
第

六

学

年

国

語

科

学

習

指

導

案 

指

導

者 

糸

坪

伸

宏 

一

 

単

元

名 
 
 

開

け

よ

う

狂

言

の

扉

 

開

こ

う

「

柿

山

伏

」

の

音

読

発

表

会 

 

二

 

学

習

材

名

 
 

伝

え

ら

れ

て

き

た

も

の

／

狂

言

 

柿

山

伏

／

柿

山

伏

に

つ

い

て

（

光

村

図

書 

六

年

） 

 

三

 

単

元

に

つ

い

て 

（

１

）

第

五

学

年

及

び

第

六

学

年

の

国

語

科

の

「

Ｃ 

読

む

こ

と

」

の

指

導

目

標

は

「

目

的

に

応

じ

、

内

容

や

要

旨

を

と

ら

え

な

が

ら

読

む

能

力

を

身

に

付

け

さ

せ

る

と

と

も

に

、

読

書

を

通

し

て

考

え

を

広

げ

た

り

深

め

た

り

し

よ

う

と

す

る

態

度

を

育

て

る

」

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

目

標

に

迫

る

た

め

に

は

、

多

様

な

文

章

に

対

応

し

、

そ

の

文

章

全

体

か

ら

内

容

や

要

旨

を

と

ら

え

る

た

め

の

様

々

な

読

み

方

を

身

に

付

け

た

り

、

目

的

に

応

じ

て

計

画

的

に

読

書

を

し

た

り

す

る

力

が

必

要

で

あ

る

。 

 
 
 

ま

た

、

伝

統

的

な

言

語

文

化

に

関

す

る

事

項

で

は

、

「

親

し

み

や

す

い

古

文

や

漢

文

、

近

代

以

降

の

文

語

調

の

文

章

に

つ

い

て

、

内

容

の

大

体

を

知

り

、

音

読

す

る

こ

と

」

と

「

古

典

に

つ

い

て

解

説

し

た

文

章

を

読

み

、

昔

の

人

の

も

の

の

見

方

や

感

じ

方

を

知

る

こ

と

」

を

、

三

領

域

の

指

導

を

通

し

て

培

っ

て

い

く

必

要

が

あ

る

。

特

に

も

「

Ｃ 

読

む

こ

と

」

を

通

し

て

指

導

す

る

際

に

は

、

音

読

に

よ

っ

て

言

葉

の

リ

ズ

ム

を

実

感

し

た

り

、

内

容

の

大

体

を

と

ら

え

た

り

で

き

る

よ

う

に

す

る

こ

と

が

重

要

で

あ

る

。 

 
 
 

こ

れ

ま

で

子

ど

も

た

ち

は

、

音

読

に

つ

い

て

、

「

せ

ん

ね

ん

 

ま

ん

ね

ん

」

に

お

い

て

、

反

復

表

現

の

面

白

さ

を

味

わ

い

な

が

ら

繰

り

返

し

音

読

し

た

り

、｢

カ

レ

ー

ラ

イ

ス｣

に

お

い

て

、

人

物

の

心

情

の

移

り

変

わ

り

を

と

ら

え

る

た

め

に

文

章

全

体

を

通

し

て

音

読

し

た

り

す

る

学

習

を

行

っ

て

き

た

。

ま

た

、

伝

統

的

な

言

語

文

化

に

つ

い

て

は

、

「

春

暁

」

な

ど

の

音

読

を

通

し

て

、

文

語

調

の

表

現

に

徐

々

に

慣

れ

、

リ

ズ

ム

の

よ

さ

を

感

じ

た

り

、

場

所

や

時

代

が

違

っ

て

い

て

も

感

じ

方

に

は

似

て

い

る

点

が

あ

る

こ

と

に

気

付

い

た

り

す

る

こ

と

が

で

き

た

。 

 
 
 

