
「
国
語
I
」
古
文
の
入
門
期
の
指
導
に
つ
い
て

は
じ
　
め
に

新
し
い
教
育
課
程
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
文
部
省
は
'
「
従
来
の
よ
う
に
教
師

の
側
か
ら
物
事
を
考
え
る
の
で
は
な
-
、
学
ぶ
者
の
身
に
な
っ
て
物
事
が
増
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
」
と
'
教
師
自
ら
に
大
き
な
発
想
の
転
換
を
求
め
た
'

新
設
さ
れ
た
「
国
語
I
」
の
H
班
も
「
国
語
を
的
確
に
別
解
し
適
切
に
表
現

す
る
能
力
を
挙
っ
と
と
も
に
、
言
語
文
化
に
対
す
る
関
心
を
深
め
'
言
語
感
覚

を
豊
か
に
し
'
国
語
を
怨
誼
し
て
そ
の
向
上
を
図
る
態
度
を
L
r
E
て
る
。
」
と
'
従

前
の
「
現
代
国
語
」
や
古
血
ハ
に
脱
す
る
科
目
の
_
∃
機
の
よ
う
に
只
休
的
に
示
し

て
お
ら
ず
'
総
括
的
な
日
群
だ
け
に
と
ど
め
て
い
る
7

今
回
の
研
究
主
題
は
、
r
総
合
的
な
科
目
の
性
格
を
生
か
し
た
「
国
語
工
」

の
効
果
的
な
指
導
し
で
あ
る
。
そ
こ
で
'
新
設
さ
れ
た
科
目
「
別
語
I
」
の
ね

ら
い
を
'
古
文
指
導
の
立
松
か
ら
t

。
小
・
中
・
高
校
の
1
貰
性
を
困
る
。

。
現
代
文
と
古
典
と
の
総
合
化
を
め
ざ
す
。

。
言
語
の
教
育
を
茄
視
す
る
。

と
い
う
視
点
で
と
ら
え
'
入
門
期
に
お
け
る
古
文
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
'

尖
践
し
た
も
の
を
ま
と
め
て
み
た
。

初
め
て
の
試
み
で
あ
る
た
め
へ
ま
ず
'
娼
礎
資
料
の
収
炎
、
姫
川
を
し
な
が

ら
'
年
間
指
導
計
画
を
作
成
。
さ
ら
に
、
学
期
ご
と
に
微
修
l
j
を
し
な
が
ら
'

書
　
　
本
　
　
法
　
　
士

単
な
る
思
い
つ
き
で
は
な
-
'
で
き
る
だ
け
系
統
的
な
学
習
が
で
き
る
よ
う
工

夫
し
た
3

し
た
が
っ
て
へ
生
徒
の
実
細
心
を
ふ
ま
え
な
が
ら
へ
　
1
学
期
に
実
践
し
た
古
文

°

　

°

の
授
共
　
(
過
二
時
間
)
　
の
流
れ
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。

中
学
校
に
お
け
る
古
文
教
材

中
学
校
に
お
け
る
古
文
の
学
習
は
、
「
別
解
」
の
仇
域
の
「
読
む
こ
と
」
の

活
動
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
は
'
「
古
典
の
指
導
に
つ

い
て
は
、
古
炎
に
対
す
る
周
心
を
深
め
'
古
文
と
漢
文
を
班
解
す
る
兆
f
f
l
!
を
ぷ

う
よ
う
に
す
る
こ
と
。
そ
の
教
材
と
し
て
は
、
古
典
に
関
心
を
持
た
せ
る
よ
う

に
小
.
u
い
た
蝣
-
蝣
J
描
、
;
j
ナ
＼
て
勺
し
い
i
j
^
:
j
f
<
:
1
'
-
'
椴
小
,
J
J
,
^
…
'
-
=
」
し
一
ハ
や
す

い
古
典
の
文
革
な
ど
を
適
宜
用
い
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。

中
学
校
の
国
語
の
年
間
時
間
数
は
'
1
咋
1
七
五
、
二
咋
1
四
〇
'
三
年
7

四
〇
時
間
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
'
古
典
　
(
古
文
・
漢
文
)
　
に
配
当
さ
れ
ろ
時
間

数
は
'
各
学
年
と
も
'
一
里
九
分
の
1
五
時
間
程
度
で
あ
る
。

ま
た
'
中
学
校
で
取
り
扱
う
古
拙
教
材
(
作
品
一
は
、
現
行
五
社
の
教
科
書

と
も
似
通
っ
て
お
り
'
次
の
作
品
を
中
心
に
'
単
元
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。

