
【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№041

［小ばなしシリーズ］　小ばなし１

年 組 氏名

　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

寒
い
故
郷

く
ま
さ
ん

「
お
ま
え
の
故
郷
は
、
た
い
そ
う
寒
い
ん

だ
っ
て
？
」

は
ち
べ
え

「
そ
り
ゃ
あ
、
も
う
、
寒
い
な
ん
て
も
ん

じ
ゃ
な
い
ね
」

く
ま
さ
ん

「
ど
ん
な
だ
か
、
お
し
え
て
く
れ
よ
」

は
ち
べ
え

「
飯
を
食
う
と
き
な
ん
か
、
箸
（
は
し
）

を
膳
（
ぜ
ん
）
の
上
に
置
く
と
、
あ
っ
と

い

う
ま
に
凍
り
つ
い
ち
ま
っ
て
、
も
う
、
飯

を
食
う
こ
と
が
で
き
ね
え
ん
だ
」

く
ま
さ
ん

「
そ
れ
は
す
ご
い
寒
さ
だ
な
」

は
ち
べ
え

「
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
よ
。
話
を
し
て
い

て

も
、
話
し
て
い
る
そ
ば
か
ら
、
話
が
壁
に

凍
り
つ
い
ち
ま
う
ん
だ
」

く
ま
さ
ん

「
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
春
に
な
っ
て
、
解
け
だ

し



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［小ばなしシリーズ］　小ばなし１

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を
わかりやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くと
きには、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょ
う。原稿用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を
比べあったりするのもよい学習になります。

また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み

方を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながります

よ。

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ

い
の
か
」
、「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
は
、
次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト

に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い
た
文
章
に
こ
れ
ら

の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め

ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
は
ち
べ
え
が
故
郷
の
寒
さ
を
問
わ
れ
て
、
話
す

言
葉
ま
で
壁
に
凍
り
つ
い
て
し
ま
う
、
と
「
ほ

ら
」
を
吹
く
と
こ
ろ
。

●
は
ち
べ
え
が
「
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
よ
。
話
を

し
て
い
て
も
、
話
し
て
い
る
そ
ば
か
ら
、
話
が

壁
に
凍
り
つ
い
ち
ま
う
ん
だ
」
と
、
実
際
に
は

あ
り
得
な
い
話
を
し
て
い
る
の
に
、
く
ま
さ
ん

が
そ
れ
を
信
じ
て
「
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
春
に
な
っ

て
、
解
け
だ
し
た
ら
、
さ
ぞ
か
し
や
か
ま
し
い

だ
ろ
う
？
」
と
感
心
し
な
が
ら
聞
い
て
い
る
と

こ
ろ
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№042

［小ばなしシリーズ］　小ばなし２

年 組 氏名

　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

う
わ
さ
話

だ
ん
な
「
お
ま
え
は
た
い
し
た
人
間
だ
。
世
間
の
や

つ

ら
は
ど
い
つ
も
こ
い
つ
も
、
他
人
の
う
わ
さ

話

ば
か
り
し
て
い
る
が
、
お
ま
え
は
け
っ
し
て

し

な
い
。
え
ら
い
も
ん
だ
」

小

僧
「
は
い
、
私
は
他
人
の
う
わ
さ
話
を
し
な
い

よ

う
に
と
、
い
つ
も
心
が
け
て
い
ま
す
」

だ
ん
な
「
う
ん
、
う
ん
、
そ
れ
は
い
い
心
が
け
だ
」

小

僧
「
と
こ
ろ
で
だ
ん
な
様
。
と
な
り
の
五
郎
兵

衛

さ
ん
は
、
よ
く
他
人
の
う
わ
さ
話
を
す
る
人

で

す
な
あ
」

（
注
）
小
僧

商
店
で
使
わ
れ
て
い
る
少
年
の
店
員
の
こ
と



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［小ばなしシリーズ］　小ばなし２

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を
わかりやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くと
きには、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょ
う。原稿用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を
比べあったりするのもよい学習になります。

また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み

方を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながります

よ。

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ

い
の
か
」
、「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
は
、
次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト

に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い
た
文
章
に
こ
れ
ら

の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め

ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
だ
ん
な
が
、「
人
の
う
わ
さ
話
を
し
な
い
の
は

