
「海幸山幸伝説」教材化について(1) 

―小学校使用テキストの開発― 

 

永吉寛行 1・内田千晴 2・明利尚美 3 

 

要旨 

 

 小学校学習指導要領国語科における「神話」に関する指導事項や改訂教科書を検討の結

果、宮崎県独自の神話教材として海幸山幸伝説が相応しいとの先行研究から、学校現場の

実態に合わせて教材範囲や「ヤマ場」箇所の設定までの研究成果を踏まえて、実際の教材

化を試みた。 

 

１. 本稿の目的 

永吉は、日向神話の教材化についてその条件整理の考察を行っている 1)。最終的な結論の主

なものを再掲すると次の通りとなる。 

①題材は海幸山幸伝説が相応しい。   ②適当な分量（約 1,500字） 

③小学校２年生相当の言葉遣いや用字  ④独特の語り口調や言い回し 

⑤起承転結や中心人物の成長などを取り入れた「ストーリー性」「完結性」 

⑥学習活動の設定 

⑦神名は「ウミサチ」「ヤマサチ」あるいは「海さち」「山さち」 

⑧ストーリーは山幸彦が人間界に帰還するあたりまで 

以上は教科書への採録状況に鑑みて、小学校２年生の教材を想定して整理したものである。

しかしながら宮崎大学教育学部でも推奨している小中連携・小中一貫等のコンセプトに照らし

ても、また、中学校学習指導要領（国語）第３学年〔知識及び技能〕(3)アの指導事項「歴史的

背景などに注意して古典を読むことを通して、その世界に親しむこと。」があり、日本の始原的

な歴史として語り伝えられてきた「古事記」を教材化して生徒に提供することの意義から考え

ても、上掲９条件について③を除いて中学校３年生向けに教材提供をすることの意義もあると

考えた。従って、本研究では「海幸山幸伝説」について小学校２年生向けの教材をこれまでの

研究成果に基づいて開発、提示し、中学校 3年生向けの教材提供は別稿に譲ることにした。 

なお、本稿の作成に当たっては、上記永吉の整理した条件に基づき、宮崎大学教育学研究科

教科領域指導力高度化コース科目である「言語教育系内容開発研究ⅡＡ」受講者 2名が担当し

た。主に全体整理を永吉、テキスト作成を明利・内田が担当したが、本稿の完成までにはほか

に国語専修の大学院生２名と、教育学部派遣研究生１名の計６名全員で随時検討を行って成稿

としたものであることを付け加えておく。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1宮崎大学教育学研究科 

2宮崎大学教育学研究科教職実践開発専攻教科領域指導力高度化コース 

3宮崎大学教育学研究科教職実践開発専攻教科領域指導力高度化コース 
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２.小学校用テキスト「海さちと山さち」 

 小学校用テキストについては、後掲の単元指導計画の通り、小学校第２学年での使用を想定

している。従って、テキストで使用する字体も検定済み教科書を参考にするなどして、UDデジ

タル教科書体・16フォントで作成している。また、挿絵については著作権等の関係で本稿では

「どのような挿絵がその箇所に相応しいか」という視点のみの言及にとどめた。学習指導要領

においては「読み聞かせを聞くなどして」と第１学年及び第２学年〔知識及び技能〕(3)アにあ

ることなどから、図書館所蔵の絵本などで絵を児童に見せるなどして随時対応してほしい。 

 場面について、全体を４つに分け、各場面の先頭行に丸数字①～④を振っている。通常教科

書本文においてはこのような数字は振らないが、指導の便宜を考えてあえて記したものである。 

 漢字については、児童に配付、音読等をさせることも想定して、学年別配当漢字を使用する

ことにしたが、児童が自力読みをすることも考えて適宜ルビを振った。 

 最後に、本テキストの最終部分について説明をしておきたい。 

 『古事記』等では、この海幸山幸伝説について、海幸が山幸に服従を誓ったこと等が描かれ

ており、本テキストはその原典とは若干の相違が見られることは否定できない。しかしながら、

以前永吉が、「『家来になる』を『「謝罪する』というニュアンスで書き終えるのが道徳性を持た

せる教材としていいのではないかと判断している。」2)と述べたように、「道徳性」という観点か

ら本テキストは、海幸は山幸に「あやまりました。」という行為をしたという書き方にするとと

もに、「海さちのめんどうもみてあげるようになりましたとさ。」を締めとした。この点、各学

校現場の判断にお任せしたい 3)。 

 さらにテキスト掲載後に単元指導計画を開発、掲載した。「好きな場面を選び発表する」「音

読活動を行う」等の言語活動を設定し、それを通して我が国の伝統的な言語文化に親しむこと

ができるよう配慮した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永吉寛行・内田千晴・明利尚美
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【
資
料
１
（
教
材
）】 

