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新版教科書で
つくる新しい学び

特集 

語
り
手
の
違
う
物
語
と
出
会
う

「
１
」
と
「
２
」
の
特
徴
的
な
構
造
を
も
つ
本
作
品
。

青
山
先
生
は
、
ま
ず
「
１
」
の
み
を
抜
粋
し
た
プ
リ
ン

ト
を
配
布
し
、
範
読
か
ら
授
業
を
始
め
ま
し
た
。
範
読

を
聞
き
終
わ
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
に
培
っ

た
読
み
の
力
を
使
っ
て
、
語
り
手
が
律
で
あ
る
こ
と
や
、

さ
ま
ざ
ま
な
比
喩
表
現
、
場
所
の
変
化
、
気
持
ち
の
変

化
な
ど
気
づ
い
た
こ
と
を
話
し
始
め
ま
し
た
。

ま
ず
は
、
比
喩
表
現
に
着
目
し
、
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ

る
「
み
ぞ
お
ち
」
に
関
わ
る
表
現
を
追
う
こ
と
で
、
律

の
気
持
ち
の
変
化
を
大
ま
か
に
押
さ
え
ま
し
た
。

「
１
」
の
内
容
を
押
さ
え
た
と
こ
ろ
で
、
先
生
は
子

ど
も
た
ち
に
問
い
か
け
ま
す
。

先
生　
み
ん
な
は
律
タ
イ
プ
？　
周
也
タ
イ
プ
？　
二

人
は
ど
ん
な
性
格
だ
と
思
っ
た
？

児
童　
律
は
気
に
す
る
タ
イ
プ
。

児
童　
周
也
は
あ
っ
さ
り
。
気
に
し
な
い
。

子
ど
も
た
ち
が
口
々
に
答
え
た
後
、
先
生
は
「
２
」

を
配
布
し
ま
し
た
。
夢
中
で
黙
読
す
る
子
ど
も
た
ち
か

ら
は
、「
語
り
手
が
変
わ
っ
て
る
！
」「
周
也
も
気
づ
い

て
た
ん
だ
。」
と
い
う
声
が
あ
が
り
ま
し
た
。

「
１
」「
２
」
を
一
気
に
読
ま
ず
、
先
に
律
の
視
点
か

ら
大
ま
か
な
内
容
を
押
さ
え
た
こ
と
で
、
視
点
が
変
わ

る
お
も
し
ろ
さ
に
引
き
込
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
で
し
た
。

 

二
人
の
人
物
像
を
捉
え
る

前
時
を
受
け
て
、「
律
」
と
「
周
也
」
が
ど
ん
な
「
タ

イ
プ
」
か
に
つ
い
て
、
話
し
合
い
が
始
ま
り
ま
し
た
。

児
童　
「
い
つ
だ
っ
て
、
マ
イ
ペ
ー
ス
」
と
あ
る
か
ら
、

律
は
マ
イ
ペ
ー
ス
。

先
生　
律
は
自
分
で
マ
イ
ペ
ー
ス
っ
て
言
っ
た
の
？

児
童　
周
也
か
ら
見
る
と
マ
イ
ペ
ー
ス
。

先
生
が
丁
寧
に
視
点
を
確
認
し
な
が
ら
進
め
ま
す
。

「
律
」
と
「
周
也
」
の
違
い
が
い
く
つ
か
挙
が
っ
た
と
き
、

Ａ
さ
ん
が
手
を
挙
げ
ま
し
た
。

Ａ
さ
ん　
違
い
じ
ゃ
な
く
て
、
似
て
い
る
と
こ
ろ
に
つ

い
て
な
ん
だ
け
ど
…
…
。
律
は
引
き
ず
る
タ
イ
プ
で
、

周
也
は
、「
軽
く
つ
っ
こ
ん
だ
つ
も
り
が
、
律
の
顔
を

見
て
、
重
く
ひ
び
い
て
し
ま
っ
た
の
が
分
か
っ
た
」
の

後
、
野
球
の
練
習
を
休
ん
じ
ゃ
う
く
ら
い
だ
か
ら
、
引

き
ず
る
っ
て
い
う
か
な
ん
か
…
…
。

先
生　
引
き
ず
っ
て
い
る
の
は
律
だ
と
み
ん
な
言
っ
て

い
た
け
ど
、
Ａ
さ
ん
は
違
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
。

4月から，令和2年度版教科書が使用開始されました。新版教科書には，新しい教材
や，新しい工夫がいっぱい！ 今号では，そんな教科書の魅力を，授業リポート，先生
方へのインタビューを通してお伝えします。

