
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）図書室に行って神話を読む。――――――――――――――――１時間 

３.おわりに 
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科書において『古事記』におけるヤマトタケルノミコト伝説が扱われるのみである 2)。 

 そこで、その伝統的な言語文化の継続性、宮崎県内の中学校生徒に向けての郷土教材開発の

必要性等に鑑みて、中学校用の「海幸山幸伝説」テキスト開発をすることにした。中学校学習

指導要領・国語〔知識及び技能〕(3)アには「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。」が指導事項として挙げられている。宮崎県はイザナキ・イザナミ

を初めとして、アマテラスオオミカミやコノハナサクヤヒメなど、歴史上伝説の地といわれる

スポットが数多くある。歴史というワードを中心にした国語科学習や郷土学習（総合的な学習 
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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 

4宮崎大学教育学部（国語教育講座）派遣研究生 
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の時間等）の教科横断的な学習の礎にもなり得るという判断のもと、中学校３年生用のテキス

トも開発することにした。 

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名及び教育

学部派遣研究生１名が担当した。主に全体整理を永吉、テキスト作成を清・前田・杉尾が担当

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名を加えた合計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。 

 

２.中学校用テキスト「海幸山幸－『古事記』」から」 

 中学校用テキストについては、他の古典教材の採録紙面（教材化）の状況認識を持つところ

から始めている。その調査に使用した教科書は令和５年度の宮崎県内公立中学校における国語

科教科書の採択状況に鑑みて、光村図書及び東京書籍版の教科書とした。 

その調査の結果から導き出した教材化の条件は次の通りである。 

①教材ページ冒頭に作品の説明を付す。 

②原則として原典本文を掲載し、適宜歴史的仮名遣いでルビを振る。 

③全文に標準的な現代語訳を付す。ただし、あくまでも原文の音読活動を重視したいとの考え

から、現代語訳のフォントについて、原文よりも小さくして、原文が強調されるように配慮す

る。 

④他の古文教材に倣い、脚注を適宜付す。 

⑤教材範囲については小学校用テキストと同範囲とするが、原文で掲載すると全文がかなりの

長大な分量になることと、宮崎県内には山幸彦（火遠理命）の子とされる鵜草葺不合尊（「古事

記」上は日子波瀲武鸕鷀草葺不合尊）の言い伝えの残る場所があることなどから、生徒にとっ

て物語的な興味が湧きそうな箇所のみを原文・現代語訳・脚注をテキスト化し、その他の部分

は現代語による説明（いわゆる「リード文」）でテキスト化した箇所を繋いでいき、鵜草葺不合

尊についてもリード文ではあるが人名として出るようにした。 

⑥テキストの後ろには、検定教科書の体裁に基づいて、学習目標を「学習活動」「目標」という

２つの視点から提示している。 

⑦小学校と同じように単元指導計画案を示した。教科書掲載の他の古文教材と同じように３時

間配当を想定して作成してある。 

 