 
海
さ
ち
と
山
さ
ち 

 

①
む
か
し
む
か
し
、 

海
さ
ち
と 

山
さ
ち
と 

い
う  

兄

弟

き
ょ
う
だ
い

が 

い
ま
し
た
。 
海
さ
ち
は 

海
で
魚
を 

と
っ
て 

 

く
ら
し
、 

山
さ
ち
は 
山
で 
け
も
の
を 

と
っ
て  

く
ら
し
て 

い
ま
し
た
。 

 

あ
る
日
、 

弟
の 

山
さ
ち
は  

兄
の 
海
さ
ち
の 

よ
う
に 

海
で 

魚
を 

と
っ
て
み

た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

そ
し
て 

海
さ
ち
に
、 

「
お
た
が
い
に 

つ
か
っ
て
い
る 

道
ぐ
を 

と
り
か
え
ま
し
ょ
う
。」 

と
、言
い
ま
し
た
。海
さ
ち
は 

な
か
な
か 

い
い
へ
ん
じ
を 

し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、 

そ

れ
で
も 

山
さ
ち
は 

何
回
も 

た
の
み
、 

よ
う
や
く 
こ
う
か
ん 

し
て 

も
ら
い
ま
し

た
。 

②
そ
の
後 

山
さ
ち
は 

兄
の 

つ
り
ざ
お
を 

も
っ
て 

海
へ 

い
き
ま
し
た
。 

し
か
し
、 

い
つ
ま
で 

た
っ
て
も 

魚
は 

つ
れ
ま
せ
ん
。 

お
ま
け
に 

海
さ
ち
に 
か
り
た 

つ
り
ば

り
を 

海
の 

中
で 

な
く
し
て 

し
ま
い
ま
し
た
。 

山
さ
ち
は
、 

海
さ
ち
に
、 

「
ご
め
ん
な
さ
い
。 

兄
さ
ん
に 

か
り
た 

つ
り
ば
り
を  

海
の 

中
に 

な
く
し
て 

し
ま
い
ま
し
た
。」  

と
、あ
や
ま
り
ま
し
た
。 

し
か
し
、 

海
さ
ち
は  

そ
れ
を
ゆ
る
さ
ず
に
、 

「
か
な
ら
ず 

か
え
し
な
さ
い
。」 

と
、言
い
ま
し
た
。 

そ
こ
で 

山
さ
ち
は 

自
分
が 

い
つ
も 

も
っ
て
い
る 

剣 け
ん

を 

つ
ぶ

し
て
、五
百
本
も
の 

つ
り
ば
り
を 

作
り
、 

海
さ
ち
に 

か
え
そ
う
と 

し
た
の
で
す

が
、 

海
さ
ち
は 

う
け
と
り
ま
せ
ん
。 

次
に 

千
本
い
じ
ょ
う
の 

つ
り
ば
り
を 

作
っ

た
の
で
す
が
、 

や
は
り 

海
さ
ち
は 

う
け
と
ら
ず
、 

ど
う
し
て
も
、 

か
し
た 

つ
り

ば
り
を 

か
え
せ
と 

言
う
の
で
す
。 

こ
ま
っ
た 

山
さ
ち
は 

海
べ
で 

な
き
、 

か
な