こ

れ

ら

の

学

習

を

通

し

て

、

子

ど

も

た

ち

は

声

に

出

し

て

読

む

こ

と

を

楽

し

み

な

が

ら

、

内

容

の

理

解

を

深

め

る

こ

と

が

で

き

て

い

る

。

今

後

は

、

文

語

調

の

文

章

に

更

に

親

し

む

と

と

も

に

、

文

章

を

読

ん

で

一

人

一

人

が

自

分

な

り

に

解

釈

し

た

こ

と

を

、

書

き

手

の

意

図

と

合

わ

せ

て

相

手

に

伝

え

る

と

い

う

表

現

性

を

高

め

た

音

読

や

朗

読

の

力

を

身

に

付

け

て

い

く

必

要

が

あ

る

。 

 

（

２

）

本

単

元

で

は

、

「

狂

言 

柿

山

伏

」

を

音

読

す

る

こ

と

を

通

し

て

、

狂

言

独

特

の

表

現

や

調

子

の

面

白

さ

を

味

わ

っ

た

り

、

自

分

の

思

い

を

表

現

し

た

り

し

、

「

伝

え

ら

れ

て

き

た

こ

と

」

「

柿

山

伏

に

つ

い

て

」

を

通

し

て

、

昔

の

人

の

も

の

の

見

方

や

感

じ

方

を

知

る

こ

と

を

ね

ら

い

と

し

て

い

る

。 

 
 
 

「

狂

言 

柿

山

伏

」

は

、

狂

言

に

つ

い

て

の

短

い

説

明

と

「

柿

山

伏

」

の

台

本

か

ら

成

っ

て

お

り

、

「

伝

え

ら

れ

て

き

た

も

の

」

は

伝

統

的

な

言

語

文

化

、

特

に

も

古

文

の

変

遷

に

つ

い

て

、

「

柿

山

伏

に

つ

い

て

」

は

狂

言

や

「

柿

山

伏

」

の

魅

力

に

つ

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

解

説

し

た

文

章

で

あ

る

。 

 
 
 

設

定

し

た

言

語

活

動

は

、

五

年

生

を

対

象

と

し

て

「

柿

山

伏

」

の

音

読

発

表

会

を

開

く

こ

と

で

あ

る

。

狂

言

は

、

室

町

時

代

か

ら

庶

民

に

親

し

ま

れ

た

伝

統

芸

能

で

あ

り

、

表

現

す

る

こ

と

で

受

け

継

が

れ

て

き

て

い

る

。

子

ど

も

た

ち

も

、

鑑

賞

す

る

だ

け

で

な

く

表

現

す

る

こ

と

を

通

し

て

狂

言

に

親

し

む

こ

と

で

、

分

か

り

や

す

く

狂

言

の

面

白

さ

に

ふ

れ

る

こ

と

が

で

き

る

。

ま

た

、

五

年

生

は

、

古

典

の

文

章

を

学

習

し

始

め

る

学

年

で

あ

り

、

六

年

生

に

と

っ

て

伝

統

文

化

を

伝

え

た

い

相

手

と

な

る

と

考

え

る

。

つ

ま

り

、

出

合

っ

た

「

柿

山

伏

」

と

い

う

狂

言

を

、

台

本

や

解

説

し

た

文

章

か

ら

内

容

の

理

解

を

図

り

、

そ

の

魅

力

を

五

年

生

に

伝

え

る

活

動

を

通

し

て

、

古

典

に

親

し

み

、

表

現

性

を

高

め

た

音

読

の

力

を

身

に

付

け

る

こ

と

が

で

き

る

。 

 
 
 

し

た

が

っ

て

、

子

ど

も

の

実

態

と

身

に

付

け

た

い

力

か

ら

判

断

し

て

、

本

単

元

は

適

材

と

言

え

る

。 



（

３

）

指

導

に

あ

た

っ

て

は

、

次

の

点

に

留

意

し

て

い

く

。 

 
 
 