　
「
帰
り
道
」は
、同
じ
出
来
事
に
つ
い
て
、「
１
」で
は「
律
」

の
視
点
か
ら
、「
２
」
で
は
「
周
也
」
の
視
点
か
ら
語
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
、
作
品
の
大
き
な
特
徴
で
す
。
ま
た
、
等
身

大
の
登
場
人
物
た
ち
の
心
情
が
、
巧
み
な
情
景
描
写
や
キ
ー

ワ
ー
ド
な
ど
か
ら
実
感
を
も
っ
て
子
ど
も
た
ち
に
伝
わ
り

ま
す
。

　
登
場
人
物
た
ち
の
思
い
や
考
え
、
そ
の
変
容
と
い
っ
た

作
品
の
内
容
か
ら
、
構
成
や
描
写
な
ど
の
作
品
の
書
か
れ

方
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る

教
材
の
実
践
を
取
材
し
ま
し
た
。

授
業
リ
ポ
ー
ト

「
帰
り
道
」（六
年
）

筑
波
大
学
附
属
小
学
校

青
山
由
紀 

先
生 

六
年
生（
四
十
名
）

指導計画（全4時間）
第1次
1時 
「１」のみの範読を聞き，気づい
たこと，感想を話す。
「2」を配布・黙読し，さらに気づ
いたこと出し合う。

第2次
2時 
「1」と「2」を比べて，それぞれの
人物像を捉える。

3時 
人物像の違いと二人の関わりを
まとめる。二人は，「言葉」や「言
葉にすること」に対して，どのよう
な思いや考えをもっているか話
し合う。

第3次
4時 
二人それぞれの変容を捉える。
感想をノートにまとめる。
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4
時

 

3
時

な
い
か
、
先
生
が
問
い
か
け
ま
し
た
。

Ｂ
さ
ん　
実
は
、
お
互
い
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
。

先
生　
ど
こ
に
も
「
あ
こ
が
れ
て
い
る
」
と
は
書
い
て

い
な
い
ん
だ
け
ど
、
ど
こ
を
証
拠
に
す
る
の
か
な
。

児
童　
律
の
ほ
う
は
、「
周
也
と
ち
ゃ
ん
と
か
た
を
並

べ
て
、
歩
い
て
い
け
る
の
か
な
。」
と
心
配
し
て
い
る

と
こ
ろ
。
周
也
の
ほ
う
は
、「
ぼ
く
に
は
な
い
落
ち
着

き
っ
ぷ
り
に
見
入
っ
て
い
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
。

Ｂ
さ
ん　
周
也
の
ほ
う
は
同
じ
だ
っ
た
け
ど
、
律
の
ほ

う
は
、「
こ
こ
一
年
で
ぐ
ん
と
高
く
な
っ
た
〈
中
略
〉

ぐ
ん
ぐ
ん
前
に
進
ん
で
い
く
ん
だ
ろ
う
」
の
と
こ
ろ
。

さ
ら
に
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
、「
律
」
の
み
ぞ
お
ち

に
刺
さ
っ
た
問
題
の
言
葉
、「
ど
っ
ち
も
好
き
っ
て
の

は
、
ど
っ
ち
も
好
き
じ
ゃ
な
い
の
と
、
い
っ
し
ょ
じ
ゃ

な
い
の
。」
に
つ
い
て
も
、「
実
は
」
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

児
童　
問
題
の
言
葉
は
、
律
は
重
く
受
け
止
め
て
い
た

け
ど
、
実
は
、
周
也
は
軽
く
言
っ
た
つ
も
り
だ
っ
た
。

悪
気
が
な
か
っ
た
。

先
生　
両
方
読
ん
だ
ら
、
同
じ
言
葉
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
で
捉
え
方
が
違
っ
て
い
た
。
言
葉
に
対
し
て
、

「
律
」
と
「
周
也
」
は
違
い
が
あ
る
と
思
っ
た
ん
だ
ね
。

　
先
生
は
、
子
ど
も
た
ち
の
発
言
か
ら
、
次
回
の
問
い

と
し
て「
二
人
に
と
っ
て
、『
言
葉
に
す
る
こ
と
』
と
は
」

を
提
示
し
、
二
時
間
目
の
授
業
を
終
わ
り
ま
し
た
。

 

