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短
歌
の
鑑
賞
文
を
書
こ
う

A

Q　
先
日
、
短
歌
の
単
元
で
鑑
賞
文
を
書

く
と
い
う
学
習
を
し
ま
し
た
。

　
鑑
賞
文
を
書
く
た
め
に
は
短
歌
自
体
を
理
解

し
て
い
な
く
て
は
書
け
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
、

一
つ
一
つ
の
短
歌
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
、
ま

と
め
て
い
き
ま
し
た
。

　
解
説
が
終
わ
っ
て
「
鑑
賞
文
を
書
き
ま
し
ょ

う
」
と
言
う
と
、
子
ど
も
た
ち
は
「
え
っ
、
ま

だ
や
る
の
」
と
う
ん
ざ
り
し
た
様
子
。
で
き
上

が
っ
た
鑑
賞
文
も
今
ひ
と
つ
で
、
解
説
が
ほ
と

ん
ど
生
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、
が
っ
か
り
し
ま
し

た
。
ど
う
し
た
ら
意
欲
を
も
っ
て
取
り
組
ま
せ

る
こ
と
が
で
き
、
自
分
な
り
の
鑑
賞
文
が
書
け

る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

　「
短
歌
を
鑑
賞
す
る
」
と
い
う
こ
と
自

体
、
子
ど
も
た
ち
に
は
少
々
難
し
く
、
骨

が
折
れ
る
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
そ

れ
に
加
え
て
「
鑑
賞
文
を
書
く
」
こ
と
も

加
わ
る
の
で
す
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
は

相
当
き
つ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　「
短
歌
の
鑑
賞
文
を
書
く
」
と
い
う
学

習
活
動
に
は
、

　
①
短
歌
を
理
解
す
る
こ
と

　
②
短
歌
を
鑑
賞
す
る
こ
と

　
③
鑑
賞
し
た
こ
と
を
表
現
す
る
こ
と

の
三
つ
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
を
教
師

が
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
ど
れ
も
完
璧
に
や
ろ
う
と
し
て
、
欲
張

り
す
ぎ
た
目
標
を
立
て
て
し
ま
う
と
子

ど
も
た
ち
に
は
負
担
感
が
強
く
な
り
、
や

ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
抱
い
て

し
ま
う
で
し
ょ
う
。

　
今
回
は
、「
鑑
賞
し
た
こ
と
を
表
現
す

る
（
書
く
）」
と
い
う
こ
と
に
重
き
を
置

い
た
場
合
の
授
業
例
を
紹
介
し
ま
す
。

・
場
面
設
定

・
演
技
力

・
音
楽

・
そ
の
他

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

ジ
ャ
ン
ル
特
有
の「
鑑
賞
の
言
葉（
語
彙
）」

を
使
っ
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
鑑

賞
文
」
は
で
き
上
が
る
と
考
え
ま
し
た
。

　「
鑑
賞
文
と
は
何
で
す
か
」
と
聞
か
れ

た
ら
、
私
は
「
そ
の
作
品
の
『
よ
さ
』
を

語
っ
た
も
の
」
と
答
え
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
書
籍
で
も
、
映
画
で
も
、

絵
画
で
も
、
い
い
も
の
に
出
会
っ
た
と
き
、

そ
れ
を
誰
か
に
伝
え
た
く
な
る
も
の
で
す
。

そ
う
考
え
る
と
、
鑑
賞
文
は
、
ま
さ
に
そ

の
「
よ
さ
」
を
実
感
で
き
た
人
が
、
そ
の

魅
力
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
文
章
だ
と

い
う
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。

　
し
か
し
、「
す
ば
ら
し
か
っ
た
」「
よ
か
っ

た
」「
感
動
し
た
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
、

相
手
に
自
分
が
感
じ
た
「
よ
さ
」
を
伝
え

る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
い
も
の
で
す
。

　
い
い
映
画
を
見
た
後
、
ど
ん
な
こ
と
を

私
た
ち
は
言
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

・
主
人
公
が
と
に
か
く
か
っ
こ
い
い
。

・
相
手
役
の
○
○
も
い
い
味
を
出
し
て
い

る
。

・
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
が
す
ば
ら
し
い
。
ど

き
ど
き
は
ら
は
ら
の
連
続
。

・
背
景
の
美
し
さ
が
何
と
も
言
え
な
い
。

・
光
る
せ
り
ふ
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
ん
だ
よ

ね
。

・
泣
け
る
。

・
演
技
が
う
ま
い
。

・
音
楽
が
本
当
に
よ
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
発
言
か
ら
、
映
画
の
よ
さ

を
語
る
に
は
特
有
の
観
点
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

  

【
映
画
を
語
る
観
点
】

・
主
人
公
の
人
物
設
定

・
俳
優
の
魅
力

・
ス
ト
ー
リ
ー
展
開

・
背
景
と
な
る
風
景

・
せ
り
ふ

「
鑑
賞
文
」っ
て
何
？
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■学習の流れ
　単元　「短歌の世界」鑑賞文を書く