 なお、本テキスト作成に当たっては、 

・財団法人北郷町温泉観光協会制作「神々の系図」 

・みやざき文化振興課“神話のふるさと みやざき”神々の物語 

・宮崎市観光協会“宮崎市観光サイト”宮崎の神話と伝説〜街角のあちこちが古代へのタイム

トンネル〜 

・宮崎県教育研修センター“みやざき ひむか学ネット”宮崎県の神話・伝承マップ 

を参考にさせていただいた。参照 URLについてはテキスト末尾に明記してある。深く感謝申し

上げる。 
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ひ

易 か

ふ
る
こ
と
を
得
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
火

遠
理
命
、
海
さ
ち
を
以 も

ち
て
魚 な

釣
ら
す
に
、
か
つ
て
一
つ

の
魚 な

も
得
ず
、
亦 ま

た

其
の

鉤
つ
り
ば
り

を
海
に
失
ひ
た
ま
ひ
き
。
こ

こ
に
、
其
の

兄
い
ろ
せ

火
照
命
、
其
の
鉤
ど
も
を
乞
ひ
て
曰 い

は
く
、

「
山
さ
ち
も
己 お

の

が
さ
ち
さ
ち
、
海
さ
ち
も
己
が
さ
ち
さ
ち
。

今
は

各

お
の
も
お
の
も

さ
ち
返
さ
む
と
思
ふ
」
と
い
ひ
し
と
き
、
其

の

弟
い
ろ
ど

火
遠
理
命
、
答
へ
て
※

曰 の

り
た
ま
は
く
、「

汝
い
ま
し

の
鉤

は
、
魚 な

釣
り
し
に
一
つ
の
魚 な

も
得
ず
て
、
つ
い
に
海
に
失

ひ
つ
」
と
曰
り
た
ま
ひ
き
。 

    

三
度
も
願
い
求
め
た
が
、（
火
照
命
は
）
許
さ
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
最
後
に
や
っ
と
取
り
替
え
る
こ
が
で
き

た
。
そ
こ
で
、
火
遠
理
命
は
、
海
の
獲
物
を
取
る
道
具
を

使
っ
て
魚
を
釣
っ
て
み
た
が
、
全
く
一
匹
の
魚
も
釣
れ
な

か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
兄
の
釣
り
針
を
海
中
に
な
く
し
て

し
ま
っ
た
。
そ
こ
へ
、
兄
の
火
照
命
が
そ
の
釣
針
を
返
す

よ
う
に
と
求
め
、
「
山
の
獲
物
も
、
海
の
獲
物
も
、
や
は

り
自
分
の
道
具
で
な
く
て
は
う
ま
く
得
ら
れ
な
い
。
今
は

も
う
そ
れ
ぞ
れ
道
具
を
返
そ
う
と
思
う
」
と
言
っ
た
と
こ

ろ
、
弟
の
火
遠
理
命
は
答
え
て
、「
兄
さ
ん
の
釣
り
針
は
、

魚
を
釣
っ
た
時
に
一
匹
の
魚
も
釣
れ
ず
に
、
と
う
と
う
海

中
に
な
く
し
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
言
っ
た
。 

   

                    

※
曰
る…

言
う
、
述
べ
る
、
告
げ
る 

  

し
か
れ
ど
も 

其
の

兄
い
ろ
せ

強
ひ
て
※

乞
ひ
徴 は

た

り
き
。 

故 か
れ

、
其

の

弟
い
ろ
ど

御
佩

み
は
か
し

の
※

十 と
つ

拳 か

剣
つ
る
ぎ

を
破
り
て
、
五
百

い

ほ

鉤 は
り

を
作
り

て
、

償
つ
く
の

ひ
た
ま
へ
ど
も
取
ら
ず
。
亦
一 い

千 ち

鉤 は
り

を
作
り
て

償
つ
く
の

ひ
た
ま
へ
ど
も
受
け
ず
て
、「
な
ほ
其
の
正
本

も

と

の
鉤
を

得
む
」
と
い
ひ
き
。 

 

し
か
し
兄
は
強
引
に
返
せ
と
責
め
た
。
そ
れ
で
、
弟
は
腰

に
つ
け
て
い
た
十
拳
の
剣
を
折
り
、
五
百
も
の
釣
り
針
を

作
っ
て
弁
償
し
た
が
、
（
兄
は
）
そ
れ
を
受
け
取
ら
な
か

っ
た
。
（
弟
は
）
ま
た
さ
ら
に
千
の
釣
り
針
を
作
っ
て

弁
償
し
た
が
、
兄
は
受
け
取
ら
ず
、
「
や
は
り
正
真
正

銘
の
も
と
の
釣
り
針
を
返
し
て
も
ら
お
う
」と
言
っ
た
。 

   

※
乞
ひ
懲
る…

無
理
に
「
よ
こ
せ
」
と
請

求
す
る 

※
十
剣
剣…

諸
刃
の
長
剣 

     