し

ん
で 

い
ま
し
た
。 

そ
こ
へ
、 

ろ
う
じ
ん
が 

あ
ら
わ
れ
、 

「
ど
う
し
て 

な
い
て 

い
る
の
か
ね
。」 

と
、た
ず
ね
て 

き
ま
し
た
。 

山
さ
ち
は
、  

兄
の 

つ
り
ば
り
を 

な
く
し
て
し
ま
い
、  

兄
が
ゆ
る
し
て 

く
れ
な
い
こ
と
を  

話
し
ま
し
た
。 

す
る
と 

ろ
う
じ
ん
は
、 

「
そ
れ
は 

か
わ
い
そ
う
に
。 

そ
れ
で
は 

ふ
ね
に 

の
っ
て 

し
お
に 

な
が
さ
れ
な
が
ら 

ど
こ
ま
で
も 

行
き
な
さ
い
。 

す
る
と 

海
の 

か
み
さ
ま
の 

き
ゅ
う
で
ん
が 

見
え
て 

き
ま
す
。 

そ
こ
に 

行
け
ば
、 

海
の 

か
み
さ
ま
の 

む
す
め
が 

あ
な
た
を 

た
す
け

て 

く
れ
る
で
し
ょ
う
。」 

と
、教
え
て 

く
れ
ま
し
た
。 

③
山
さ
ち
は 

教
え
ら
れ
た 

と
お
り
に 

海
の 

か
み
さ
ま
の 

き
ゅ
う
で
ん
に 

行
き

ま
し
た
。 

す
る
と 

海
の 

か
み
さ
ま
の 

む
す
め
と 

出
会
い
、 

父
で
あ
る 

海
の 

か

み
さ
ま
に
も 

気
に
入
ら
れ
、 

海
の 

か
み
さ
ま
の 

む
す
め
と 

け
っ
こ
ん
す
る
こ
と
に 

な
り
ま
し
た
。   

  

海
幸
が
海
に
い
る 

山
幸
が
山
に
い
る
挿
絵 

山
幸
が
泣
い
て
い
る
挿
絵 

老
人
に
会
う
挿
絵 

海
の
神
様
の
娘
と
結
婚
し
た
挿
絵 

「海幸山幸伝説」教材化について (1)
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そ
し
て
、 

三
年
が 

た
っ
た
時
に 

山
さ
ち
は 

海
の 

き
ゅ
う
で
ん
に 

来
た 

目

的

も
く
て
き

を 
思
い
出
し
、 

海
の 

か
み
さ
ま
に 

兄
の 

つ
り
ば
り
を 

な
く
し
た
こ
と
を 

そ
う

だ
ん 

し
ま
し
た
。 

海
の 

か
み
さ
ま
は 

海
に 

い
る 

す
べ
て
の 

魚
を 

よ
び 

あ
つ

め
、 

「
つ
り
ば
り
を 

の
ん
だ 
も
の
は 

い
な
い
か
。」 

と
、た
ず
ね
ま
し
た
。 

す
る
と
、 

「
三
年
ほ
ど 

前
か
ら 

タ
イ
が
、 
の
ど
に 

何
か 

さ
さ
っ
た
と  

な
や
ん
で 

お
り
ま
し
た
。」 

と
、 

へ
ん
じ
が 

か
え
っ
て 

き
ま
し
た
。 
そ
し
て 

 

