
俳句(中学校 指導例) 

１ 指導のねらい 

・ 比較したり評価したりして読む(領域：「読むこと」) 

・ 条件に合わせて自分の考えを書きまとめる(領域：「書くこと」) 

 

２ 学習活動の設定 

 二つの俳句を比較し、その共通点と相違点を見付ける。また、比較を通して読み取ったことを基に

二つの俳句の解説文を書く。 

 

３ 指導の実際(１時間扱い／第３学年対象）  ※扱う俳句については当総合教育センターにお問い合わせください。 

学習活動 指導上の留意点・評価(○印) 

１ 前時までの俳句の学習を振り返り、

俳句を味わう際の視点について確

かめ合う。 

 

 

 

２ 本時の目標を確かめ合う。 

 

３ 自分が担当した組の俳句を、学習活

動１で確かめた視点(俳句を味わう

際の視点)で比較して読み、共通点

と相違点を考える。(学習プリント

１) 

 

〔Ａ組〕 

「囀りを・・・」 星野立子 

「啄木鳥や・・・」水原秋櫻子 

〔Ｂ組〕 

「つきぬけて・・・」山口誓子 

 「あをあをと・・・」大野林火 

〔Ｃ組〕 
 「咳の子の・・・」中村丁女  
 「せきを・・・」尾崎放哉 

 
    
 
４ 自分が担当した組の俳句について、

共通点と相違点を発表し合う。 

 

 

 

５ 交流し合ったことをもとに、担当し

た俳句の「解説文」を、与えられた

条件に合わせて書きまとめる。(学

習プリント２) 

 

・前時までの学習内容を振り返り、俳句を味わう際の

視点について振り返らせ、比較する際のよりどころと

させる。 

○進んで学習活動に取り組もうとしている。〈国語への

関心・意欲・態度〉 

 

 

 

・各組の担当を決め、二つの俳句の共通点と相違点を

話し合わせる。 

 
・次の点に着目させる。 

 Ａ組 

    擬人法の効果（木の描かれ方） 

   描かれている季節、視覚・聴覚 

    切れ字から読み取れる感動の対象 など 

 Ｂ組 

    作者が目を向ける対象物の様子 

     色の対比・コントラスト    
    大きいもの・小さいものの対比  など 

 Ｃ組 

    情景、場の雰囲気、作者の心情 など 

 

○比較の観点を自ら設定して、二句を読み味わってい

る。〈読む能力〉 

 

・生徒の発表に対し、目の付け所のよさやその確かさ

について講評したり、補足したりする。 

○友だちの読み味わい方に触れ、考えを広げたり深め

たりしている。〈読む能力〉 

 

・書くときの条件を確認し、その条件に従って書きま

とめさせる。 

・よく書けているものを全体で取り上げ、評価し合う

のもよい。 

○条件に従って、俳句の「解説文」を書きまとめてい

る。〈書く能力〉 

 

４ ここがポイント 

◇ 俳句を味わう際の視点を押さえ、それをよりどころとして比較させる。   

◇ 解説文を書くときの条件を確認し、それに合わせて書くように意識させる。 



学習プリント１ 
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学習プリント２

条件 ・二段落で文章を構成すること。
・一段落目は、「この二句はともに……」で書き出し、共通点について解説すること。
・二段落目は、「二句の違いは、……」で書き出し、相違点について解説すること。
・いずれの段落も、二句を鑑賞する際に欠かせない点を取り上げて書きまとめること。
・140字以上、180字以内で書くこと。

課
題

比
較
し
た
二
句
に
つ
い
て
、
そ
の
味
わ
い
ど
こ
ろ
を
解
説
す
る
文
章
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

（

）
組
の
俳
句
に
つ
い
て

（

）
組
（

）
番
（

）180字 140字



次
に
示
す
ア
と
イ
の
俳
句
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

ア

白
牡
丹
と
い
ふ
と
い
へ
ど
も
紅
ほ
の
か

高
浜
虚
子
（
一
八
七
四
〜
一
九
五
九
）

は

く

ぼ

た

ん

こ
う

た
か
は
ま

き
ょ
し

※
「
白
牡
丹
」
が
「
夏
」
の
季
語

イ

斧
入
れ
て
香
に
お
ど
ろ
く
や
冬
木
立

与
謝
蕪
村
（
一
七
一
六
〜
一
七
八
三
）

お
の

か

こ

だ

ち

よ

さ

ぶ
そ
ん

※
「
冬
木
立
」
が
「
冬
」
の
季
語

一

ア
の
俳
句
に
つ
い
て
、
次
の
文
章
中
の

に
あ
て
は
ま
る
語
は
何
か
。
答
え
な
さ
い
。

ア
の
俳
句
の
大
意

「
白
牡
丹
」
と
は
言
う
け
れ
ど
も
、
よ
く
見
て
み
る
と
ほ
の
か
に

色
を
秘
め
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

真
っ
白
で
は
な
い
の
だ
。
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
牡
丹
の
花
を
い
っ
そ
う
あ
で
や
か
な
も
の
に
し
て
い
る
。