偉
い
」
と
小
僧
を
ほ
め
た
と
こ
ろ
な
の
に
、
小

僧
が
「
と
こ
ろ
で
だ
ん
な
様
。
と
な
り
の
五
郎

兵
衛
さ
ん
は
、
よ
く
他
人
の
う
わ
さ
話
を
す
る

人
で
す
な
あ
」
と
五
郎
兵
衛
さ
ん
の
う
わ
さ
話

を
す
る
と
こ
ろ
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№043

［小ばなしシリーズ］　小ばなし３

年 組 氏名

　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

ど
ろ
ぼ
う
は
ど
こ
？

た
い
へ
ん
足
の
速
い
男
が
、
ど
ろ
ぼ
う
を
追

い

か
け
て
い
る
途
中
で
、
友
だ
ち
と
出
会
い
ま
し

た
。

友
だ
ち

「
そ
ん
な
に
急
い
で
、
ど
こ
へ
い
く
ん
だ
？
」

男
「
今
、
ど
ろ
ぼ
う
を
追
い
か
け
て
い
る
ん
だ
」

友
だ
ち

「
ど
ろ
ぼ
う
？
ど
ろ
ぼ
う
な
ん
か
い
ね
え
じ
ゃ

ね
え
か
」

男
「
あ
と
か
ら
く
る
」



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［小ばなしシリーズ］　小ばなし３

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を
わかりやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くと
きには、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょ
う。原稿用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を
比べあったりするのもよい学習になります。

また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み

方を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながります

よ。

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ

い
の
か
」
、「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
は
、
次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト

に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い
た
文
章
に
こ
れ
ら

の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め

ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
ど
ろ
ぼ
う
が
逃
げ
る
の
を
追
い
か
け
て
い
る

の
だ
か
ら
、
捕
ま
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
に
、

足
の
速
い
男
が
ど
ろ
ぼ
う
を
追
い
越
し
て

走
って

い
る
と
こ
ろ
。

●
そ
し
て
、
追
い
か
け
て
い
る
男
が
ど
ろ
ぼ
う
を

捕
ま
え
る
と
い
う
目
的
を
忘
れ
て
い
る
と
こ

ろ
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№044

［小ばなしシリーズ］　小ばなし４

年 組 氏名

　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

夢

あ
る
先
生
、
授
業
中
に
い
ね
む
り
を
し
て
し

ま

い
、
弟
子
に
、

「
わ
し
は
、
弘
法
大
師
に
会
っ
た
夢
を
み

た
」

と
、
い
い
わ
け
を
し
ま
し
た
。

翌
日
、
授
業
中
に
弟
子
が
い
ね
む
り
を
し
た

の

で
先
生
が
叱
る
と
、
弟
子
は
、

「
私
も
弘
法
大
師
に
会
い
に
い
き
ま
し
た
」

先
生
が
、

「
で
は
、
弘
法
大
師
は
な
ん
と
お
っ
し
ゃ
っ

て

い
た
？
」

と
た
ず
ね
る
と
、



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［小ばなしシリーズ］　小ばなし４

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を
わかりやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くと
きには、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょ
う。原稿用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を
比べあったりするのもよい学習になります。

また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み

方を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながります

よ。

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ

い
の
か
」
、「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
は
、
次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト

に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い
た
文
章
に
こ
れ
ら

の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め

ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
弟
子
が
い
ね
む
り
し
た
い
い
わ
け
に
前
日
に

先
生
が
し
た
い
い
わ
け
を
使
っ
た
と
こ
ろ
。

●
先
生
が
弟
子
の
言
い
わ
け
を
と
っ
ち
め
て
や

ろ
う
と
「
で
は
、
弘
法
大
師
は
な
ん
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
た
？
」
と
問
い
つ
め
た
と
き
に
、
弟
子

が
「
は
い
、
弘
法
大
師
は
、
昨
日
先
生
に
は
会

わ
な
か
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
」
と
言
い

返
し
て
、
先
生
を
や
り
こ
め
た
と
こ
ろ
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№045

［小ばなしシリーズ］　小ばなし５

年 組 氏名

　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

猫
足

「
お
い
、
風
呂
が
あ
い
た
ぞ
。
今
、
オ
レ
が
出
た
あ

と
だ
が
、
よ
か
っ
た
ら
入
れ
よ
」

「
じ
ゃ
あ
、
す
ぐ
に
入
る
よ
」

男
は
、
真
っ
裸
に
な
っ
て
、
風
呂
お
け
に
片
足
を
入

れ
ま
し
た
が
、

「
あ
っ
つ
い
っ
」

と
、
足
を
引
っ
込
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
み
て

い
た
友
だ
ち
が
、

「
臆
病
な
野
郎
だ
な
。
そ
ん
な
に
熱
く
は
な
い
は
ず

だ
ぜ
。
が
ま
ん
し
て
、
入
っ
ち
ま
い
な
よ
」

と
い
う
と
、

「
い
や
っ
、
う
め
て
く
れ
っ
。
お
れ
は
大
の
猫
足
な

ん
だ
」



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［小ばなしシリーズ］　小ばなし５

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を
わかりやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くと
きには、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょ
う。原稿用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を
比べあったりするのもよい学習になります。

また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み

方を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながります

よ。

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ

い
の
か
」
、「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
は
、
次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト

に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い
た
文
章
に
こ
れ
ら

の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め

ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
熱
い
食
べ
物
が
苦
手
な
こ
と
を
「
猫
舌
」
と
い

う
が
、
あ
る
男
が
熱
い
風
呂
に
足
を
入
れ
て
引

っ
込
め
た
と
き
の
い
い
わ
け
に
、「
猫
舌
」
を

も
じ
っ
て
「
猫
足
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№046

［小ばなしシリーズ］　小ばなし６

年 組 氏名

　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

占
い
師

街
角
で
、
占
い
師
が
お
客
が
来
る
の
を
ぼ
ん
や

り
と待

っ
て
い
ま
す
。
す
る
と
、
近
所
の
子
ど
も
た
ち
が
、

通
る
人
た
ち
に
、

「
こ
の
占
い
師
は
へ
た
で
、
当
た
ら
な
い
よ
」

と
ふ
れ
ま
わ
り
ま
し
た
。
怒
っ
た
占
い
師
が
、

「
お
ま
え
た
ち
は
、
毎
日
商
売
の
じ
ゃ
ま
を
し
や
が

る
っ
、
と
ん
で
も
な
い
ガ
キ
ど
も
だ
っ
。
ど
こ
か
ら

き
た
っ
」

と
い
う
と
、
子
ど
も
た
ち
は
、
ア
カ
ン
ベ
ー
を
し
な

が
ら
、

「
当
て
て
み
な
」



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［小ばなしシリーズ］　小ばなし６

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を
わかりやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くと
きには、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょ
う。原稿用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を
比べあったりするのもよい学習になります。

また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み

方を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながります

よ。

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ

い
の
か
」
、「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
は
、
次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト

に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い
た
文
章
に
こ
れ
ら

の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め

ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
占
い
師
が
、「
こ
の
占
い
師
は
へ
た
で
、
当
た

ら
な
い
よ
」
と
言
い
ふ
ら
し
て
商
売
の
じ
ゃ
ま

を
し
た
子
ど
も
た
ち
を
叱
ろ
う
と
、「
お
ま
え

た
ち
は
、
毎
日
商
売
の
じ
ゃ
ま
を
し
や
が

る
っ
、
と
ん
で
も
な
い
ガ
キ
ど
も
だ
っ
。
ど
こ

か
ら
き
た
っ
」
を
聞
い
た
と
き
に
、
子
ど
も
た

ち
が
機
転
を
き
か
し
て
、
占
い
師
な
ら
ど
こ
か

ら
来
た
か
占
い
で
わ
か
る
だ
ろ
う
と
、
さ
ら
に

占
い
師
を
か
ら
か
っ
た
と
こ
ろ
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№047

［小ばなしシリーズ］　小ばなし７

年 組 氏名

　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

望
遠
鏡

あ
る
男
が
、
湯
島
の
高
台
か
ら
、
望
遠
鏡
で
ほ
う
ぼ

う
を
な
が
め
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
う
ち
、
望
遠
鏡
の
先

に
片
方
の
手
を
出
し
て
、
お
か
し
な
仕
草
を
し
て
い
ま

す
。ふ

し
ぎ
に
思
っ
た
友
だ
ち
が
、

「
な
に
を
や
っ
て
る
ん
だ
？
」

と
た
ず
ね
る
と
、

「
浅
草
の
仁
王
門
の
と
こ
ろ
に
金
が
落
ち
て
る
ん
だ

よ
。あ

れ
を
拾
お
う
と
思
っ
て
な
。
も
う
、
ち
ょ
っ
と
で
、

手
が
届
く
…
…
」

（
注
１
）
湯
島

ゆ
し
ま
。
江
戸
（
今
の
東
京
都
）
の
地
名
。

湯
島
天
神
で
有
名
。



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［小ばなしシリーズ］　小ばなし７

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を
わかりやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くと
きには、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょ
う。原稿用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を
比べあったりするのもよい学習になります。

また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み

方を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながります

よ。

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ

い
の
か
」
、「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
は
、
次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト

に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い
た
文
章
に
こ
れ
ら

の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め

ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
望
遠
鏡
で
見
て
い
る
先
に
見
え
る
お
金
を
拾

お
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

●
絶
対
に
届
く
は
ず
が
な
い
の
に
、
一
生
懸
命
拾

お
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
そ
の
仕
草
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№048