T
年
　
竹
収
物
語
'
今
昔
物
語
集

二
年
　
平
家
物
語
'
徒
然
小
=
i

三
年
　
枕
草
子
へ
お
-
の
は
そ
迫
'
万
糞
集
、
古
今
和
歌
集
'
新
古
今
和
歌
災
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い
ま
す
こ
し
'
具
体
的
に
説
明
す
れ
ば
'
倉
敷
学
区
内
の
中
学
校
で
使
用
し

た
'
昭
和
五
十
六
年
度
中
学
三
年
用
M
社
の
教
科
朔
日
に
は
'
「
六
古
典
の
此

非
」
と
い
う
単
元
に
'
教
材
と
し
て
'
次
の
作
品
が
減
っ
て
い
る
。

・
万
葉
集
(
あ
か
ね
さ
す
飢
田
王
ひ
む
が
し
の
柿
本
人
麻
=
臼
田
児
の

捕
ゆ
山
部
赤
人
憶
良
ら
は
山
上
憶
良
石
ば
し
る
志
山
⊥

i
-
A
"
'
-
-
i
子

信
濃
通
は
東
歌
わ
が
昼
戸
の
大
伴
家
持
韓
衣
防
人
歌
)

・
古
今
集
(
人
は
い
さ
紀
㌫
之
凪
吹
け
ば
凡
河
内
舶
m
う
た
た
・
B
に

小
野
小
町
)

・
新
古
今
集
(
山
探
み
式
子
内
親
王
道
の
べ
に
.
E
行
見
m
せ
ば
藤

3
^
)

・
枕
草
子
(
春
は
あ
け
ぼ
の
一
参
考
)
う
つ
-
し
き
も
の
)

・
お
-
の
は
そ
辺
(
月
日
は
百
代
の
三
代
の
栄
耀
一

・
論
語
(
省
略
)

ま
た
、
古
典
単
冗
の
「
学
習
の
主
な
内
容
」
と
し
て
'

-
^

l
古
文
や
漢
文
の
調
子
を
生
か
し
て
朗
読
す
る
C
'

2
必
要
に
応
じ
て
'
現
代
語
訳
や
鑑
箔
文
へ
感
思
文
な
ど
を
i
.
=
く
。

姓
解

1
昔
の
人
の
生
き
方
や
考
え
方
を
読
み
収
り
'
古
炎
の
心
に
ふ
れ
る
3

2
古
文
や
漢
文
特
有
の
言
い
回
し
や
語
句
を
班
解
し
、
古
文
や
洪
文
の
文
辞

に
読
み
慣
れ
る
。

3
朗
読
を
通
し
て
'
古
文
や
洪
文
の
表
別
を
味
わ
う
。

が
挙
げ
て
あ
り
'
「
理
解
」
が
学
習
の
中
心
で
あ
る
と
注
記
し
て
い
る
。

つ
づ
い
て
'
「
学
習
の
し
お
り
」
に
は
'
具
体
的
に
和
歌
の
学
封
と
し
て
'

・
和
歌
に
表
れ
て
い
る
古
人
の
心
を
読
み
味
わ
う

・
和
歌
の
リ
ズ
ム
や
調
子
を
つ
か
ん
で
読
み
味
わ
う

・
表
現
上
の
特
徴
に
注
意
し
て
読
み
味
わ
う

「
枕
草
子
」
の
学
習
と
し
て
、

・
作
者
の
と
ら
え
て
い
る
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
超
を
読
み
取
り
'
味
わ
う

・
古
文
の
調
子
や
表
現
の
し
か
た
の
特
徴
に
注
意
し
て
読
み
味
わ
う

「
お
-
の
は
そ
道
」
の
学
習
と
し
て
'

・
作
品
を
貰
-
芭
燕
の
「
旅
」
の
思
い
を
読
み
取
り
へ
味
わ
う

・
俳
句
と
地
の
文
と
の
か
か
わ
り
を
読
み
味
わ
う

・
表
現
の
し
か
た
や
文
体
の
特
徴
に
注
意
し
て
読
み
味
わ
う

な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
て
あ
る
。
さ
ら
に
'
「
言
葉
の
学
習
」
と
し
て
、
助

詞
の
省
略
、
助
詞
「
の
」
の
用
法
(
N
格
を
示
す
か
ど
う
か
の
判
別
二
流
り
結

び
な
ど
が
み
ら
れ
る
。

し
か
し
'
実
際
に
'
入
学
し
て
き
た
生
徒
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
中
学
校
で
の

古
典
学
習
は
、
学
校
に
よ
っ
て
か
な
り
の
差
異
が
み
ら
れ
、
ま
た
'
個
人
尤
も

か
な
り
開
き
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
C
'