俳句(中学校 評価問題)



二

イ
の
俳
句
に
つ
い
て
、
次
の
授
業
の
よ
う
す
の

ａ

〜

ｃ

に
あ
て
は
ま
る
語
は
何
か
。
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

イ
の
俳
句
に
つ
い
て
の
授
業
の
よ
う
す

先
生

「
香
に
お
ど
ろ
く
や
」
の
部
分
に
、
切
れ
字
で
あ
る
「

ａ

」
が
つ
い
て
い
る
ね
。
感
動
の
中
心
が
そ

の
部
分
に
あ
る
と
い
う
の
が
よ
く
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
に
お
い
に
と
て
も
驚
き
、
感
動
し
た
と
い
う
ん

だ
ね
。
い
っ
た
い
何
の
に
お
い
な
ん
だ
ろ
う
？

生
徒
Ａ

は
い
。
斧
で
木
を
切
っ
た
と
き
に
、
そ
の
切
り
口
か
ら
に
お
っ
て
き
た
に
お
い
だ
と
思
い
ま
す
。

先
生

そ
う
で
す
ね
。
今
で
は
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
な
ど
で
木
を
切
り
ま
す
が
、
昔
は
「
斧
」
だ
っ
た
。
そ
の
切
り

口
か
ら
漂
っ
て
き
た
ん
だ
ね
、
に
お
い
が
。
「
に
お
い
」
と
は
表
現
せ
ず
に
、
「

ｂ

」
と
表
現
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
と
っ
て
も
い
い
に
お
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
感
じ
ら
れ
ま
す
ね
。
で
は
、
こ
の
木
は
、
ど
う
い
う

様
子
で
す
か
？

生
徒
Ｂ

は
い
。
冬
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
葉
も
み
ん
な
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
て
、
冷
た
い
木
枯
ら
し
の
中
、
そ

れ
ぞ
れ
の
木
が
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
る
っ
て
い
う
か
、
沈
黙
し
て
い
る
っ
て
い
う
か
、
そ
ん
な
様
子
だ
と
思

い
ま
す
。

生
徒
Ｃ

は
い
。
木
々
た
ち
の
命
を
感
じ
な
い
っ
て
い
う
か
、
死
ん
だ
よ
う
に
立
ち
つ
く
す
木
の
様
子
が
思
い
浮
か

び
ま
す
。

先
生

二
人
と
も
う
ま
く
俳
句
に
詠
ま
れ
た
世
界
を
想
像
で
き
て
い
ま
す
ね
。
「

ｃ

」
と
い
う
表
現
か
ら
、

そ
う
し
た
木
々
た
ち
の
よ
う
す
を
豊
か
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
な
い
と
、
こ
の
俳
句
は
味
わ
え
ま
せ
ん
ね
。

で
は
、
与
謝
蕪
村
は
、
な
ぜ
そ
の
に
お
い
に
と
て
も
驚
き
、
感
動
し
た
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
？

生
徒
Ａ

は
い
。
今
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
く
ら
い
、
と
て
も
い
い
に
お
い
が
し
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

先
生

い
や
、
残
念
な
が
ら
そ
う
い
う
こ
と
に
驚
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
ね
。
感
動
し
た
こ
と
は
ほ
か
に
あ
る
ん
だ
よ
。

考
え
て
ご
ら
ん
。

三

ア
の
俳
句
と
イ
の
俳
句
の
共
通
点
は
何
か
。
次
の
条
件
に
し
た
が
っ
て
書
き
な
さ
い
。

条
件

・
「
こ
の
二
句
の
共
通
点
は
、
…
…
」
で
書
き
出
す
こ
と
。

・
文
章
中
に
、
「
そ
れ
に
対
し
て
」
と
い
う
言
葉
を
必
ず
用
い
て
書
く
こ
と
。

・
百
十
字
以
上
、
百
四
十
字
以
内
で
書
く
こ
と
。

俳句(中学校 評価問題)



俳句(中学校 評価問題)

（

）
組
（

）
番

名
前
（

）1 0 0 字1 4 0 字



俳句(中学校 評価問題)

【
解
答
例
】

一

紅

二

ａ

や

ｂ

香

ｃ

冬
木
立

三

（
例
）

こ
の
二
句
の
共
通
点
は
、
発
見
に
あ
る
。
ア
の
句
で
は
、
白
の
中
に
ほ
の
か
な
紅
を
発
見
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
イ
の
句
で
は
、
冬
の
木
に
斧
を
入
れ
た
こ
と
で
、
木
か
ら
発
せ
ら
れ
る
香
り
に
命
を
発
見
し
て
い
る
の
だ
。
木
は
こ

ん
な
冬
の
中
で
も
生
き
て
い
る
と
い
う
発
見
で
あ
る
。
二
句
と
も
作
者
の
発
見
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
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