［小ばなしシリーズ］　小ばなし８

年 組 氏名

　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

置
く
場
所
は
？

「
お
い
、
日
が
暮
れ
て
き
た
か
ら
、
早
く
火
を
と
も

せ
」す

る
と
、
小
僧
さ
ん
は
行
灯
に
火
を
つ
け
て
、
ウ

ロ
ウ
ロ
し
て
い
ま
す
。

「
な
に
を
し
て
る
ん
だ
？

こ
こ
に
置
け
ば
い
い

ん
だ
」す

る
と
、
小
僧
さ
ん
が
、
「
暗
が
り
に
置
い
て
も
大

丈
夫
で
す
か
？
」

（
注
１
）

小
僧

こ
ぞ
う
。
こ
こ
で
は
、
商
店
で
使
わ
れ
て
い
る
少
年
の
店
員
。

（
注
２
）



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［小ばなしシリーズ］　小ばなし８

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を
わかりやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くと
きには、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょ
う。原稿用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を
比べあったりするのもよい学習になります。

また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み

方を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながります

よ。

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ

い
の
か
」
、「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
は
、
次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト

に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い
た
文
章
に
こ
れ
ら

の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め

ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
小
僧
さ
ん
が
、「
暗
い
か
ら
火
を
と
も
せ
」
と

言
わ
れ
て
い
る
の
に
、「
暗
が
り
に
置
い
て
も

大
丈
夫
で
す
か
？
」
と
ま
じ
め
に
質
問
し
て
い

る
と
こ
ろ
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№049

［小ばなしシリーズ］　小ばなし９

年 組 氏名

　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

負
け
ず
嫌
い

将
棋
じ
ま
ん
の
男
が
、
三
番
続
け
て
負
け
て
し

ま

い
ま
し
た
。
数
日
後
、

「
こ
の
間
は
、
何
局
指
し
た
ん
だ
い
？
」

と
、
友
だ
ち
に
た
ず
ね
ら
れ
た
男
は
、

「
三
局
」

と
、
答
え
ま
し
た
。

「
で
、
勝
敗
は
ど
う
だ
っ
た
？
」

と
た
ず
ね
ら
れ
る
と
、

「
一
局
目
は
、
オ
レ
が
勝
た
な
か
っ
た
。
二
局

目

は
、
向
こ
う
が
負
け
な
か
っ
た
。
三
局
目
は
、
オ

レ

が
勝
つ
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
相
手
が
勝
た
せ
て
く



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［小ばなしシリーズ］　小ばなし９

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を
わかりやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くと
きには、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょ
う。原稿用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を
比べあったりするのもよい学習になります。

また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み

方を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながります

よ。

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ

い
の
か
」
、「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
は
、
次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト

に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い
た
文
章
に
こ
れ
ら

の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め

ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
将
棋
じ
ま
ん
の
男
が
、
三
番
続
け
て
負
け
た
と

い
う
こ
と
を
絶
対
に
認
め
た
く
な
い
の
で
、

「
負
け
」
と
い
う
言
葉
を
絶
対
に
使
お
う
と
し

な
い
で
、「
一
局
目
は
、
オ
レ
が
勝
た
な
か
っ

た
。
二
局
目
は
、
向
こ
う
が
負
け
な
か
っ
た
。

三
局
目
は
、
オ
レ
が
勝
つ
つ
も
り
だ
っ
た
が
、

相
手
が
勝
た
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
」
と
、
負
け

惜
し
み
を
言
う
と
こ
ろ
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№050

［小ばなしシリーズ］　小ばなし10

年 組 氏名

　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

的
（
ま
と
）
の
神
様

あ
る
武
将
が
戦
い
で
負
け
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
神
様
が
あ
ら
わ
れ
て
、
助
け

て
く
れ
ま
し
た
。

武
将
が
神
様
に
お
礼
の
言
葉
を
言
っ
た
あ
と
で
、

「
と
こ
ろ
で
、
あ
な
た
は
何
の
神
様
で
す

か
？
」

と
た
ず
ね
る
と
、

「
わ
し
は
的
の
神
様
じ
ゃ
」

と
答
え
ま
し
た
。

「
的
の
神
様
が
、
ど
う
し
て
私
を
助
け
て
く
れ

た
の
で
す
か
？
」

と
、
武
将
が
た
ず
ね
る
と
、



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［小ばなしシリーズ］　小ばなし10

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を
わかりやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くと
きには、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょ
う。原稿用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を
比べあったりするのもよい学習になります。

また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み

方を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながります

よ。

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ

い
の
か
」
、「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
は
、
次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト

に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い
た
文
章
に
こ
れ
ら

の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め

ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
的
の
神
様
が
、
助
け
た
あ
る
武
将
に
そ
の
わ
け

を
聞
か
れ
て
「
お
ま
え
は
弓
の
訓
練
を
や
っ
て

も
、
一
度
も
わ
し
を
射
た
こ
と
が
な
い
か
ら
の

う
。
そ
の
お
礼
じ
ゃ
」
と
答
え
た
と
こ
ろ
。

つ
ま
り
、
そ
の
武
将
は
、
弓
が
へ
た
で
一
度
も

的
を
射
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

●
弓
が
へ
た
で
今
ま
で
的
を
射
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
こ
と
が
、
神
様
に
助
け
ら
れ
る
理
由
に