生
徒
の
実
態

本
校
は
'
倉
敷
市
南
部
に
位
正
し
、
全
日
制
普
通
科
高
校
で
'
第
1
学
年
八

学
級
(
定
員
三
六
〇
W
)
　
で
あ
る
。
倉
敷
市
内
に
は
'
普
通
科
高
校
が
四
校
あ

り
'
総
合
選
抜
を
行
っ
て
い
て
'
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
大
学
に
進
学
す
る
。

入
学
し
た
生
徒
の
国
語
へ
の
興
味
'
関
心
の
程
度
は
'
四
月
に
実
施
し
た
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
結
束
に
よ
れ
ば
'
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

1
　
読
書
は
、
概
し
て
好
き
で
あ
る
。
(
男
子
は
'
文
学
'
自
然
科
学
'
朕
火

が
好
き
で
'
女
子
は
、
-
圧
倒
的
に
文
学
を
好
む
。
男
女
と
も
、
雑
誌
へ
　
マ
ソ
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ガ
類
を
多
読
す
る
。
)
図
古
館
の
利
用
者
は
少
な
い
0

2
　
授
業
中
な
ど
で
の
発
言
は
苦
手
で
、
指
名
さ
れ
て
発
言
す
る
者
が
多
い
.

3
　
文
革
は
'
原
稲
用
紙
二
枚
程
皮
が
鼓
も
古
き
や
す
い
長
さ
で
、
説
讃
感
想

文
な
ど
は
'
苦
痛
に
感
じ
る
者
が
多
い
。

こ
れ
ら
の
生
徒
が
、
高
校
で
1
学
期
、
古
文
を
学
習
し
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
受
け
と
め
て
い
る
か
へ
七
月
初
め
に
実
施
し
た
調
査
に
よ
れ
ば
'
次
の
と

お
り
で
あ
る
。
(
数
字
は
、
百
分
率
を
示
す
)

○
古
文
の
授
業
に
つ
い
て
'

好
き

嫌
い

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

好
き
な
理
由
と
し
て
'
話
の
内
容
が
現
在
の
生
活
の
中
で
も
十
分
期
待
さ
れ
、

自
分
の
た
め
に
な
る
か
ら
(
三
二
・
五
)
'
昔
の
人
々
の
考
え
方
や
気
持
ち
へ

生
活
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
三
七
・
〇
)
'
授
業
が
楽
し
い
か
ら

二
三
・
五
)

嫌
い
な
理
由
と
し
て
'
文
法
が
鎚
解
で
き
な
い
か
ら
　
T
皿
七
・
七
)
'
聞
き

慣
れ
な
い
こ
と
ば
が
多
-
'
単
語
が
覚
え
ら
れ
な
い
か
ら
三
三
　
S
I
)
　
な
ど

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

○
こ
れ
ま
で
に
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
古
典
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
作
品
は
'

徒
然
草
　
　
五
二
・
〇

竹
取
物
語
　
三
六
・
〇

枕
草
子
　
　
三
二
・
六

奥
の
細
道
　
7
九
・
四

百
人
1
首
　
1
八
・
九

今
昔
物
語
　
7
六
・
六

万
葉
集
　
　
7
三
・
七

淑
氏
物
語
　
1
〇
・
九

平
家
物
語
　
　
八
・
六

が
、
上
位
を
占
め
'
ほ
と
ん
ど
中
学
校
で
学
習
し
た
教
材
で
あ
る
。
奥
の
細
道
、

平
家
物
語
は
、
男
子
に
人
気
が
あ
り
'
百
人
丁
首
'
源
氏
物
語
は
'
女
子
の
支

持
が
圧
倒
的
で
あ
る
。

0
1
日
平
均
'
古
文
学
習
に
あ
て
る
時
間
は
'

0
　
-
　
三
〇
分
　
　
一
八
・
九

三
1
　
-
二
ハ
〇
分
　
　
五
六
・
六

六
1
　
」
　
九
〇
分
　
　
二
7
・
1

九
〇
分
以
上
　
　
　
　
　
　
一
・
七

で
'
い
ず
れ
も
'
授
業
の
あ
る
前
日
'
日
曜
日
を
中
心
に
古
文
の
学
習
に
あ
て

て
い
る
。

64

○
学
習
の
方
法
に
つ
い
て
'

・
原
文
を
ノ
ー
ト
に
写
し
'
参
考
詔
な
ど
を
利
用
し
て

口
語
訳
や
文
法
を
調
べ
る

・
原
文
を
ノ
I
ト
に
写
し
'
朗
読
す
る

三
八
二
二

三
l
T
O

・
原
文
を
ノ
ー
ト
に
写
し
'
辞
書
を
引
き
な
が
ら
訳
し
て
み
る
　
二
1
・
七

と
、
ほ
と
ん
ど
予
習
で
'
十
分
復
習
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
復
習
に
重
点

