
国
語
科
学
習
指
導
案

指
導
者

○
○

○
○

印

一

日

時

平
成
○
○
年
○
月
○
○
日
（
○
曜
日
）

第
○
時
限
（
五
十
分
）

二

学

級

一
年
○
組
（
男
子
○
○
名
、
女
子
○
○
名
）

三

単
元
・
教
材

随
筆
『
徒
然
草
』

四

単
元
の
目
標

（
一
）
自
然
や
社
会
と
人
間
と
の
か
か
わ
り
を
批
判
的
な
目
で
と
ら
え
る
作
者
の
も
の
の
見

方
・
考
え
方
を
理
解
さ
せ
る
。

（
二
）
登
場
人
物
の
心
情
を
場
面
を
通
し
て
理
解
し
、
作
者
の
主
張
を
と
ら
え
さ
せ
る
。

（
三
）
読
解
の
た
め
に
必
要
な
文
語
の
き
ま
り
や
語
句
の
意
味
・
用
法
を
理
解
さ
せ
る
。

五

単
元
の
評
価
規
準

（
一
）
表
現
に
注
目
し
て
、
筆
者
の
主
張
を
正
し
く
と
ら
え
て
い
る
。

（
二
）
作
者
の
観
察
者
と
し
て
の
冷
静
で
批
判
的
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
理
解
し
、
自

分
の
も
の
の
見
方
・
感
じ
方
を
広
げ
て
い
る
。

（
三
）
読
解
に
必
要
な
語
句
の
意
味
・
文
語
の
決
ま
り
を
理
解
し
て
い
る
。

六

指
導
計
画

全
四
時
間

（
一
）
内
容
へ
の
興
味
を
喚
起
す
る

（
本
時
１
／
４
）

。

（
二
）
話
題
の
運
び
方
の
巧
み
さ
を
理
解
す
る
。

（
三
）
兼
好
が
自
然
や
人
間
を
ど
の
よ
う
な
視
点
で
観
察
し
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
。

（
四
）
当
時
の
隠
者
が
感
じ
て
い
た
「
無
常
観
」
に
つ
い
て
と
ら
え
る
。

七

本
時
の
目
標

（
一
）
地
域
と
か
か
わ
り
の
深
い
登
場
人
物
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て