こ
う
し
て
、
火
遠
理
命
が
海
辺
で
泣
き
悲
し
ん
で
い
る
と
、
海
の
潮
を
支
配
す
る
塩
椎
神

し
お
つ
ち
の
か
み

に
綿
津
見
神

わ
た
つ
み
の
か
み

（
海
の
神
）
の
宮
殿
に
行
く
よ
う
教
え
ら
れ
た
。
火
遠
理
命
が
海
の

宮
殿
に
行
く
と
、
綿
津
見
神
の
娘
・
豊
玉
毘
売

と
よ
た
ま
び
め

に
出
会
っ
た
。
二
人
が
結
婚
し
て
三
年
経
っ
た
あ
る
日
、
火
遠
理
命
は
釣
り
針
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
た
め
息
を
つ
い
た
。
綿
津

見
神
が
事
情
を
知
る
と
、
海
の
魚
た
ち
を
召
集
し
、
赤
鯛
の
喉
に
刺
さ
っ
て
い
た
釣
り
針
を
見
つ
け
た
。
綿
津
見
神
は
火
遠
理
命
に
釣
り
針
を
渡
し
、「
こ
の
釣
り
針
を
火
照
命

に
返
す
と
き
、
ま
じ
な
い
の
言
葉
を
唱
え
な
が
ら
後
ろ
手
で
お
渡
し
な
さ
い
。
そ
し
て
、
田
を
作
る
と
き
は
火
照
命
と
違
う
場
所
に
お
作
り
な
さ
い
。
私
が
水
を
操
っ
て
火
照
命

の
田
に
水
を
や
ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
、
火
照
命
は
三
年
の
間
に
貧
し
く
な
る
で
し
ょ
う
。
も
し
火
照
命
が
あ
な
た
を
恨
ん
で
攻
め
込
ん
で
き
た
ら
、
こ
の
塩
盈
珠

し
お
み
つ
た
ま

を
取
り
出

し
て
溺
れ
さ
せ
て
お
や
り
な
さ
い
。
許
し
を
乞
う
て
き
た
ら
こ
の
塩
乾
玉

し
お
ふ
る
た
ま

を
取
り
出
し
て
助
け
て
お
や
り
な
さ
い
。」
と
言
っ
て
、
塩
盈
珠
と
塩
乾
玉
を
火
遠
理
命
に
授
け
た
。

火
遠
理
命
は
ワ
ニ
に
乗
り
、
一
日
で
地
上
に
帰
っ
た
。
火
遠
理
命
は
ワ
ニ
に
褒
美
と
し
て
小
刀
を
授
け
、
海
に
返
し
た
。 
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こ
れ
を
以
ち
て
つ
ぶ
さ
に
海 わ

た

の
神
の
教
へ
し
言 こ

と

の
如

く
し
て
、
其
の
鉤
を
与
へ
た
ま
ひ
き
。
故 か

れ

、
そ
れ
よ
り
以
後

の

ち

は
、
い
よ
よ
貧
し
く
な
り
て
、
更
に
荒
き
心
を
起
こ
し
て

攻
め
来 く

。
攻
め
む
と
す
る
時
、
塩
盈

し
ほ
み
つ

珠 た
ま

を
出
し
て
溺
ら
し
、

其
れ
愁 う

れ

へ
請 こ

へ
ば
、
塩
乾

し
ほ
ふ
る

珠 た
ま

を
出
し
て
救
ひ
、
か
く
な
や

ま
し
苦
し
め
た
ま
ふ
と
き
、
稽
首

の

み

ま
を
さ
く
、「
僕 あ

は
今
よ

り
以
後

の

ち

、
汝 な

れ

命
み
こ
と

の
昼
夜

ひ
る
よ
る

の
守
護
人

ま
も
り
び
と

と
為 な

り
て
仕
へ

奉
た
て
ま
つ

ら
む
」
と
※

曰ま
を

し
き
。
故 か

れ

、
今
に
至
る
ま
で
、
※

其
の
溺
れ

し
と
き
の
種
々

く
さ
ぐ
さ

の
態 わ

ざ

、
絶
え
ず
仕
え
奉
る
な
り
。 

    