「
言
葉
」に
対
す
る

 

思
い
を
捉
え
る

三
時
間
目
の
初
め
、
前
回
言
い
残
し
た
こ
と
が
あ
る

と
い
う
Ｃ
さ
ん
が
話
し
始
め
ま
し
た
。

Ｃ
さ
ん　
「
１
」
の
最
後
の
「
ぬ
れ
た
地
面
に
さ
っ
き

よ
り
も
軽
快
な
足
音
を
き
ざ
ん
で
、
ぼ
く
た
ち
は
ま

た
歩
き
だ
し
た
」
と
、「
２
」
の
最
後
「
し
め
っ
た
土

の
に
お
い
が
た
だ
よ
う
ト
ン
ネ
ル
を
〈
中
略
〉
受
け
止

め
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
の
と
こ
ろ
で
…
…
律
は
、

周
也
に
初
め
て
伝
え
た
い
こ
と
が
言
え
て
、
周
也
は
律

の
こ
と
を
初
め
て
受
け
止
め
た
。
そ
し
て
変
わ
っ
た
。

先
生　

今
の
Ｃ
さ
ん
の
言
い
た
い
こ
と
わ
か
っ
た
？　

前
の
時
間
で
見
つ
け
た
問
い
、「
二
人
に
と
っ
て
言
葉

に
す
る
こ
と
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
そ
れ
に

つ
い
て
違
い
が
あ
る
の
か
。」
と
い
う
こ
と
を
考
え
て

い
っ
た
ら
、
C
さ
ん
の
言
い
た
い
こ
と
が
わ
か
る
か

児
童　
周
也
も
気
に
し
て
い
る
。

先
生　
ど
こ
か
ら
気
に
し
て
い
る
と
言
っ
て
た
？

児
童　
野
球
の
練
習
を
休
ん
だ
と
こ
ろ
。

先
生　
練
習
休
ん
だ
ん
だ
っ
け
。
最
初
の
話
だ
と
…
…
。

児
童　
律
に
は
、
監
督
が
急
用
っ
て
言
っ
て
い
た
け
ど
、

本
当
は
休
ん
で
い
る
。

先
生　
実
は
休
ん
で
い
た
。

児
童　
実
は
い
い
や
つ
。

児
童　
実
は
引
き
ず
る
性
格
。

「
実
は
」
を
切
り
口
に
、
さ
ら
に
わ
か
っ
た
こ
と
が

も
し
れ
な
い
ね
。

先
生
は
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
た
「
律
」
と
「
周

也
」
の
会
話
文
を
「
誰
の
言
葉
か
な
」
と
問
い
か
け
な

が
ら
黒
板
に
貼
り
始
め
ま
し
た
。「
１
」「
２
」
の
ど
ち

ら
の
視
点
に
も
出
て
く
る
会
話
文
は
、
そ
の
書
か
れ
方

の
違
い
を
押
さ
え
ま
す
。
一
通
り
確
か
め
る
と
、「
二

人
に
と
っ
て
、『
言
葉
に
す
る
こ
と
』
と
は
」
と
い
う

問
い
に
つ
い
て
、
隣
ど
う
し
で
話
す
時
間
を
設
け
ま
し

た
。
す
る
と
、
話
し
合
い
の
途
中
で
D
さ
ん
た
ち
の

ペ
ア
が
、「『
言
葉
に
す
る
こ
と
』だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、『
言