一

点

目

は

、

身

に

付

け

た

言

語

能

力

の

活

用

を

図

る

言

語

活

動

の

設

定

に

つ

い

て

で

あ

る

。

子

ど

も

た

ち

が

目

標

に

向

か

っ

て

主

体

的

に

学

習

を

進

め

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

、

中

学

年

ま

で

に

培

っ

て

き

た

内

容

理

解

の

た

め

の

正

確

に

音

読

す

る

力

を

活

用

す

る

音

読

発

表

会

を

設

定

す

る

。

ま

た

、

単

位

時

間

内

で

も

、

個

人

ま

た

は

全

体

で

発

見

し

た

狂

言

独

特

の

言

い

回

し

の

読

み

方

や

表

現

性

を

高

め

た

音

読

の

仕

方

を

活

用

で

き

る

よ

う

に

す

る

。 

 
 
 

二

点

目

は

、

読

み

の

交

流

の

場

に

つ

い

て

で

あ

る

。

本

単

元

の

学

習

で

は

、

文

章

に

対

す

る

一

人

一

人

の

読

み

が

音

読

に

直

結

す

る

。

そ

の

た

め

、

個

々

の

解

釈

が

大

変

重

要

に

な

る

が

、

互

い

の

読

み

を

交

流

す

る

こ

と

で

動

き

や

声

の

出

し

方

の

変

化

と

い

っ

た

表

現

性

の

向

上

に

つ

な

げ

た

い

。

つ

ま

り

、

今

も

っ

て

い

る

自

分

の

考

え

を

基

に

よ

り

よ

い

表

現

を

模

索

す

る

中

で

読

み

の

深

ま

り

も

見

ら

れ

る

と

考

え

る

。

そ

の

た

め

に

、

様

々

な

形

態

を

用

い

て

読

み

の

交

流

を

行

っ

て

い

く

。 

 
 
 

三

点

目

は

、

読

み

の

深

ま

り

に

気

付

く

振

り

返

り

に

つ

い

て

で

あ

る

。

子

ど

も

自

身

が

身

に

付

い

た

力

を

実

感

す

る

た

め

に

は

、

目

標

や

活

動

後

の

姿

を

自

覚

す

る

こ

と

が

大

切

で

あ

る

。

そ

の

た

め

、

単

元

や

単

位

時

間

の

導

入

場

面

で

、

丁

寧

に

課

題

意

識

を

醸

成

し

た

り

、

目

指

す

姿

を

明

確

に

し

た

り

す

る

。

ま

た

、

学

ん

だ

内

容

や

方

法

に

つ

い

て

互

い

の

振

り

返

り

を

認

め

合

い

、

成

長

を

喜

び

合

う

態

度

を

大

切

に

し

た

い

。 

 

四

 

指

導

目

標 

（

１

）

関

心

・

意

欲

・

態

度 

 

・

 

狂

言

を

含

め

た

伝

統

文

化

に

つ

い

て

理

解

し

、

自

分

の

思

い

や

考

え

が

相

手

に

伝

わ

る

よ

う

に

音

読

し

よ

う

と

す

る

。 

（

２

）

読

む

こ

と 

 

・

 

自

分

の

思

い

や

考

え

が

伝

わ

る

よ

う

に

音

読

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（

Ｃ 

ア

） 

（

３

）

伝

統

的

な

言

語

文

化

と

国

語

の

特

質

に

関

す

る

事

項 

 

・ 

狂

言

の

台

本

が

書

か

れ

た

文

章

に

つ

い

て

、

内

容

の

大

体

を

知

り

、

音

読

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 
 
 

（

ア(

ア)

）

 

 

・

 

古

文

の

変

遷

や

狂

言

に

つ

い

て

解

説

し

た

文

章

を

読

ん

で

、

昔

の

人

の

も

の

の

見

方

や

感

じ

方

を

知

る

こ

と

が

で

き

る

。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（

ア(

イ)

）

 

 

五

 

単

元

の

評

価

規

準 

 

ア

 

国

語

へ

の

関

心

・

意

欲

・

態

度 

 
 

・ 

文

章

に

対

す

る

自

分

な

り

の

考

え

を

も

ち

、

よ

り

よ

い

表

現

を

し

よ

う

と

し

て

い

る

。 

 

