 落 ち 穂 拾 い 」 が 生 じ る 時 期 の 特 徴 を ３ 文 で 説 明

し よ う 。

「 観 察 か ら 分 か っ た こ と 」 【 事 実 】

① 「 落 ち 穂 拾 い 」 は ３ 月 ② シ カ は 十 六 種 二 十 二

か ら ５ 月 に か け て の 春 品 目 の 食 物 を 採 食 し

に 集 中 し て い た 。 て い る 。

【 図 １ 】 【 表 １ 】

「 仮 説 」 【 筆 者 の 考 え 】

一 春 は 、 シ カ の 本 来 の 二 サ ル の 落 と す 食 物 の

食 物 が 不 足 し て い る 。 ほ う が 、 栄 養 価 が 高 い 。

「 仮 説 の 検 証 」 【 事 実 】

イ ネ 科 の 草 の 量 は 夏 か シ カ が 「 落 ち 穂 拾 い 」

ら 秋 に か け て 多 く 、 そ の で 採 食 し た 食 物 の ほ う が 、

後 急 激 に 減 少 す る 。 シ カ 本 来 の 食 物 よ り 、 含

【 図 ２ 】 ま れ る エ ネ ル ギ ー の 量 が

多 い 。 【 表 ２ 】

検 証 結 果

「 落 ち 穂 拾 い 」 が 多 く サ ル の 落 と す 食 物 は 、 シ

生 じ る 春 は 、 シ カ の 本 カ の 本 来 の 食 物 よ り も 栄

来 の 食 物 が 不 足 し て い 養 価 が 高 い 。

る 時 期 で あ る 。

《 筆 者 の 工 夫 》

△ 「 落 ち 穂 拾 い 」 に 出 会 っ た 回 数

◎ 出 会 っ た 回 数 を 総 観 察 時 間 で 割

っ て 、 時 間 あ た り の 回 数 。

文 章 と

図 表 と を

関 連 づ け る

必 要 性

萩
市
立
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東
中
学
校

指
導
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内
田

京
子