こ
う
し
て
、
（
火
遠
理
命
は
）
何
も
か
も
海
の
神
が
教

え
た
言
葉
の
と
お
り
に
し
て
、
そ
の
釣
り
針
を
（
火
照

命
に
）
与
え
た
。
そ
れ
で
、
そ
れ
以
後
、
（
火
照
命
は
）

だ
ん
だ
ん
貧
し
く
な
り
、
前
に
も
ま
し
て
荒
々
し
い
心

を
起
こ
し
て
攻
め
て
き
た
。
（
火
照
命
が
）
攻
め
よ
う

と
し
た
時
に
は
、
（
火
遠
理
命
は
）
塩
盈
珠
を
取
り
出

し
て
溺
れ
さ
せ
、
そ
し
て
（
火
照
命
が
）
嘆
い
て
許
し

を
求
め
る
と
、
塩
乾
珠
を
取
り
出
し
て
救
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
困
ら
せ
苦
し
め
た
と
こ
ろ
、
（
火
照
命
は
）
頭

を
下
げ
て
哀
願
し
、
「
私
は
、
今
か
ら
後
は
、
あ
な
た

様
を
昼
夜
守
護
す
る
者
と
し
て
、お
仕
え
い
た
し
ま
す
。」

と
約
束
し
て
申
し
上
げ
た
。そ
れ
で
、今
に
至
る
ま
で
、

（
火
照
命
の
子
孫
は
）
そ
の
溺
れ
た
と
き
の
い
ろ
い
ろ

な
仕
草
を
舞
に
し
て
お
仕
え
申
し
上
げ
て
い
る
の
で
あ

る
。 

 

              

※
曰
す…

「
言
ふ
」
の
謙
譲
語
。 

 

※
其
の
溺
れ
し
と
き
の
種
々
の
態…

溺

れ
た
仕
草
を
舞
に
し
て
子
孫
に
伝
え
る

こ
と
で
、
火
遠
理
命
に
助
け
ら
れ
た
こ
と

を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
と
い
う
こ
と
。

こ
の
舞
は
九
州
南
部
の
薩
摩
大
隅
地
方

の
「
隼
人
舞
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
伝

承
が
途
絶
え
て
お
り
、
舞
の
実
態
は
不
明
。
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こ
れ
を
以
ち
て
つ
ぶ
さ
に
海 わ

た

の
神
の
教
へ
し
言 こ

と

の
如

く
し
て
、
其
の
鉤
を
与
へ
た
ま
ひ
き
。
故 か

れ

、
そ
れ
よ
り
以
後

の

ち

は
、
い
よ
よ
貧
し
く
な
り
て
、
更
に
荒
き
心
を
起
こ
し
て

攻
め
来 く

。
攻
め
む
と
す
る
時
、
塩
盈

し
ほ
み
つ

珠 た
ま

を
出
し
て
溺
ら
し
、

其
れ
愁 う

れ

へ
請 こ

へ
ば
、
塩
乾

し
ほ
ふ
る

珠 た
ま

を
出
し
て
救
ひ
、
か
く
な
や

ま
し
苦
し
め
た
ま
ふ
と
き
、
稽
首

の

み

ま
を
さ
く
、「
僕 あ

は
今
よ

り
以
後

の

ち

、
汝 な

れ

命
み
こ
と

の
昼
夜

ひ
る
よ
る

の
守
護
人

ま
も
り
び
と

と
為 な

り
て
仕
へ

奉
た
て
ま
つ

ら
む
」
と
※

曰ま
を

し
き
。
故 か

れ

、
今
に
至
る
ま
で
、
※

其
の
溺
れ

し
と
き
の
種
々

く
さ
ぐ
さ

の
態 わ

ざ

、
絶
え
ず
仕
え
奉
る
な
り
。 

    