な
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№051

年 組 氏名

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし11

鼻
歌

あ
る
親
子
が
花
見
に
出
か
け
、
夕
方

帰
っ
て
き
ま
し
た
。

父
親
が
よ
っ
ぱ
ら
っ
て
、
鼻
歌
を
歌

い
な
が
ら
家
の
前
を
通
り
過
ぎ
て
し
ま

っ
た
の
で
、
息
子
が
、

「
お
と
っ
つ
ぁ
ん
、
家
は
こ
っ
ち
で
す
よ
」

と
い
う
と
、
父
親
は
、

「
今
入
る
と
、
歌
が
あ
ま
る
」



学習するみなさんへ：

　「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」をわか
りやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くときに
は、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょう。原稿
用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を比べ
あったりするのもよい学習になります。
　また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み方
を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながりますよ。

【中学校国語ワークブック】

年 組 氏名

解答・解説シート

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし11

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ
い
の
か
」
、

「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、

次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い

た
文
章
に
こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か

確
か
め
ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
鼻
歌
は
何
か
の
つ
い
で
に
歌
う
も
の
な
の
に
、
酔
っ
ぱ

ら
っ
た
父
親
が
、
そ
の
鼻
歌
を
歌
い
切
ろ
う
と
家
に
入

ら
ず
に
通
り
過
ぎ
て
い
る
と
こ
ろ
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№052

年 組 氏名

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし12

つ

子
ど
も
た
ち
が
集
ま
っ
て
話
を
し
て

い
る
と
、
ひ
と
り
が
、

「
一
つ
か
ら
、
九
つ
ま
で
み
ん
な

『
つ
』

が
あ
る
の
に
、
十
に

『
つ
』

が
な
い
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
？
」

と
、
い
い
だ
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
別

の
子
ど
も
が
、

「
五
つ
に

『
つ
』

が
よ
け
い
に
あ

る
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
」



学習するみなさんへ：

　「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」をわか
りやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くときに
は、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょう。原稿
用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を比べ
あったりするのもよい学習になります。
　また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み方
を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながりますよ。

【中学校国語ワークブック】

年 組 氏名

解答・解説シート

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし12

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ
い
の
か
」
、

「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、

次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い

た
文
章
に
こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か

確
か
め
ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
別
の
子
ど
も
が
、「
五
つ
」
は
「
い
つ
つ
」
と
読
む
の

で
、「
つ
」
が
二
つ
入
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、

「
十
に

”
つ
”

が
な
い
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ

う
？
」

と
い
う
疑
問
に
、
機
転
（
き
て
ん
）
を
働
か
し
て
切
り

返
し
た
と
こ
ろ
。

●
「
一
つ
か
ら
、
九
つ
ま
で
み
ん
な

”
つ
”

が
あ
る

の
に
、
十
に

”
つ
”

が
な
い
」
こ
と
に
気
づ
い
た

と
こ
ろ
（
も
お
も
し
ろ
い
）
。

（
注
）
機
転
（
き
て
ん
）

物
事
に
応
じ
て
機
敏
に
心
が
動
く
こ
と

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№053

年 組 氏名

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし13

す
き
ま
風

あ
る
寒
い
朝
の
こ
と
。

戸
や
障
子
を
閉
め
切
っ
て
い
て
も
、
ど

こ
か
ら
か
、
入
っ
て
き
ま
す
。

「
お
い
っ
、
こ
の
風
は
ど
こ
か
ら
入
っ

て
く
る
ん
だ
？
」

と
た
ず
ね
る
と
、

「
二
階
か
ら
で
す
」

「
だ
っ
た
ら
、
風
が
こ
な
い
よ
う
に
ハ

シ
ゴ
を
は
ず
し
て
お
け
」



学習するみなさんへ：

　「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」をわか
りやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くときに
は、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょう。原稿
用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を比べ
あったりするのもよい学習になります。
　また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み方
を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながりますよ。

【中学校国語ワークブック】

年 組 氏名

解答・解説シート

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし13

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ
い
の
か
」
、

「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、

次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い

た
文
章
に
こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か

確
か
め
ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
風
が
二
階
か
ら
入
っ
て
く
る
と
い
う
話
に
対
し
て
、