イ

 

読

む

能

力 

 
 

・ 

自

分

が

解

釈

し

た

こ

と

を

ど

の

よ

う

に

読

め

ば

聞

き

手

に

も

よ

く

味

わ

っ

て

も

ら

え

る

か

を

考

え

な

が

ら

音

読

を

し

て

い

る

。 

 

ウ

 

言

語

に

つ

い

て

の

知

識

・

理

解

・

技

能 

 
 

・ 

親

し

み

や

す

い

文

語

調

の

文

章

に

つ

い

て

、

内

容

の

大

体

を

知

り

、

音

読

を

し

て

い

る

。 

・

 

古

典

に

つ

い

て

解

説

し

た

文

章

を

読

み

、

昔

の

人

の

も

の

の

見

方

や

感

じ

方

を

、

現

代

人

の

も

の

の

見

方

や

感

じ

方

と

比

べ

て

い

る

。 

 

六

 

指

導

計

画

と

評

価

計

画 

   Ⅰ 
次 

   １ 
時

・

「

狂

言 

柿

山

伏

」

を

鑑

賞

し

、

感

想

を

述

べ

合

う

。 

・

学

習

課

題

を

設

定

し

、

学

習

計

画

を

立

て

る

。 

学

 

習 

活 

動 

ア

 

狂

言

に

つ

い

て

、

内

容

を

理

解

し

よ

う

と

し

て

聞

い

て

い

る

。
【

聞

き

方

や

そ

の

後

の

話

し

合

い

の

様

子

】 

評

価

規

準

と

評

価

方

法

（

【

】

） 

・

感

想

を

記

入

す

る

際

、

気

付

い

た

こ

と

を

箇

条

書

き

で

書

く

よ

う

に

す

る

。 

未

達

成

の

場

合

の

手

立

て 

開

け

よ

う

狂

言

の

扉

 

開

こ

う

「

柿

山

伏

」

の

音

読

発

表

会 



 
七

 

本

時

の

指

導 

（

１

）

ね

ら

い 

 

・ 

発

表

会

に

向

け

た

「

狂

言

 

柿

山

伏

」

の

音

読

練

習

を

通

し

て

、

互

い

に

助

言

し

合

っ

た

り

、

文

章

に

立

ち

返

っ

た

り

し

て

、

選

ん

だ

場

面

の

様

子

や

お

も

し

ろ

さ

が

伝

わ

る

よ

う

に

音

読

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

Ⅲ Ⅱ 

６ ５ ４（本時） ３ ２ 

・

学

習

の

振

り

返

り

を

行

う

。 

・

五

年

生

を

招

い

て

音

読

発

表

会

を

す

る

。 

・

グ

ル

ー

プ

で

音

読

を

聞

き

合

っ

て

、

発

表

会

の

練

習

を

す

る

。 

・

自

分

た

ち

の

発

表

の

見

所

や

改

善

点

を

考

え

、

助

言

し

合

う

。 

・

発

表

す

る

場

面

を

選

ん

で

音

読

を

す

る

。 

・

「

柿

山

伏

に

つ

い

て

」

を

読

み

、

狂

言

が

伝

え

よ

う

と

し

て

い

る

こ

と

を

知

る

。 

・

声

の

出

し

方

や

身

体

表

現

な

ど

、

発

表

の

仕

方

を

工

夫

す

る

。 

・

「

狂

言 

柿

山

伏

」

を

読

み

、

狂

言

独

特

の

言

葉

遣

い

や

言

い

回

し

に

気

付

く

。 

・

役

割

を

分

担

し

て

音

読

す

る

。

 

・

「

伝

え

ら

れ

て

き

た

も

の

」

を

読

み

、

五

年

生

向

け

の

案

内

を

考

え

る

。 

ウ

 

