
 

【
７
／
８
時
間
目 

指
導
略
案
】 

 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②
⑦ 

 

活
動
の
ね
ら
い 

   

１ 

前
時
を
振
り
返
り
、
本
時
の
め
あ
て
を
確
認
す
る
。 

 
 

○ 

じ
ん
ざ
が
少
年
の
た
め
に
命
を
失
っ
た
四
の
場
面
の
様
子
を
振
り
返
り
、
本
時
の
め
あ
て
を
確
認
す 

る
。 

２ 

学
習
場
面
を
音
読
す
る
。 

 

○ 

じ
ん
ざ
の
顔
を
心
情
曲
線
に
貼
る
こ
と
と
、
そ
こ
に
貼
る
根
拠
と
な
っ
た
じ
ん
ざ
の
気
持
ち
が
表
れ 

て
い
る
一
文
を
付
せ
ん
に
書
き
抜
く
こ
と
を
伝
え
、
全
員
に
五
の
場
面
を
音
読
さ
せ
る
。 

３ 

じ
ん
ざ
の
気
持
ち
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
も
つ
。 

 

【
発
問
】
五
の
場
面
の
じ
ん
ざ
の
気
持
ち
は
ど
う
変
わ
っ
た
で
し
ょ
う
。 

 

① 

心
情
曲
線
に
じ
ん
ざ
の
顔
を
置
く
。 

 
 

② 

じ
ん
ざ
の
顔
の
位
置
を
決
め
た
根
拠
と
な
る
大
事
な
一
文
を
付
せ
ん
に
書
く
。 

 
 

③ 

付
せ
ん
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
移
動
さ
せ
、
そ
の
一
文
を
選
ん
だ
理
由
を
書
く
。 

４ 

じ
ん
ざ
の
気
持
ち
に
つ
い
て
、
話
し
合
う
。
① 

ペ
ア
で 

 

② 

全
体
で 

○ 

じ
ん
ざ
の
気
持
ち
の
変
化
が
分
か
る
よ
う
に
、
児
童
の
発
言
を
板
書
で
整
理
し
て
い
く
。 

○ 

理
由
の
中
に
じ
ん
ざ
の
気
持
ち
を
想
像
し
た
言
葉
を
用
い
て
い
る
児
童
は
賞
賛
す
る
。 

○ 

児
童
の
発
言
を
基
に
、
み
ん
な
が
じ
ん
ざ
の
死
を
惜
し
み
、
勇
敢
な
ラ
イ
オ
ン
と
し
て
た
た
え
て
い 

る
こ
と
に
気
付
か
せ
、
じ
ん
ざ
の
気
持
ち
を
想
像
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。 

 
 

 
 

５ 
五
の
場
面
の
じ
ん
ざ
の
気
持
ち
を
想
像
し
な
が
ら
、
じ
ん
ざ
の
顔
の
位
置
を
決
め
て
貼
り
付
け
る
。 

○ 
話
し
合
い
後
、
大
事
な
一
文
や
選
ん
だ
理
由
が
、
変
わ
っ
た
児
童
は
書
き
加
え
る
こ
と
を
告
げ
る
。 

  

６ 

本
時
の
学
習
を
ま
と
め
、
次
時
の
学
習
内
容
を
知
る
。 

 

○ 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
自
己
評
価
を
す
る
。 

○ 

次
時
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
生
か
し
て
「
サ
ー
カ
ス
の
ラ
イ
オ
ン
」
の
帯
を
作
る
こ
と
を
知
ら
せ 

る
。 

 

【板書計画 ７／８時間目】 

 

人
物
の
気
持
ち
を
考
え
な
が
ら
読
も
う 

 

「
サ
ー
カ
ス
の
ラ
イ
オ
ン
」 

川
村 

た
か
し 

  

 

  

理
由 

 

○ 

も
し
、
じ
ん
ざ
が
生
き
て
い
た
ら
、
こ
の
日
の
サ
ー
カ
ス
で
火
の
輪 

く
ぐ
り
を
が
ん
ば
っ
て
い
た
と
思
う
か
ら
。 

 

○ 

お
じ
さ
ん
も
お
客
さ
ん
も
じ
ん
ざ
の
す
が
た
を
思
い
出
し
て
い
る
か
ら
。 

 
 

○ 

じ
ん
ざ
が
「
火
の
輪
を
五
つ
に
し
て
く
ぐ
り
ぬ
け
て
や
ろ
う
。」 

と
言
っ
た
通
り
に
、
火
の
輪
を
一
の
場
面
よ
り
ふ
や
し
て
い
る 

か
ら
。 

 

○ 

ラ
イ
オ
ン
の
す
が
た
は
な
く
て
も
、
み
ん
な
じ
ん
ざ
の 

こ
と
は
わ
す
れ
な
い
と
思
っ
た
か
ら
。 

サ
ー
カ
ス
や
周
囲
の
人
の
様
子
か
ら
、
叙
述
に
基
づ
い
て
じ
ん
ざ
の
気
持
ち
を
想
像
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。 

き
る
よ
う
に
す
る
。 

【
評
価
】 
叙
述
を
基
に
、
じ
ん
ざ
の
気
持
ち
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。（
イ
１
） 

五
の
場
面
の
じ
ん
ざ
の
気
持
ち
を
考
え
よ
う
。 

広用紙の下には，既

習場面の大事な一

文の短冊が貼られ

ています。ここで

は，スペースの都合

で省略しています。 

け
れ
ど
も
、
ラ
イ
オ
ン
の
曲
芸
は
さ
び
し
か
っ
た
。 

お
じ
さ
ん
は
ひ
と
り
で
、
チ
タ
ッ
と
む
ち
を
な
ら
し
た
。 

五
つ
の
輪
は
め
ら
め
ら
と
も
え
て
い
た
。 

だ
が
、
く
ぐ
り
ぬ
け
る
ラ
イ
オ
ン
の
す
が
た
は
な
か
っ
た
。 

お
客
は
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
手
を
た
た
い
た
。 

 

この場面では，じんざ

は登場しませんが，叙

述からじんざの存在を

感じることができま

す。心情曲線上での位

置づけは児童によって

異なると思いますが，

根拠となる一文やその

理由が叙述に即してい

れば認めます。 

おじさんやお客

さんの行動に，

じんざへの想い

が表れている。 