葉
に
す
る
こ
と
や
、
言
葉
と
は
』
に
し
て
く
れ
な
い
と
、

考
え
に
く
い
」
と
先
生
に
伝
え
ま
し
た
。

先
生　

Ｄ
さ
ん
た
ち
は
、
ど
う
し
て
「
言
葉
に
す
る
こ

と
」
だ
け
だ
と
困
る
の
か
な
。

Ｄ
さ
ん　
周
也
は
、「
言
葉
に
す
る
こ
と
」
は
で
き
て

い
る
か
ら
。
で
も
、
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
っ

て
こ
と
を
書
き
た
い
。

Ｅ
さ
ん　
Ｄ
さ
ん
は
、
周
也
は
「
言
葉
に
す
る
こ
と
」

が
で
き
て
い
る
と
言
っ
た
け
ど
、
で
き
て
い
な
い
と
思

う
。
実
の
な
い
話
は
で
き
る
け
ど
、
本
当
の
自
分
の
気

持
ち
を
言
葉
に
す
る
こ
と
は
、
周
也
も
ま
だ
で
き
て
い

な
い
。

先
生　
Ｅ
さ
ん
は
ど
こ
か
ら
そ
う
思
っ
た
ん
だ
と
思
う
。

児
童　
周
也
視
点
の
「
２
」
の
「
何
も
言
え
な
い
。
言

葉
が
出
な
い
。」
の
と
こ
ろ
。
い
い
言
葉
を
言
お
う
と

す
る
と
、
何
も
言
え
な
く
な
る
。

児
童　
最
後
に
も
、「
投
げ
そ
こ
な
っ
た
。」
と
あ
る
か

ら
、
律
が
チ
ャ
ン
ス
を
作
っ
て
く
れ
た
の
に
、
言
葉
に

で
き
な
か
っ
た
。

先
生
は
、
黒
板
に
貼
っ
た
「
周
也
」
の
会
話
を
指
さ

し
て
、
問
い
か
け
ま
し
た
。

先
生　
こ
ん
な
こ
と
い
っ
ぱ
い
言
え
る
の
に
ね
。
こ
れ

ま
で
プ
リ
ン
の
他
に
、
何
言
っ
て
た
か
な
。

児
童　
夏
休
み
の
こ
と
と
か
、
一
輪
車
の
こ
と
と
か
。　

ど
う
で
も
い
い
こ
と
。

児
童　
だ
か
ら
ピ
ン
ポ
ン
玉
の
壁
打
ち
。

児
童　
軽
い
。

児
童　
話
に
実
が
な
い
。

先
生　
ど
う
で
も
い
い
話
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
周
也

に
自
覚
が
あ
る
の
か
な
。

児
童　
自
覚
は
あ
る
。

三
時
間
目
の
最
後
に
は
、
二
人
が
「
言
葉
」
や
「
言

葉
に
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
、

一
文
ず
つ
書
く
時
間
を
設
け
ま
し
た
。

 

 

感
想
を
ま
と
め
る

四
時
間
目
、
そ
れ
ぞ
れ
が
挙
手
を
し
て
、
三
時
間
目

に
書
い
た
文
を
発
表
し
ま
す
。
何
人
か
が
発
表
し
た
後
、

Ｆ
さ
ん
が
手
を
挙
げ
ま
し
た
。

Ｆ
さ
ん　

う
ま
く
言
え
な
い
ん
だ
け
ど
…
…
。「
周
也

2時間目からは，「１」を上段，「２」を下段に配置したプリントを使用。
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書
い
て
い
た
よ
ね
。
律
に
と
っ
て
の
「
難
し
い
」
と
周