狂

言

独

特

の

表

現

や

言

い

回

し

、

古

典

芸

能

と

し

て

の

狂

言

の

お

も

し

ろ

さ

に

気

付

い

て

い

る

。

【

振

り

返

り

に

書

い

た

内

容

や

友

達

の

発

言

を

聞

い

て

考

え

た

内

容

】 

ア

 

練

習

の

成

果

を

発

揮

し

、

よ

り

よ

い

表

現

を

し

よ

う

と

し

て

い

る

。
【

発

表

の

準

備

、

感

想

】

 

イ

 

狂

言

に

対

す

る

自

分

の

思

い

や

考

え

を

相

手

に

伝

わ

る

よ

う

に

音

読

し

て

い

る

。

【

発

表

し

て

い

る

声

や

目

線

、

身

振

り

な

ど

の

様

子

】 

イ

 

狂

言

に

対

す

る

自

分

の

思

い

や

考

え

を

も

ち

、

選

ん

だ

場

面

の

様

子

や

お

も

し

ろ

さ

が

伝

わ

る

よ

う

に

音

読

し

て

い

る

。

【

音

読

の

声

や

助

言

の

内

容

、

身

振

り

な

ど

の

動

き

を

合

わ

せ

て

、

発

表

の

見

所

と

し

て

い

る

点

】 

ウ

 

狂

言

独

特

の

表

現

や

調

子

の

お

も

し

ろ

さ

を

感

じ

な

が

ら

音

読

し

て

い

る

。

【

音

読

の

声

や

身

振

り

な

ど

の

動

き

】 

ウ

 

狂

言

独

特

の

表

現

や

調

子

の

お

も

し

ろ

さ

を

意

識

し

て

、

音

読

し

て

い

る

。

【

音

読

す

る

声

の

調

子

や

助

言

す

る

内

容

】 

ウ

 
昔

の

人

の

も

の

の

見

方

や

感

じ

方

に

気

付

い

て

い

る

。

【

発

言

の

内

容

や

選

ん

だ

場

面

の

理

由

】 

ウ

 

話

の

大

ま

か

な

筋

を

と

ら

え

、

狂

言

独

特

の

表

現

に

気

付

い

て

い

る

。

【

着

目

し

た

語

句

や

そ

の

練

習

の

様

子

】 

・

五

年

生

に

伝

え

る

と

い

う

目

的

意

識

で

学

習

を

行

っ

て

き

た

こ

と

を

振

り

返

り

、

そ

の

活

動

を

通

し

て

、

自

分

た

ち

は

何

を

学

び

、

ど

の

よ

う

な

力

が

付

い

た

の

か

、

子

ど

も

の

言

葉

を

板

書

に

生

か

し

、

全

体

で

共

有

し

、

教

師

の

評

価

を

伝

え

る

。 

・

同

じ

場

面

を

選

ん

だ

グ

ル

ー

プ

が

補

助

的

に

能

舞

台

の

周

り

に

待

機

し

、

一

緒

に

音

読

し

た

り

、

動

い

た

り

す

る

。 

・

人

物

像

や

場

面

の

様

子

を

ど

の

よ

う

に

と

ら

え

、

ど

の

よ

う

に

表

そ

う

と

し

て

い

る

か

聞

く

。 

・

「

柿

山

伏

に

つ

い

て

」

の

文

章

に

立

ち

返

り

、「

い

ば

っ

て

い

た

山

伏

が

必

死

に

な

っ

て

自

分

の

罪

を

覆

い

隠

そ

う

と

し

て

い

る

こ

と

」

な

ど

、

発

表

の

場

面

に

応

じ

て

参

考

に

す

る

よ

う

助

言

す

る

。 

 