■目標

○短歌についての知識を獲得し、短歌を解
釈するための情報を得て、まとめる。

○テーマに沿って深めるための話し合い
をする。（意見を重ねていく力）

○鑑賞文を書く。

第
１・２
時

一、現代短歌の基礎知識
　①聞き取りメモ・まとめ
　②友達のメモから学ぶ

二、暗唱合格シート
　▶教科書を読む
　▶暗唱タイム

第
３・４
時

三、短歌を読む
　①学習ノート作成（製本）
　②資料集を読む

第
５・６
時

四、作品鑑賞会
　①話し合う作品を決める
　　（第三希望まで）
　②グループ作り（三人〜四人）
　③作品鑑賞会
　　【話し合いのテーマ】　
　　・どういう情景か
　　・作者の心情は
　　・作品のよさはどこか

五、鑑賞会のまとめ

第
７
時

六、鑑賞文を書く
　①下書き
　②清書（二百字）　

第
８
時

七、鑑賞文を読む
　①友達の鑑賞文を読む
　②まとめ（あとがき）・講評・
　　学習のふりかえり

第
１・２
時

  

第
３・４
時

第
５・６
時

第
７
時

第
８
時



1617

　
鑑
賞
文
の
基
本
は
そ
の
作
品
の
よ
さ
を

表
現
す
る
こ
と
。
短
歌
の
鑑
賞
文
を
書
く

に
は
、
そ
の
短
歌
の
よ
さ
に
気
づ
き
、
魅

力
を
語
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
ら
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
解
釈
を
聞
き
、
理
解

で
き
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
作
品
に
魅

力
を
感
じ
る
と
は
限
ら
な
い
と
こ
ろ
に
難

し
さ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
解
釈
し
、
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作

者
の
創
作
意
図
や
感
動
を
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
作
品
の
正
確
な
読
み
取
り
に

こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
と
、
鑑
賞
す
る
立
場
の

自
由
な
発
想
も
消
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
バ
ラ
ン
ス
が
本
当
に
難
し

い
で
す
ね
。

　
と
は
い
え
、
や
は
り
中
学
生
の
幼
い
感

性
や
知
識
だ
け
で
は
作
品
の
世
界
に
近
づ

け
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
今
回
は
、
①
「
聞
き
取
り
メ

モ
」
で
短
歌
の
基
礎
知
識
を
短
時
間
で
お

さ
え
、
②
「
暗
唱
タ
イ
ム
」
を
と
る
こ
と

で
短
歌
に
親
し
み
、
③
「
作
品
の
簡
単
な

解
説
資
料
」
を
用
意
し
、
そ
れ
を
も
と
に

④
「
学
習
ノ
ー
ト
」
を
作
っ
て
作
品
を
コ

ン
パ
ク
ト
に
理
解
す
る
と
い
う
時
間
を
と

り
ま
し
た
。

①
聞
き
取
り
メ
モ

　
知
識
を
伝
え
る
と
き
に
は
、
短
時
間
で

で
き
る
「
マ
シ
ン
ガ
ン
ト
ー
ク
※
」
タ
イ

ム
を
取
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、

現
代
短
歌
の
基
礎
知
識
に
つ
い
て
聞
き
取

り
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
ま
と
め
て
い
き
ま
す
。

十
五
分
く
ら
い
か
か
り
ま
し
た
。
何
人
か

の
子
ど
も
た
ち
が
ま
と
め
た
も
の
を
印
刷

し
て
確
認
し
ま
す
。

②
暗
唱
タ
イ
ム

　
意
味
が
は
っ
き
り
分
か
ら
な
く
て
も

「
読
書
百
遍
意
自
ず
か
ら
通
ず
」
で
す
。

暗
唱
し
な
が
ら
言
葉
の
美
し
さ
や
語
感
の

よ
う
な
も
の
に
気
づ
き
、
短
歌
を
鑑
賞
す

る
と
き
の
観
点
に
も
近
づ
い
て
ほ
し
い
と

考
え
ま
し
た
。

③
作
品
の
簡
単
な
解
説
資
料

　
教
科
書
掲
載
の
短
歌
を
は
じ
め
、
い
く

つ
か
の
短
歌
に
つ
い
て
簡
単
で
わ
か
り
や

す
い
解
説
の
資
料
を
用
意
し
ま
し
た
。
今

回
は
次
の
二
冊
を
参
考
に
し
て
作
成
し
ま

し
た
。

・『
は
じ
め
て
で
あ
う
短
歌
の
本
』（
あ
す

作
品
の
よ
さ
の
部
分
で
盛
り
上
が
っ
た
り
。

友
達
と
学
ぶ
こ
と
は
楽
し
く
て
た
め
に
な

る
と
い
う
実
感
を
も
っ
た
よ
う
で
し
た
。

こ
の
話
し
合
い
は
、ポ
イ
ン
ト
が
明
確
だ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出