つ
り
ば
り
が 

の
ど
に 

つ
か
え
て
い
た 

タ
イ
を 
た
す
け
、 

つ
り
ば
り
を 

見
つ
け
る
こ
と
が 

で
き
ま
し
た
。  

山
さ
ち
が 

帰
る
時
、 

海
の 

か
み
さ
ま
は 

こ
う 

言
い
ま
し
た
。 

「
そ
な
た
の 

兄
に 

つ
り
ば
り
を 

か
え
す
と
き
、 

た
だ 

わ
た
し
て
は 

い
け
ま
せ
ん
。 

ぼ
ん
や
り
ば
り 

い
ら
い
ら
ば
り 

び
ん
ぼ
う
ば
り 

く
る
し
み
ば
り 

と
、お
ま
じ
な
い
を 

と
な
え
な
が
ら 

後
ろ
む
き
に 

お
わ
た
し
な
さ
い
。」 

と
、 

つ
り
ば
り
と 

い
っ
し
ょ
に 

「
し
お
み
つ
た
ま
」
「
し
お
ひ
る
た
ま
」 

と
い
う 

二
つ

の 

玉
を 

く
れ
ま
し
た
。 

そ
の
玉
は 

海
の 

水
を 

あ
や
つ
る
こ
と
の 

で
き
る 

玉

で
、 

し
お
み
つ
た
ま
は 

水
を 

ふ
や
し 

し
お
ひ
る
た
ま
は 

水
を 

へ
ら
す
こ
と
の 

で
き
る 

玉
で
し
た
。 

そ
し
て 

山
さ
ち
は
、 

海
の 

か
み
さ
ま
に 

お
れ
い
を 

言
い
、 

わ
に
に 

の
っ
て 

海
さ
ち
の 

も
と
に 

帰
り
ま
し
た
。 

④
海
さ
ち
の 

も
と
へ 

帰
る
と
、 

山
さ
ち
は 

海
の 

か
み
さ
ま
に 

言
わ
れ
た 

と
お

り
、 

ぼ
ん
や
り
ば
り 

い
ら
い
ら
ば
り 

び
ん
ぼ
う
ば
り 

く
る
し
み
ば
り 

と
、お
ま
じ
な
い
を 

と
な
え
な
が
ら
、後
ろ
む
き
に 

海
さ
ち
に 

つ
り
ば
り
を 

か
え

し
ま
し
た
。  

そ
の
後 

山
さ
ち
が 

お
ま
じ
な
い
を 

と
な
え
た
こ
と
に 

よ
り
、 

海
さ
ち
は 

む

か
し
の 

よ
う
に 

海
で 

魚
が 

と
れ
な
く
な
っ
て 

し
ま
い
ま
し
た
。 

田
ん
ぼ
を 

た

が
や
し
て
も 

ぜ
ん
ぜ
ん 

い
ね
も 

み
の
り
ま
せ
ん
。 

そ
の
た
め 

海
さ
ち
は  

ど
ん

ど
ん 

ま
ず
し
く
な
っ
て 

し
ま
い
ま
し
た
。 

お
こ
っ
た 

海
さ
ち
は 

山
さ
ち
を 

う
ら

み 

せ
め
よ
せ
て 

き
ま
し
た
。 

そ
こ
で 

山
さ
ち
は 

し
お
み
つ
た
ま
と 

し
お
ひ
る
た

ま
を 

使
っ
て 

水
を 

ふ
や
し
た
り 

へ
ら
し
た
り
し
て 

海
さ
ち
を 

こ
ら
し
め
ま
し

た
。 

こ
う
し
た
こ
と
が 

何
度

な
ん
ど

も 

つ
づ
い
た
の
で
、 

海
さ
ち
は 

と
う
と
う  

「
ど
う
か 

ゆ
る
し
て 

く
れ
。 

こ
れ
か
ら
は 

あ
な
た
を 

ず
っ
と 

お
守
り
し
ま
す
。」 

と
、 

こ
れ
ま
で
の 

こ
と
を 

山
さ
ち
に 

あ
や
ま
り
ま
し
た
。 

そ
れ
か
ら
は
、 

弟
の 

山
さ
ち
は 

け
っ
こ
ん
し
た 

海
の 

か
み
さ
ま
の 

む
す
め
を 

そ
ば
に 

よ
ん
で 

し
あ

わ
せ
に 

く
ら
し
、 

海
さ
ち
の 

め
ん
ど
う
も 

み
て
あ
げ
る 

よ
う
に 

な
り
ま
し
た

と
さ
。

タ
イ
か
ら
釣
り
針

を
見
つ
け
た
挿
絵 

お
ま
じ
な
い
を
唱
え
て
い
る

挿
絵 

山
幸
と
海
の
神
様
の
娘
と
海
幸
が
三
人
仲
良
く
暮
ら

し
て
い
る
挿
絵 

永吉寛行・内田千晴・明利尚美
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【資料２（指導資料）】 

海幸山幸単元計画案 
【好きな場面紹介パターン】 

 指導計画（全２時間） 

（１）神話について知る。――――――――――――――――――――１時間 

 

（２）好きな場面を選び、発表する。―――――――――――――――１時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導入 

（10分） 

① 海幸山幸が元になった「浦島太郎」について知っていることを話し、「浦島太郎」の
あらすじを確認する。 

②日本には神話があることを伝え、青島や鵜戸神宮の写真を見せる。 

展開 

（３０分） 

③海幸山幸の読み聞かせを行う。（10分） 

④好きな場面を選び、理由を考える。（２５分） 

終末 

（5分） 

⑤次時の見通しをもつ 

導入 

（５分） 

①前時のふりかえりと本時の見通しをもつ 

展開 

（３５分） 

②選んだ場面の場面絵を描く（絵日記的な） 

③グループで発表する 

終末 

（5分） 

⑤まとめ 

イラスト 

好
き
な
場
面 

～
が
～
す
る
と
こ
ろ 

選
ん
だ
理
由 

「海幸山幸伝説」教材化について (1)
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【資料２（指導資料）】 

海幸山幸単元計画案 
【好きな場面紹介パターン】 

 指導計画（全２時間） 

（１）神話について知る。――――――――――――――――――――１時間 

 

（２）好きな場面を選び、発表する。―――――――――――――――１時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導入 