・

鑑

賞

を

想

起

し

、

ゆ

っ

く

り

音

読

す

る

こ

と

で

調

子

の

お

も

し

ろ

さ

に

気

付

く

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

す

る

。 

・

「

柿

山

伏

に

つ

い

て

」

の

四

段

落

目

に

着

目

し

、
「

狂

言

は

言

っ

て

い

る

」

の

前

の

文

章

を

ま

と

め

ら

れ

る

よ

う

に

す

る

。 

・

「

え

い

え

い

、

や

っ

と

な

」

や

「

さ

て

も

さ

て

も

」

な

ど

の

日

常

で

使

わ

な

い

表

現

に

サ

イ

ド

ラ

イ

ン

を

引

く

よ

う

に

す

る

。 

・

「

伝

え

ら

れ

て

き

た

も

の

」

を

読

む

際

に

、

ど

の

く

ら

い

の

年

月

を

か

け

て

ど

の

よ

う

な

作

品

が

伝

え

ら

れ

て

き

た

の

か

板

書

で

明

ら

か

に

す

る

。 



（

２

）

展

開 
次

時

の

学

習

内

容 

○

 

五

年

生

を

招

待

し

て

、

音

読

発

表

会

を

開

き

、

自

分

の

思

い

や

考

え

が

伝

わ

る

よ

う

に

「

狂

言

 

柿

山

伏

」

 

を

音

読

す

る

。 

１

 

前

時

想

起

を

す

る

。 

 

２

 

本

時

学

習

課

題

を

確

認

す

る

。 

    

３

 

課

題

解

決

の

見

通

し

を

も

つ

。 

・

 

自

分

た

ち

の

音

読

の

見

所

（

内

容

） 

・

 

ペ

ア

二

組

で

の

助

言

・

必

要

に

応

じ

て

全

体

で

の

話

し

合

い

（

方

法

） 

・

 

能

舞

台

の

使

用

（

場

） 

 

４

 

課

題

解

決

の

た

め

に

読

む

。 

（

１

）

発

表

す

る

場

面

を

音

読

す

る

。 

 

○

 

文

語

調

の

文

章

の

音

読 

 

・

 

ペ

ア

で

の

役

割

読

み 

 

（

２

）

自

分

た

ち

の

音

読

の

工

夫

を

見

所

と

し

て

カ

ー

ド

に

書

く

。

（

自

己

学

習

） 

 

○

 

自

分

の

思

い

や

考

え

の

音

声

化 

 

・

 

人

物

像

の

明

確

化 

 

・

 

狂

言

に

対

す

る

自

分

の

思

い

や

考

え 

 

（

３

）

互

い

の

音

読

の

よ

い

点

を

見

付

け

、

改

善

点

に

つ

い

て

話

し

合

う

。
（

読

み

深

め

合

い

）

 

 

○

 

文

語

調

の

文

章

の

言

葉

の

リ

ズ

ム 

・ 

声

の

出

し

方

（

大

き

さ

、

質

や

速

さ

、

間

）

 

 

・

 

身

体

的

な

表

現 

 
 ５

 

本

時

学

習

の

ま

と

め

を

す

る

。 

（

１

）

本

時

学

習

の

振

り

返

り

を

す

る

。 

・

 

学

習

し

た

内

容

に

つ

い

て 

・

 

学

習

し

た

方

法

に

つ

い

て 

・

 

自

己

の

変

容

に

つ

い

て 

（

２

）

次

時

の

学

習

の

見

通

し

を

も

つ

。 

学

習

活

動

と

学

習

内

容 

【

本

時

に

か

か

わ

る

既

習

の

内

容

】 

 

・

前

年

度

…

詩

「

海

雀

」

や

「

雪

」

の

音

読

を

通

し

て

、

近

代

以

降

の

文

語

調

の

作

品

に

親

し

む

。 

 

・

今

年

度

…

漢

詩

「

春

暁

」

や

古

文

「

枕

草

子

」

の

内

容

の

大

体

を

知

り

、

音

読

や

暗

唱

を

行

う

。 

 

・

本

単

元

…

「

柿

山

伏

」

の

内

容

の

大

体

を

知

り

、

狂

言

の

独

特

の

表

現

や

調

子

の

面

白

さ

に

気

付

く

。 

 

・

前 

時

…

音

読

の

役

割

分

担

を

し

、

発

表

す

る

場

面

を

選

ぶ

。

古

典

を

解

説

し

た

文

章

を

読

む

。 

３ 

 