て
、
報
告
会
も
充
実
し
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
話
し
合
い
の
内
容
を
も
と
に
、
鑑

賞
文
を
書
く
学
習
に
入
り
ま
す
。

　
鑑
賞
文
の
条
件
と
し
て
次
の
こ
と
を
設

定
し
ま
し
た
。

・
内
容
は
話
し
合
い
を
参
考
に
、

情
景
・
心
情
・
作
品
の
魅
力
に

つ
い
て
書
く
こ
と
。

・
二
〜
三
段
落
で
書
く
。

・
最
初
の
段
落
で
作
品
の
解
釈

（
解
説
・
説
明
）
を
書
く
。

・
後
半
、
作
品
の
魅
力
に
つ
い
て

書
く
。

・
常
体
で
書
く
。

・
「
思
っ
た
」
「
す
ご
い
」
を
使

わ
な
い
。

　
条
件
を
示
し
た
後
、
専
門
家
が
書
い

た
鑑
賞
文
と
し
て
、『
現
代
短
歌
の
鑑
賞

事
典
』（
馬
場
あ
き
子
監
修
／
東
京
堂
出
版
）

の
中
か
ら
い
く
つ
か
示
し
、
書
き
方
の
手

引
き
を
示
し
ま
し
た
。

　
生
徒
の
書
い
た
鑑
賞
文
は
、
ま
だ
ま
だ

の
も
の
が
多
い
の
で
す
が
、
自
分
で
選
び
、

自
分
で
書
き
た
い
と
思
っ
て
書
い
て
い
る

様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。
新
し
い
試
み
で

し
た
が
手
応
え
の
あ
る
学
習
で
し
た
。

な
ろ
書
房
）

・『
光
村
の
国
語
の
ワ
ー
ク
』（
光
村
教
育
図
書
）

④
学
習
ノ
ー
ト
の
作
成

　
解
説
資
料
を
読
み
な
が
ら
、
子
ど
も
た

ち
は
「
通
釈
」「
句
切
れ
」「
表
現
技
法
」

「
作
者
」「
そ
の
他
」
に
つ
い
て
書
き
込
ん

で
い
き
ま
す
。
写
す
だ
け
の
単
純
な
作
業

と
し
ま
し
た
。

　
短
歌
の
解
釈
や
理
解
は
、
今
回
、
簡
単

な
解
説
文
を
読
む
と
い
う
こ
と
だ
け
に
絞

り
ま
し
た
。
時
間
的
な
負
担
を
な
く
す
こ

と
に
加
え
、
少
な
い
情
報
だ
か
ら
こ
そ
、

自
分
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
、
話

し
合
え
る
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
同
じ
短

歌
を
選
ん
だ
者
ど
う
し
で
話
し
合
い
ま
す
。

話
し
合
う
内
容
は
次
の
三
つ
で
す
。
　

　

・
ど
う
い
う
情
景
か

　

・
作
者
の
心
情
は

　

・
作
品
の
よ
さ
は
ど
こ
か

　
友
達
が
考
え
た
情
景
に
驚
い
た
り
、
同

じ
心
情
を
考
え
て
う
な
ず
き
合
っ
た
り
、

鑑
賞
文
に

た
ど
り
着
く
前
に

鑑
賞
文
を
書
く
た
め
の

話
し
合
い

鑑
賞
文
を
書
く
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◀学習ノート

▼生徒の書いた鑑賞文

▲聞き取ったことをまとめたメモ

※「マシンガントーク」少し速いテンポで一方的に話すことをこう呼んでいます

　
　
　
　
　
　
　
　

俵　

万
智　

「
寒
い
ね
」
と
話
し
か
け
れ
ば
「
寒
い
ね
」
と
答
え
る
人
の
い
る
あ
た
た
か
さ

　

こ

の

短

歌

は

、

日

常

的

で

身

近

な

言

葉

で

で

き

て

い

る

。

作

者

自

身

の

体

験

が

素

直

に

語

ら

れ

、

情

景

が

く

っ

き

り

と

イ

メ

ー

ジ

で

き

る

作

品

で

あ

る

。

　

「

寒

い

ね

」

で

始

ま

り

、

「

あ

た

た

か

さ

」

で

終

わ

る

と

こ

ろ

に

、

こ

の

作

品

の

よ

さ

が

あ

る

。

反

対

の

言

葉

に

よ

る

ギ

ャ

ッ

プ

が

生

ま

れ

、

こ

の

ギ

ャ

ッ

プ

に

よ

っ

て

読

む

側

は

小

さ

な

幸

せ

が

大

き

な

喜

び

と

な

る

こ

と

を

実

感

で

き

る

。

ま

た

、

最

後

を

体

言

止

め

に

し

た

こ

と

に

よ

っ

て

、

あ

た

た

か

さ

に

余

韻

が

残

る

の

も

し

み

じ

み

し

て

よ

い

。