也
に
と
っ
て
の
「
難
し
い
」
は
違
い
そ
う
だ
ね
。

児
童　
周
也
に
と
っ
て
は
会
話
が
難
し
い
。
僕
も
、「
表

面
上
は
簡
単
だ
が
、
相
手
の
言
葉
を
受
け
止
め
て
返
す

こ
と
は
難
し
い
と
思
っ
て
い
る
。」
っ
て
書
い
た
。

児
童　
考
え
ず
に
話
す
の
は
で
き
る
。
深
く
考
え
る
と

で
き
な
い
。

児
童　

本
当
に
心
か
ら
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、
言
葉
に

で
き
な
い
。

「
律
」
と
「
周
也
」
の
言
葉
に
関
わ
る
思
い
に
つ
い

て
話
し
合
っ
た
後
、
先
生
は
、「
１
」
と
「
２
」
の
天

気
雨
の
場
面
を
音
読
す
る
時
間
を
設
け
、
最
後
に
問
い

か
け
ま
し
た
。「
周
也
は
投
げ
そ
こ
な
っ
た
。
で
も『
受

け
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
』
っ
て
思
っ
た
ん
だ
よ
ね
。

こ
の
変
容
、
前
の
時
間
に
C
さ
ん
が
一
生
懸
命
言
っ

て
い
た
こ
と
だ
よ
ね
。」

「
律
」
と
「
周
也
」
の
変
容
を
捉
え
た
と
こ
ろ
で
、

感
想
文
を
書
く
こ
と
を
伝
え
、
感
想
の
手
引
き
と
と
も

に
、
原
稿
用
紙
が
配
ら
れ
ま
し
た
。

毎
時
間
、
授
業
が
終
わ
る
ご
と
に
、
話
し
足
り
な
い

子
ど
も
た
ち
が
、
先
生
の
も
と
に
集
ま
る
姿
が
と
て
も

印
象
的
な
四
時
間
で
し
た
。

に
と
っ
て
『
言
葉
に
す
る
こ
と
』
と
は
、
簡
単
な
も
の

だ
け
ど
、
難
し
い
も
の
で
も
あ
る
。」

先
生　
簡
単
な
ん
だ
け
ど
、（
板
書
の
「
会
話
の
キ
ャ
ッ

チ
ボ
ー
ル
」
を
指
し
て
）
こ
う
い
う
こ
と
を
し
よ
う
と

思
う
と
難
し
い
。
律
の
と
こ
ろ
に
も
「
難
し
い
」
っ
て

「
帰
り
道
」
感
想
の
手
引
き

◆
内
容
に
着
目
し
て

•

「
律
」と「
周
也
」の
人
物
像
や
言
動
、考
え
方
、

二
人
の
変
化
を
、
自
分
の
経
験
と
重
ね
て
。

•

自
分
は
ど
ち
ら
の
人
物
に
共
感
で
き
た
か
。

•

題
名
か
ら
感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
。

•

物
語
を
き
っ
か
け
に
し
て
、「
言
葉
」
に
つ
い

て
考
え
た
こ
と
。

•

今
後
の
二
人
は
、
あ
る
い
は
二
人
の
関
係
は
、

ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
と
思
う
か
。

◆
書
か
れ
方
に
着
目
し
て

•

視
点
を
変
え
て
書
か
れ
た
「
１
」「
２
」
と
い

う
構
成
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
か
。

ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
効
果

が
表
れ
て
い
る
か
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　視点を変えて書かれた「１」「２」という
構成は，読んでいてとても面白かったし，
「２」でしか気づけなかったことがいろい
ろわかりなぞときをしている気分だった。
この構成はとてもすばらしいと思う。私
が一番面白いと思ったところは，三の場面
である。なぜなら，律が周也の口数が減っ
ていった原因を，返事をしないぼくに白け
たと思っているが，実は律にいい球を投げ
ようと考えているという，このもどかしさ
がなんかすごく好き！ まだ、律のように
上手く言い表せないが，もどかしいと感じ
るこのムズムズ感やドキドキ感が個人的
に好き！

　この作品は「クラスメイツ」に少し似ているなと思い
ました。具体的には，一つの出来事が何人かの目線に分
けて描かれているところや，学校生活内のあるある（？）
をモデルにしているところです。私は「カラフル」のよ
うな一人の目線で非現実的な事を描いている作品もと
ても好きです。でも，今回の作品のような描き方のほう
がスッキリして共感できやすくなっているということ
がとてもすごいと思いました。

　僕がすごいと思ったのが比喩です。
律視点の比喩表現は，みぞおちの異物
です。これは，あの周也が放った言葉が
まだ胸に残っていることだなと思いま
した。こういう表現は，すごく分かりや
すかったです。周也視点は，天気雨が
降ったときにそれが無数の白い球みた
いに見えたという比喩です。なんか，周
也がぽんぽん放ってきたピンポン球の
逆襲みたいですごかったです。

　どちらかというと，私は律の視点で描かれているとき
の方が深く共感できました。私はいつも頭になんとな
くある感情をあと一歩のところで出せません。必ず周
也みたいな，自分の言葉をすぐ出せる人にたよってしま
い，自分の意見が出せず，辛くなります。でも律が周也
に自分の意見が言えたときに，私もがんばろうと思え
る，元気をもらうことができました。
　また，物語を読み，「言葉にすること」について考える
きっかけにもなりました。前まではずっと言葉にする
ことは話すことだと自分で思っていたけれど，考えてみ
て，自分なりの答えが出ました。「言葉にすること」は，
「自分の感情をその場に応じるように頭の中で語句を選
び，話す。」ということです。私はまだ全然できていない
けれど，この物語を読んで自分でちゃんとできるように
なりたいと思いました。
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授業者より
　二人の視点で描かれるからこそ，それぞれの内面について読者だけが知り
得る面白さを子どもに味わわせたいと思いました。
　視点や人物の変容は，作品の特性から自然と学ぶことができます。加えて，
等身大の登場人物を自分に引き寄せ，自分は「言葉」とどのように向き合っ
ていくか考えさせることもねらいました。「自分はどちらのタイプに似てい
る？」と問いかけたのはそのためです。
　自分の内面を見つめるという文学を読む意味を体験させることを意図した
のです。

子どもたちの感想文から
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