５ 

    

３ 

      

８ 

   

０ １ 

    

０ １ 

     

５ 

   

１ 時

間 

○

 

前

時

、

発

表

す

る

場

面

を

選

び

、

「

狂

言

 

柿

山

伏

」

や

「

柿

山

伏

に

つ

い

て

」

を

読

ん

で

感

じ

た

こ

と

、

考

え

た

こ

と

を

工

夫

と

し

て

取

り

入

れ

た

こ

と

を

想

起

す

る

。 

○

 

次

時

が

音

読

発

表

会

で

あ

る

こ

と

を

確

認

し

、

そ

れ

ぞ

れ

の

進

捗

状

況

を

聞

き

合

い

な

が

ら

本

時

の

課

題

意

識

を

醸

成

す

る

。 

○

 

見

通

し

と

し

て

、

何

を

（

内

容

）

ど

の

よ

う

に

（

方

法

・

場

）

解

決

す

る

の

か

、

確

認

す

る

。 

○

 

活

動

の

場

と

し

て

、

発

表

す

る

能

舞

台

を

想

定

し

た

ひ

な

壇

を

使

用

し

、

発

表

会

へ

向

か

う

意

識

を

高

め

る

。 

○

 

山

伏

役

と

柿

主

役

の

二

人

を

一

組

と

し

て

音

読

を

す

る

。 

○

 

「

め

く

り

」

の

見

本

を

見

せ

、

そ

れ

ぞ

れ

の

見

所

を

書

い

た

カ

ー

ド

を

め

く

り

と

し

て

、

発

表

会

で

用

い

る

こ

と

を

伝

え

る

。 

◇

 

声

に

出

し

て

お

も

し

ろ

い

と

感

じ

た

言

葉

を

ど

の

よ

う

に

音

読

し

よ

う

と

し

て

い

る

か

を

聞

く

。 

◇

 

「

柿

山

伏

に

つ

い

て

」

の

文

章

に

立

ち

返

り

、

「

い

ば

っ

て

い

た

山

伏

が

必

死

に

な

っ

て

自

分

の

罪

を

覆

い

隠

そ

う

と

し

て

い

る

こ

と

」

な

ど

、

発

表

の

場

面

に

応

じ

て

参

考

に

す

る

よ

う

助

言

す

る

。 

○

 

二

人

組

の

二

組

（

四

人

）

を

一

グ

ル

ー

プ

と

し

て

、

互

い

の

音

読

を

聞

き

合

っ

た

り

、

助

言

し

合

っ

た

り

す

る

。 

○

 

声

の

出

し

方

が

よ

い

組

を

取

り

上

げ

て

、

全

体

で

よ

さ

を

認

め

た

り

、

改

善

に

困

っ

て

い

る

組

の

悩

み

を

全

体

で

共

有

し

て

、

改

善

策

を

考

え

た

り

す

る

。 

○

 

振

り

返

り

は

、

「

発

表

会

に

向

け

て

自

分

た

ち

の

見

所

を

明

確

に

す

る

こ

と

が

で

き

た

か

」

「

友

達

と

見

合

い

な

が

ら

練

習

を

し

た

こ

と

で

ど

の

よ

う

に

向

上

し

た

か

」

「

狂

言

に

つ

い

て

の

自

分

の

考

え

は

ど

の

よ

う

に

深

ま

っ

た

か

」

な

ど

、

学

習

し

て

き

た

内

容

を

基

に

視

点

を

も

っ

て

書

く

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

す

る

。 

○

 

次

時

の

音

読

発

表

会

に

期

待

を

も

っ

て

臨

め

る

よ

う

に

す

る

。 

指

導

上

の

留

意

点

（

◇

個

へ

の

支

援

） 

 

自

分

た

ち

の

音

読

発

表

の

見

所

を

考

え

、

選

ん

だ

場

面

の

お

も

し

ろ

さ

が

伝

わ

る

よ

う

に

助

言

し

合

お

う

。 