（10分） 

① 海幸山幸が元になった「浦島太郎」について知っていることを話し、「浦島太郎」の
あらすじを確認する。 

②日本には神話があることを伝え、青島や鵜戸神宮の写真を見せる。 

展開 

（３０分） 

③海幸山幸の読み聞かせを行う。（10分） 

④好きな場面を選び、理由を考える。（２５分） 

終末 

（5分） 

⑤次時の見通しをもつ 

導入 

（５分） 

①前時のふりかえりと本時の見通しをもつ 

展開 

（３５分） 

②選んだ場面の場面絵を描く（絵日記的な） 

③グループで発表する 

終末 

（5分） 

⑤まとめ 

イラスト 

好
き
な
場
面 

～
が
～
す
る
と
こ
ろ 

選
ん
だ
理
由 

【音読活動パターン】 

 指導計画（全２時間） 

（１）神話について知る。――――――――――――――――――――１時間 

 

 

（２）好きな場面の音読発表をする。―――――――――――――――１時間 

 

 

【神話紹介、調べ学習パターン】 

 指導計画（全３時間） 

（１）神話について知る。―――――――――――――――――――  １時間 

 

（２）神話について調べ、紹介する。――――――――――――――― １時間 

導入 

（10分） 

①海幸山幸が元になった「浦島太郎」について知っていることを話し、「浦島太郎」のあ

らすじを確認する。 

②日本には神話があることを伝え、青島や鵜戸神宮の写真を見せる。 

展開 

（３０分） 

③海幸山幸の読み聞かせを行う。（10分） 

④音読したい場面を選び、グループで練習する 

終末 

（5分） 

⑤次時の見通しをもつ 

導入 

（５分） 

①前時のふりかえりと本時の見通しをもつ 

展開 

（３５分） 

②音読したい場面を選び、グループで練習する（10分） 

③グループごとに発表する（6グループ×5分） 

終末 

（5分） 

④まとめ 

導入 

（10分） 

①海幸山幸が元になった「浦島太郎」について知っていることを話し、「浦島太郎」のあ

らすじを確認する。 

②日本には神話があることを伝え、青島や鵜戸神宮の写真を見せる。 

展開 

（３０分） 

③海幸山幸の読み聞かせを行う。（10分） 

④タブレットで他の神話を調べる 

終末 

（5分） 

⑤次時の見通しをもつ 

導入 

（５分） 

①前時のふりかえりと本時の見通しをもつ 

展開 

（３５分） 

②海幸山幸の続きやどんな神話がほかにあるか調べてまとめる（ワークシート） 

③グループで発表する 

終末 

（5分） 

④まとめ 

永吉寛行・内田千晴・明利尚美
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（３）図書室に行って神話を読む。――――――――――――――――１時間 

３.おわりに 

 前２回に渡って、古事記の小学校国語科用の教材化について、その条件整理・考察を行って

きた、その成果が本稿である。最も腐心したのは、表記や用字、言葉遣い等について適切な状

態にすることはもちろんであるが、それと同等の重みを持つ判断は、その切り取り箇所であっ

た。これまでの研究成果や先行出版絵本などから、本稿での箇所を終了箇所にすることはやむ

を得ないとしたが、それでも宮崎県の郷土資源であることを考えると、果たして鵜戸神宮や銀

鏡、あるいは宮﨑神宮や美々津まで教材化しなくてよかったのかという課題が残された。また

それは、伊邪那岐・伊邪那美、神楽等で伝わる天照大神の部分についても同様である。いわゆ

る教育的配慮と伝統的な言語文化との適切な融合を今後も模索していきたい。 

 

注 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

1)永吉寛行(2021)「日向神話教材化への基礎調査―小学校第２学年「伝統的な言語文化」の指

導イメージから―」『宮崎大学教育学研究科教職大学院年報』1,pp.21-24、永吉寛行(2022) 

「日向神話教材化の試み―宮崎県小学校向け「海幸山幸伝説」テキスト作成について―」『宮崎

大学教育学研究科教職大学院年報』2,pp36-42 

2)上記注永吉寛行(2022) 

3)なお、本テキスト作成に当たっては、『国語指導必携 小学校 古典指導の基礎・基本』（田

中洋一 2010年、加藤文明社）、『決定版 心を育てる松谷みよ子の日本の神話』（渡瀬昌彦、2020

年、講談社）の２書を参考にさせていただいた。深く感謝申し上げる。 

導入 

（５分） 

①前時のふりかえりと本時の見通しをもつ 

展開 

（３５分） 

②図書室にある神話や民話を調べ、読む（じっくりよむ） 

終末 

（5分） 

④まとめ 

調べた本などの写真 

一
言 

～
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い 

登
場
人
物 

～
が
で
て
き
ま
し
た 

タ
イ
ト
ル 

【その他】 

電子書籍サービスを導入している学校であれ

ば図書室に行かなくてもその場で読める。 

「海幸山幸伝説」教材化について (1)
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