『
徒
然
草
』

、

へ
の
関
心
を
高
め
る
。

（
二
）
作
者
の
観
察
者
と
し
て
の
立
場
と
人
間
に
対
す
る
批
判
的
な
見
方
を
読
み
と
る
。

八

本
時
の
評
価
規
準

（
一
）
登
場
人
物
の
心
情
を
理
解
し
、
作
者
の
主
張
を
正
し
く
と
ら
え
て
い
る
。

（
二
）
作
者
の
人
間
に
対
す
る
批
判
的
な
見
方
を
理
解
し
て
い
る
。

（
三
）
読
解
に
必
要
な
語
句
の
意
味
や
文
語
の
決
ま
り
を
理
解
し
て
い
る
。

九

本
時
の
指
導

学
習
内
容

学
習
活
動

指
導
上
の
留
意
点
と
評
価
の
実
際

学
習
段
階

導

入

・
本
時
の
学
習
内
容

①
本
文
を
読
ん
で
、
話
題
を
と
ら

①
本
文
を
音
読
さ
せ
る
。

分

を
知
る
。

え
る
。

（

）
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②
小
野
道
風
と
い
う
人
物
を
知

②
小
野
道
風
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、
知
っ
て

り
、
愛
知
県
に
縁
の
あ
る
人
だ

い
る
こ
と
を
確
認
し

「
蛙
に
柳
」
の
寓
話

、

と
知
る
。

を
話
し
て
興
味
を
喚
起
す
る
。

③
『
源
氏
物
語

『
梅
園
叢
書
』

③
「
愛
知
県
文
学
資
料
館
」
の
コ
ン
テ
ン
ツ
内

』
、

の
引
用
部
分
を
読
み
、
当
時
道

に
あ
る
道
風
の
画
像
を
見
せ
な
が
ら
、
能
書

風
が
能
書
家
と
し
て
高
名
で
あ

家
と
し
て
高
名
で
あ
り

『
源
氏
物
語
』
に

、

っ
た
こ
と
を
知
る
。

も
そ
の
名
前
が
載
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ

る
。

④
『
源
氏
物
語
』
引
用
部
分
文
末
の
「
い
ま
め

か
し
」
と
い
う
語
に
着
目
さ
せ
、
道
風
筆
の

書
物
に
価
値
が
あ
っ
た
こ
と
を
と
ら
え
さ
せ

る
。

★
登
場
人
物
が
地
域
に
か
か
わ
り
の
深
い
こ
と

を
知
り
、
興
味
を
持
っ
て
読
も
う
と
し
て
い

る
こ
と
を
取
組
み
の
様
子
を
見
て
評
価
す

る

（
関
心
・
意
欲
・
態
度
）

。

展

開

・
本
文
の
内
容
を
と

①
語
句
の
意
味
・
文
語
の
き
ま
り

①
「
御
相
伝
浮
け
る
事

「
覚
束
な
し
」
等
の

」

分

ら
え
る
。

を
確
認
し
、
口
語
訳
を
す
る
。

語
の
意
味
を
確
認
す
る
。
ま
た

「
じ

「
侍

（

）

、

」

20

り

「
覚
束
な
く
こ
そ
」
の
結
び

「
さ
」

」

、

の
内
容
な
ど
の
文
法
的
な
働
き
を
理
解
さ
せ

る
。

★
読
解
に
必
要
な
語
句
の
意
味
・
文
語
の
き
ま

り
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
発
問
に
よ
っ
て

評
価
す
る

（
知
識
・
理
解
）

。

②
「
小
野
道
風
の
書
け
る
和
漢
朗

②
「
四
条
大
納
言
」
が
「
藤
原
公
任
（
九
六
六

詠
集
」
が
あ
り
え
な
い
こ
と
を

～
一
〇
四
一

」
で
あ
り

「
小
野
道
風
（
八

）

、

把
握
す
る
。

九
四
～
九
六
六

」
が
生
き
た
時
代
よ
り
後

）

の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
把
握
す
る
。
ま
た
、

『
和
漢
朗
詠
集
』
の
成
立
は

一
〇
一
二
年

頃
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。



③
論
理
的
な
誤
り
を
指
摘
さ
れ
た

③
「
相
伝
」
の
過
ち
を
認
め
よ
う
と
せ
ず
、
か

に
も
か
か
わ
ら
ず

「
い
よ
い

え
っ
て
理
屈
を
述
べ
て
、
価
値
が
あ
る
物
を

、

よ
秘
蔵
し
け
り
」
と
い
う
「
或

所
有
し
よ
う
と
す
る
、
人
間
の
愚
か
さ
を
と

者
」
の
心
情
を
理
解
す
る
。

ら
え
さ
せ
る
。

④
こ
の
章
段
を
書
い
た
筆
者
の
意

④
観
察
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
人
間
の
愚
か

図
を
把
握
す
る
。

な
姿
を
端
的
に
表
し
て
い
る
こ
と
を
と
ら
え

さ
せ
る
。

★
筆
者
が
持
つ
、
人
間
の
愚
か
さ
へ
の
批
判
的

な
見
方
を
正
し
く
と
ら
え
て
い
る
こ
と
を
発

問
に
よ
っ
て
評
価
す
る

（
知
識
・
理
解
）

。

終

結

・
本
時
の
ま
と
め
を

①
本
文
に
対
し
て
の
感
想
を
書

①
一
方
的
な
人
間
批
判
に
な
ら
な
い
よ
う

或
、「

分

す
る
。

く
。

者
」
の
行
動
が
自
分
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い

（

）
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か
考
え
さ
せ
る
。
道
風
の
能
書
家
と
し
て
の

認
知
度
は
世
間
に
も
高
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま

え
て
考
え
さ
せ
る
。

★
本
時
の
評
価
規
準
（
二
）
に
よ
る
評
価
を
ノ

ー
ト
の
記
述
に
基
づ
い
て
行
う
。

（
知
識
・
理
解
）

②
次
時
の
予
告
を
聞
く
。

②
本
時
の
復
習
と
、
予
習
の
指
示
を
す
る
。

十

ご
高
評

本
文
本
文
本
文
本
文

（
小
学
館
『
完
訳
日
本
の
古
典
』
に
よ
る
）

徒
然
草

第

段

徒
然
草

第

段

徒
然
草

第

段

徒
然
草

第

段
88

或
者
、
小
野
道
風
の
書
け
る
和
漢
朗
詠
集
と
て
持
ち
た
り
け
る
を
、
あ
る
人

「
御
相
伝
浮
け
る
事
に
は
侍
ら
じ
な
れ

、

、

、

、

。

」

、

ど
も

四
条
大
納
言
撰
ば
れ
た
る
物
を

道
風
書
か
ん
事

時
代
や
た
が
ひ
侍
ら
ん

覚
束
な
く
こ
そ

を
言
ひ
け
れ
ば

「
さ
候
へ
ば
こ
そ
、
世
に
あ
り
が
た
き
物
に
は
侍
り
け
れ
」
と
て
、
い
よ
い
よ
秘
蔵
し
け
り
。

（
小
学
館
『
完
訳
日
本
の
古
典
』
に
よ
る
）

源
氏
物
語

歌
合

源
氏
物
語

歌
合

源
氏
物
語

歌
合

源
氏
物
語

歌
合

ま
づ
、
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
親
な
る
竹
取
の
翁
に
宇
津
保
の
俊
蔭
を
合
は
せ
て
争
ふ