二
階
か
ら
下
り
て
こ
な
い
よ
う
に
ハ
シ
ゴ
を
外
し

て

お
け
と
切
り
返
し
た
と
こ
ろ
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№054

年 組 氏名

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし14

月
日
が
た
つ
の
は
…
…

星
と
月
と
太
陽
が
い
っ
し
ょ
に
旅
に

出
ま
し
た
。

宿
屋
に
泊
ま
り
、
次
の
朝
、
星
が
目

を
さ
ま
す
と
、
月
も
太
陽
も
い
ま
せ
ん
。

宿
屋
の
者
に
、

「
月
と
太
陽
は
ど
う
し
た
？
」

と
た
ず
ね
る
と
、

「
月
様
も
太
陽
様
も
、
暗
い
う
ち
に
お

た
ち
に
な
り
ま
し
た
。
」

と
お
し
え
て
く
れ
ま
し
た
。
す
る
と
、

星
は
、



学習するみなさんへ：

　「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」をわか
りやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くときに
は、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょう。原稿
用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を比べ
あったりするのもよい学習になります。
　また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み方
を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながりますよ。

【中学校国語ワークブック】

年 組 氏名

解答・解説シート

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし14

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ
い
の
か
」
、

「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、

次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い

た
文
章
に
こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か

確
か
め
ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
「
時
が
過
ぎ
去
っ
て
い
く
の
は
早
く
感
じ
る
も
の
だ
」

と
い
う
意
味
の
「
月
日
が
た
つ
の
は
早
い
」
と
、
話
の

中
の
月
と
日
の
行
動
を
掛
け
あ
わ
せ
て
表
現
し
て
い

る

と
こ
ろ
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№055

年 組 氏名

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし15

ど
っ
ち
が
得
？

八
つ
ぁ
ん
と
熊
さ
ん
が
、
二
人
で
酒
を

作
っ
て
売
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

「
ま
ず
、
金
を
用
意
し
な
く
ち
ゃ
な
あ
。

ど
う
す
る
？
」

八
つ
ぁ
ん
が
聞
く
と
、
熊
さ
ん
は
、

「
な
ー
に
、
金
な
ん
か
い
ら
な
い
さ
。

お
ま
え
は
米
を
出
せ
よ
。
オ
レ
が
水
を

出
す
か
ら
。
で
、
酒
が
で
き
た
ら
お
ま

え
は
米
の
カ
ス
を
取
れ
よ
。
オ
レ
は
、

水
を
も
ら
う
か
ら
」



学習するみなさんへ：

　「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」をわか
りやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くときに
は、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょう。原稿
用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を比べ
あったりするのもよい学習になります。
　また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み方
を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながりますよ。

【中学校国語ワークブック】

年 組 氏名

解答・解説シート

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし15

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ
い
の
か
」
、

「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、

次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い

た
文
章
に
こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か

確
か
め
ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
（
米
の
カ
ス
は
酒
を
造
っ
た
と
き
に
で
き
る
残
り

物
で
、
熊
さ
ん
が
い
う
「
水
」
が
本
当
は
酒
な
の
に
）

ず
る
が
し
こ
い
熊
さ
ん
が
八
つ
ぁ
ん
を
だ
ま
し
て
、

相
手
に
米
を
出
さ
せ
、
自
分
は
お
金
の
か
か
ら
な
い

水
を
出
し
て
酒
を
造
っ
て
、
一
人
だ
け
い
い
思
い
を

し
よ
う
と
考
え
た
と
こ
ろ
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№056

年 組 氏名

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし16

鯛
で
は
不
足
？

友
だ
ち
が
釣
り
に
い
っ
て
、
五
十
両
も

の
金
が
入
っ
た
箱
を
釣
っ
た
と
い
う
話
を

聞
い
た
男
、

（
オ
レ
も
五
十
両
を
釣
っ
て
こ
よ
う
）

と
、
友
だ
ち
に
五
十
両
を
釣
っ
た
場
所
を

聞
い
て
、
さ
っ
そ
く
出
か
け
ま
し
た
。

沖
に
出
て
、
し
ば
ら
く
釣
り
糸
を
た
れ

て
い
る
と
、
大
き
な
鯛
が
釣
れ
ま
し
た
が
、

男
は
針
を
抜
い
て
、
鯛
を
海
に
放
り
投
げ

な
が
ら
、

「
お
ま
え
さ
ん
に
は
用
が
な
い
」



学習するみなさんへ：

　「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」をわか
りやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くときに
は、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょう。原稿
用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を比べ
あったりするのもよい学習になります。
　また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み方
を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながりますよ。

【中学校国語ワークブック】

年 組 氏名

解答・解説シート

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし16

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ
い
の
か
」
、

「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、

次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い

た
文
章
に
こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か

確
か
め
ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
海
に
釣
り
に
行
っ
て
鯛
が
釣
れ
た
ら
す
ご
く
い
い
こ

と

な
の
に
、
五
十
両
の
話
を
聞
い
た
男
が
鯛
な
ど
に
目
も

く
れ
な
い
で
、「
お
ま
え
さ
ん
に
は
用
が
な
い
」
と
言

っ
て
、
海
に
放
り
投
げ
る
と
こ
ろ
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№057