こ
う
し
て
、
（
火
遠
理
命
は
）
何
も
か
も
海
の
神
が
教

え
た
言
葉
の
と
お
り
に
し
て
、
そ
の
釣
り
針
を
（
火
照

命
に
）
与
え
た
。
そ
れ
で
、
そ
れ
以
後
、
（
火
照
命
は
）

だ
ん
だ
ん
貧
し
く
な
り
、
前
に
も
ま
し
て
荒
々
し
い
心

を
起
こ
し
て
攻
め
て
き
た
。
（
火
照
命
が
）
攻
め
よ
う

と
し
た
時
に
は
、
（
火
遠
理
命
は
）
塩
盈
珠
を
取
り
出

し
て
溺
れ
さ
せ
、
そ
し
て
（
火
照
命
が
）
嘆
い
て
許
し

を
求
め
る
と
、
塩
乾
珠
を
取
り
出
し
て
救
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
困
ら
せ
苦
し
め
た
と
こ
ろ
、
（
火
照
命
は
）
頭

を
下
げ
て
哀
願
し
、
「
私
は
、
今
か
ら
後
は
、
あ
な
た

様
を
昼
夜
守
護
す
る
者
と
し
て
、お
仕
え
い
た
し
ま
す
。」

と
約
束
し
て
申
し
上
げ
た
。そ
れ
で
、今
に
至
る
ま
で
、

（
火
照
命
の
子
孫
は
）
そ
の
溺
れ
た
と
き
の
い
ろ
い
ろ

な
仕
草
を
舞
に
し
て
お
仕
え
申
し
上
げ
て
い
る
の
で
あ

る
。 

 

              

※
曰
す…

「
言
ふ
」
の
謙
譲
語
。 

 

※
其
の
溺
れ
し
と
き
の
種
々
の
態…

溺

れ
た
仕
草
を
舞
に
し
て
子
孫
に
伝
え
る

こ
と
で
、
火
遠
理
命
に
助
け
ら
れ
た
こ
と

を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
と
い
う
こ
と
。

こ
の
舞
は
九
州
南
部
の
薩
摩
大
隅
地
方

の
「
隼
人
舞
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
伝

承
が
途
絶
え
て
お
り
、
舞
の
実
態
は
不
明
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
ち
、
豊
玉
毘
売

と
よ
た
ま
び
め

が
出
産
の
た
め
地
上
に
や
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
火
遠
理
命
は
、
海
辺
に
鵜う

の
羽
で
屋
根
を
※

葺ふ

い
て
※

産
屋

う
ぶ
や

を
作
る
こ
と
に
し

た
が
、
そ
の
屋
根
を
葺
き
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
お
産
が
始
ま
っ
た
。
豊
玉
毘
売
は
「
ど
う
か
覗の

ぞ

か
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
告
げ
て
産
屋
に
入
っ
た
。
火
遠
理
命
が
こ
っ
そ
り

と
産
屋
の
中
を
覗
く
と
、
※

八
尋
も
あ
る
ワ
ニ
が
身
を
く
ね
ら
せ
、
の
た
う
ち
回
っ
て
い
た
。
本
来
の
姿
を
見
ら
れ
て
恥
ず
か
し
く
思
っ
た
豊
玉
毘
売
は
、
産
ん
だ
御
子
を
残

し
、
海
と
地
上
を
繋
ぐ
境
を
閉
じ
て
海
に
帰
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
生
ま
れ
た
御
子
は
「
鵜
草
葺
不
合
命

う
が
や
ふ
き
あ
へ
ず
の
み
こ
と

」
と
名
付
け
ら
れ
た
。 

※
葺
く…

覆
う 

 
 
 

※
産
屋…

昔
、
出
産
の
た
め
に
作
ら
れ
た
別
棟
の
家 

 
 
 

※
八
尋…

約
十
二
〜
十
四
メ
ー
ト
ル 
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【
学
習
】 

学
習
目
標 

 

・
学
習
活
動 

登
場
人
物
と
自
分
の
考
え
方
の
共
通
点
や
相
違
点
を
確
認
し
な
が
ら
読
み
、
ま
と
め
た
こ
と
を
伝
え
合
お
う
。 

 