「
な
よ
竹
の
世
々
に
古
り

。

に
け
る
こ
と
、
を
か
し
き
ふ
し
も
な
け
れ
ど
、
か
ぐ
や
姫
の
こ
の
世
の
濁
り
に
も
穢
れ
ず
、
は
る
か
に
思
ひ
の
ぼ
れ
る
契

り
た
か
く
、
神
世
の
こ
と
な
め
れ
ば
、
あ
さ
は
か
な
る
女
、
目
及
ば
ぬ
な
ら
む
か
し

」
と
言
ふ
。
右
は

「
か
ぐ
や
姫

。

、

の
の
ぼ
り
け
む
雲
居
は
げ
に
及
ば
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、
誰
も
知
り
が
た
し
。
こ
の
世
の
契
り
は
竹
の
中
に
結
び
け
れ
ば
、
下

れ
る
人
の
こ
と
と
こ
そ
は
見
ゆ
め
れ
。
ひ
と
つ
家
の
内
は
照
ら
し
け
め
ど
、
も
も
し
き
の
か
し
こ
き
御
光
に
は
並
ば
ず
な

り
に
け
り
。
阿
部
の
お
ほ
し
が
千
々
の
金
を
棄
て
て
、
火
鼠
の
思
ひ
片
時
に
消
え
た
る
も
い
と
あ
へ
な
し
。
車
持
の
親
王

の
、
ま
こ
と
の
蓬
莱
の
深
き
心
も
知
り
な
が
ら
、
い
つ
は
り
て
玉
の
枝
に
瑕
を
つ
け
た
る
を
あ
や
ま
ち
と
な
す

」
絵
は

。

、

。

、

、

、

。

巨
勢
相
覧

手
は
紀
貫
之
書
け
り

紙
屋
紙
に
唐
の
綺
を
陪
し
て

赤
紫
の
表
紙

紫
檀
の
軸

世
の
常
の
よ
そ
ひ
な
り

「
俊
蔭
は
、
は
げ
し
き
浪
風
に
お
ぼ
ほ
れ
、
知
ら
ぬ
国
に
放
た
れ
し
か
ど
、
な
ほ
さ
し
て
行
き
け
る
方
の
心
ざ
し
も
か
な

ひ
て
、
つ
ひ
に
他
の
朝
廷
に
も
わ
が
国
に
も
あ
り
が
た
き
才
の
ほ
ど
を
弘
め
、
名
を
残
し
け
る
古
き
心
を
い
ふ
に
、
絵
の

、

。
」

。

、

、

さ
ま
も
唐
土
と
日
本
と
を
と
り
並
べ
て

お
も
し
ろ
き
こ
と
ど
も
な
ほ
並
び
な
し

と
言
ふ

白
き
色
紙

青
き
表
紙

黄
な
る
玉
の
軸
な
り
。
絵
は
常
則
、
手
は
道
風
な
れ
ば
、
い
ま
め
か
し
う
を
か
し
げ
に
、
目
も
輝
く
ま
で
見
ゆ
。
右
は
そ

の
こ
と
わ
り
な
し
。

（

梅
園
全
集

下
』
に
よ
る
）

梅
園
叢
書

梅
園
叢
書

梅
園
叢
書

梅
園
叢
書

『

學
に
志
し
、
藝
に
志
す
者
の
訓

小
野
道
風
は
、
本
朝
名
譽
の
能
書
な
り
。
わ
か
ゝ
り
し
と
き
、
手
を
ま
な
べ
ど
も
、
進
ざ
る
こ
と
を
い
と
ひ
、
後
園
に

躊
躇
け
る
に
、
蟇
の
泉
水
の
ほ
と
り
の
枝
垂
れ
た
る
柳
に
と
び
あ
が
ら
ん
と
し
け
れ
ど
も
、
と
ゞ
か
ざ
り
け
る
が
、
次
第

、

、

、

次
第
に
高
く
飛
て
後
に
は
終
に
柳
の
枝
に
う
つ
り
け
り

道
風
是
よ
り
藝
の
つ
と
む
る
に
あ
る
事
を
し
り

學
て
や
ま
ず

其
名
今
に
高
く
な
り
ぬ
。