年 組 氏名

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし17

風
呂

山
奥
に
住
む
男
が
、
町
へ
出
て
き
た
と
き
、

「
冬
に
こ
の
風
呂
に
入
れ
ば
、
体
が
あ
た
た

ま
っ
て
い
い
よ
」

と
、
人
に
す
す
め
ら
れ
、
買
っ
て
帰
り
ま
し
た
。

村
の
人
間
は
だ
れ
も
、
風
呂
を
見
た
こ
と
が

な
い
の
で
、
み
ん
な
男
の
家
へ
見
物
に
や
っ
て

き
ま
し
た
。

男
が
風
呂
に
入
っ
て
い
る
の
を
見
た
村
人

は
、「

ど
う
だ
い
、
風
呂
と
い
う
も
の
は
い
い
も

の
か
ね
？
」

と
、
男
に
た
ず
ね
ま
し
た
。
す
る
と
男
は
、

「
な
か
な
か
い
い
も
の
だ
が
、
わ
く
ま
で

が
冷
た
く
て
な
あ
…
…
」



学習するみなさんへ：

　「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」をわか
りやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くときに
は、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょう。原稿
用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を比べ
あったりするのもよい学習になります。
　また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み方
を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながりますよ。

【中学校国語ワークブック】

年 組 氏名

解答・解説シート

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし17

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ
い
の
か
」
、

「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、

次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い

た
文
章
に
こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か

確
か
め
ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
風
呂
を
買
っ
た
男
が
、「
風
呂
は
わ
か
し
て
か
ら
入
る

も
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
。

ま
た
、
村
の
人
間
み
ん
な
が
男
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
こ

と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№058

年 組 氏名

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし18

泳
ぎ
の
指
南

あ
る
と
こ
ろ
に
『
泳
ぎ
指
南
所
』
と
い
う
看
板

を
見
つ
け
た
男
。
さ
っ
そ
く
入
っ
て
み
る
と
、
師

匠
が
出
て
き
て
、

「
で
は
、
は
だ
か
に
な
り
な
さ
い
。
絶
対
に
お
ぼ

れ
な
い
泳
ぎ
を
教
え
て
進
ぜ
よ
う
」

と
、
い
い
ま
す
。

男
が
い
わ
れ
る
ま
ま
に
は
だ
か
に
な
る
と
、
師

匠
は
男
の
首
筋
と
肩
の
あ
い
だ
に
線
を
引
き
ま
し

た
。男

が
、

「
こ
れ
は
な
に
か
の
ま
じ
な
い
で
す
か
？
」

と
た
ず
ね
る
と
、
師
匠
は
、

『
こ
れ
よ
り
深
い
と
こ
ろ
に
は
、
入
っ
て
は
な
ら

ぬ
と
い
う
目
印
じ
ゃ
』



学習するみなさんへ：

　「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」をわか
りやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くときに
は、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょう。原稿
用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を比べ
あったりするのもよい学習になります。
　また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み方
を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながりますよ。

【中学校国語ワークブック】

年 組 氏名

解答・解説シート

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし18

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ
い
の
か
」
、

「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、

次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い

た
文
章
に
こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か

確
か
め
ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
首
筋
と
肩
の
間
よ
り
も
深
い
と
こ
ろ
に
入
っ
て
い
か

な

い
限
り
お
ぼ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
に
、
師
匠
が
も
っ
と

も
ら
し
く
教
え
て
い
る
と
こ
ろ
。

（
注
）
指
南

教
え
導
く
こ
と
。
ま
た
、
教
え
導
く
人
の
こ
と
を
指
す

場
合
も
あ
る
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№059

年 組 氏名

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし19

欲
し
い
も
の
は
…
…

あ
る
男
が
仙
人
に
な
っ
た
友
だ
ち
と
、
三
十
年
ぶ

り
に
出
会
い
ま
し
た
。

別
れ
る
と
き
に
友
だ
ち
が
、

「
お
ま
え
に
み
や
げ
を
や
ろ
う
」

と
、
そ
ば
に
あ
る
小
石
を
指
で
さ
す
と
、
小
石
は
た

ち
ま
ち
金
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、

「
そ
ん
な
も
の
は
い
ら
な
い
」

と
、
男
は
即
座
に
こ
と
わ
り
ま
す
。
そ
れ
な
ら
ば
と
、

友
だ
ち
は
、
も
っ
と
大
き
な
石
を
金
に
変
え
ま
し
た

が
、
男
は
そ
れ
も
こ
と
わ
り
ま
す
。

「
い
っ
た
い
お
ま
え
は
、
な
に
が
欲
し
い
ん
だ
？
」

と
、
友
だ
ち
が
た
ず
ね
る
と
、
男
は
、



学習するみなさんへ：

　「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」をわか
りやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くときに
は、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょう。原稿
用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を比べ
あったりするのもよい学習になります。
　また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み方
を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながりますよ。