・
目    

標 

●
地
域
に
伝
わ
る
神
話
や
伝
承
な
ど
と
の
関
わ
り
に
注
意
し
て
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
古
典
の
世
界
に
親
し
む
。 

 
 
 
 
 
 
 

●
文
章
を
批
判
的
に
読
み
な
が
ら
、
文
章
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
つ
い
て
考
え
る
。 

【参考 URL】 

◯みやざき文化振興課“神話のふるさと みやざき”神々の物語

https://www.kanko-miyazaki.jp/shinwanofurusato/story.html 

◯宮崎市観光協会“宮崎市観光サイト”宮崎の神話と伝説〜街角のあち

こちが古代へのタイムトンネル〜 

https://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/feature/shinwa 

◯宮崎県教育研修センター“みやざき ひむか学ネット”宮崎県の神話・

伝承マップ 

https://www.miyazaki-c.ed.jp/himukagaku/unit/yume_09/map.html 
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【
学
習
】 

学
習
目
標 

 

・
学
習
活
動 

登
場
人
物
と
自
分
の
考
え
方
の
共
通
点
や
相
違
点
を
確
認
し
な
が
ら
読
み
、
ま
と
め
た
こ
と
を
伝
え
合
お
う
。 

 

・
目    

標 

●
地
域
に
伝
わ
る
神
話
や
伝
承
な
ど
と
の
関
わ
り
に
注
意
し
て
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
古
典
の
世
界
に
親
し
む
。 

 
 
 
 
 
 
 

●
文
章
を
批
判
的
に
読
み
な
が
ら
、
文
章
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
つ
い
て
考
え
る
。 

【参考 URL】 

◯みやざき文化振興課“神話のふるさと みやざき”神々の物語

https://www.kanko-miyazaki.jp/shinwanofurusato/story.html 

◯宮崎市観光協会“宮崎市観光サイト”宮崎の神話と伝説〜街角のあち

こちが古代へのタイムトンネル〜 

https://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/feature/shinwa 

◯宮崎県教育研修センター“みやざき ひむか学ネット”宮崎県の神話・

伝承マップ 

https://www.miyazaki-c.ed.jp/himukagaku/unit/yume_09/map.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1) 永吉寛行・内田千晴・明利尚美(2024)「「海幸山幸伝説」教材化について(1)―小学校使用

テキストの提供―」『宮崎大学教育学研究科教職大学院年報』第 4号 

2) 「古典探究」は選択科目であり、必履修科目である「言語文化」の履修後に学習する可能

性が高い。例えば東京書籍発行「精選古典探究（古文編）」では、全体がⅠ部、Ⅱ部に分か

れており、『古事記』「倭建命」はⅡ部に収録されている。おそらく必履修科目「言語文化」

を高校１年で履修したとすると、「古典探究」は高校２年以降に設定されると思われ、しか

もそのなかのⅡ部ということは、『古事記』は高校３年で学習することが想定されていると

言えるだろう。 

第３時 第２時 第１時 

四
次 

三
次 

二
次 

一
次 

つ 

な 

ぐ
活
動
④ 

考
え
を
持
つ
活
動
③ 

読
み
深
め
る
活
動
② 

捉 

え 

る
活
動
① 

・
文
章
の
舞
台
や
ゆ
か
り
の
地
を
調
べ
て
み
よ
う
。 

・
火
照
命
・
火
遠
理
命
と
自
分
の
考
え
方
の
共
通
点
や
相
違
点
を
ま
と
め
よ
う
。 

・
ま
と
め
た
こ
と
を
伝
え
合
お
う
。 

・
文
章
の
前
半
と
後
半
で
火
照
命
の
心
情
は
ど
う
変
化
し
た
か
を
考
え
よ
う
。 

・
古
文
の
前
半
部
分
を
声
に
出
し
て
読
も
う
。 

・
現
代
語
訳
を
読
ん
で
内
容
を
理
解
し
よ
う
。 

【
単
元
計
画
案
】 

「海幸山幸伝説」教材化について (2)
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