【中学校国語ワークブック】

年 組 氏名

解答・解説シート

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし19

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ
い
の
か
」
、

「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、

次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い

た
文
章
に
こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か

確
か
め
ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
男
が
ど
こ
ま
で
も
欲
が
深
く
厚
か
ま
し
い
と
こ
ろ
。

●
欲
が
深
く
厚
か
ま
し
い
男
が
、
仙
人
の
指
さ
え
手
に
す

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
何
で
も
金
に
変
え
ら
れ
て
、
自
分

の
も
の
に
な
る
と
勘
違
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。



　このシリーズでは、江戸時代の笑話（小ばなし）を紹介します。江戸時代の笑話には、
当時の世の中の様子や人々の生活、人情を題材にしたものが多く、笑えるだけでなく、当
時のいろいろなことを知ることができます。

　学習の目的は二つです。
　ひとつは、この話を読んで、「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」
を文章で書くことです。どうしておもしろいのか、笑えるのかということを説明することは
『書く力』を伸ばすことにつながります。
　もう一つは、声に出して読むことです。落語家になったつもりで、声に出して読んでみま
しょう。そして読むときは登場人物になりきって、もしあなたのその話を聞いている人がい
たら、その人を笑わすつもりで読んでみましょう。
　小ばなしを楽しみながら、書く力と読む力の両方を身に付けましょう。

＜課題＞
次の小ばなしを読んで、
①原稿用紙に「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」を説明する文章
を書きましょう。
②読み方を工夫して、その話を聞いている人がいたら、その人が小ばなしのおもしろさに
笑ってしまうような読み方を練習しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№060

年 組 氏名

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし20

う
な
ぎ
の
蒲
焼
き

あ
る
男
が
、
う
な
ぎ
屋
の
前
で
に
お
い
を
か
い
で
き
て

は
、
そ
れ
を
お
か
ず
に
し
て
ご
飯
を
食
べ
て
い
ま
し
た
。

数
日
後
、
う
な
ぎ
屋
の
主
人
が
男
の
家
へ
請
求
書
を
持
っ

て
や
っ
て
き
ま
し
た
。
男
が
、

「
オ
レ
は
、
お
ま
え
さ
ん
に
金
を
借
り
た
お
ぼ
え
は
な
い

が
…
…
」

と
い
う
と
、
う
な
ぎ
屋
の
主
人
は
、

「
こ
れ
は
蒲
焼
き
の
か
ぎ
賃
だ
。
お
ま
え
さ
ん
は
う
ち
の

蒲
焼
き
の
に
お
い
を
か
い
で
は
ご
飯
を
食
べ
て
い
る
よ
う

だ
か
ら
、
こ
っ
ち
も
食
べ
さ
せ
た
気
に
な
っ
て
、
金
を
取

り
に
き
た
」

す
る
と
男
は
、
お
金
を
板
の
間
に
放
り
投
げ
て
、

「
音
だ
け
聞
い
て
帰
っ
て
く
れ
。
お
金
を
受
け
取
っ
た
気

に
な
っ
た
ろ
う
」



学習するみなさんへ：

　「どこがどんなふうにおもしろいのか」、「なぜ笑えるのか」をわか
りやすく説明することができましたか。いろんな文章を書くときに
は、「相手にわかりやすく」をいつも心がけるようにしましょう。原稿
用紙に書いた自分の文章を友だちと読みあって、書き方を比べ
あったりするのもよい学習になります。
　また、聞いている人が小ばなしのおもしろさを感じるような読み方
を工夫することは、相手にわかりやすく話すことにつながりますよ。

【中学校国語ワークブック】

年 組 氏名

解答・解説シート

［小ばなしシリーズ パートⅡ］　小ばなし20

面
白
さ
を
説
明
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

こ
の
小
ば
な
し
が
「
ど
ん
な
ふ
う
に
お
も
し
ろ
い
の
か
」
、

「
な
ぜ
笑
え
る
の
か
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、

次
の
こ
と
が
ら
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
が
書
い

た
文
章
に
こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か

確
か
め
ま
し
ょ
う
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
蒲
焼
き
の
「
か
ぎ
賃
」
を
請
求
さ
れ
た
男
が
と
ん
ち

を
き
か
し
て
、「
に
お
い
」
に
対
し
て
「
音
」
で
支

払
う
と
い
っ
て
、
う
な
ぎ
屋
の
主
人
を
逆
に
や
り
込

め
る
と
こ
ろ
。

読
み
方
の
ポ
イ
ン
ト

○
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
を
変
え
る
工
夫
を
す
る
。

○
会
話
の
部
分
は
リ
ズ
ム
よ
く
、
実
際
に
会
話
し
て

い
る
よ
う
に
話
す
。
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