を
道
い
て
学
習
し
て
い
る
老
五
%
'
ほ
と
ん
ど
勉
強
し
て
い
な
い
者
も
二
%
弱

い
る
。

○
古
文
で
ど
ん
な
こ
と
を
学
習
し
て
み
た
い
か
。

・
民
俗
学
的
な
面
を
班
解
し
た
い

二
七
・
四



・
受
験
体
制
に
即
応
し
た
内
容
を
中
心
に
'
単
語
・
文
法
等
の
別
解
を

し
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
・
一

・
作
者
の
思
想
に
つ
い
て
班
解
し
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
・
〇

・
当
時
の
人
々
の
感
性
に
ふ
れ
'
自
分
の
感
性
を
み
が
き
た
い
　
7
八
・
九

生
徒
も
'
1
年
の
時
か
ら
大
学
受
験
を
意
識
し
て
い
る
者
が
多
い
。
ま
た
、
民

俗
学
的
な
側
面
や
作
者
の
思
想
な
ど
の
学
習
に
つ
い
て
は
、
「
現
代
社
会
」
の

授
業
と
も
国
連
が
あ
る
よ
う
だ
。

本
校
で
の
実
践

本
校
の
教
育
諜
程
は
、
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
国
語
工
」
　
(
六
即
位
)

の
授
業
は
'
三
人
の
教
師
が
担
当
し
'
現
代
文
と
古
山
ハ
を
分
担
し
て
い
る
。

-
6
　
　
7
学
期
の
古
文
の
実
授
業
時
数
は
'
各
ク
ラ
ス

-

ー

5

-

　

4

-

　

3

-

　

2

二
一
～
二
三
時
間
で
あ
り
'
使
用
し
た
教
材
へ
指

導
内
容
等
は
、
別
表
川
の
と
お
り
で
あ
る
。

古
文
入
門
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
配
臆
し
す
ぎ

る
の
は
よ
-
な
い
。
生
徒
の
実
態
を
よ
く
把
挺
L
t

指
導
事
項
を
で
き
る
だ
け
桁
通
し
'
い
か
に
わ
か

り
や
す
-
'
か
つ
興
味
・
関
心
を
も
た
せ
る
よ
う

に
指
導
す
る
か
が
大
切
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

指
導
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
誼
点
を
置
い
た
。

1
　
朗
読
で
読
み
を
深
め
'
古
文
に
慣
れ
る
。

歴
史
的
か
な
づ
か
い
の
読
み
に
注
意
さ
せ
な
が
ら
'
息
つ
ぎ
な
ど
に
注

意
し
て
雑
読
の
後
'
数
回
斉
読
'
指
名
読
み
で
正
し
く
読
め
る
か
ど
う
か

確
認
す
る
。
帰
宅
後
も
音
読
さ
せ
へ
次
時
で
確
認
す
る
。
努
力
す
れ
ば
'

誰
で
も
上
手
に
読
め
る
と
い
う
自
信
を
も
た
せ
、
十
分
読
め
な
い
者
に
は
'

十
凹
以
上
の
視
写
を
さ
せ
'
古
文
に
慣
れ
さ
せ
る
。

2
　
ノ
ー
ト
の
取
り
方
を
工
夫
す
る
.

ま
ず
'
原
文
を
視
写
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
'
仮
名
づ
か
い
の
追
い
に
気
づ

か
せ
る
と
と
も
に
'
口
語
訳
を
し
た
う
え
で
'
授
業
を
受
け
さ
せ
る
。
ノ

1
-
の
記
入
の
し
か
た
に
つ
い
て
は
、
7
つ
の
形
式
を
示
し
'
あ
と
は
'

各
日
で
工
夫
さ
せ
る
。
特
に
、
「
表
現
」
の
領
域
で
も
活
用
で
き
る
よ
う

に
す
る
た
め
、
余
白
を
十
分
に
と
ら
せ
る
。

3
　
言
語
事
項
は
'
特
に
精
逃
し
て
指
導
す
る
。

入
門
期
に
お
い
て
は
'
古
文
の
特
徴
と
し
て
主
語
、
助
詞
な
ど
の
省
略
'

係
り
結
び
へ
敬
語
の
種
類
程
度
に
と
ど
め
へ
　
1
学
期
の
比
較
的
早
い
時
糊

に
動
詞
に
つ
い
て
の
み
'
特
別
の
時
間
を
設
け
て
体
系
的
に
指
導
し
た
。

こ
れ
は
'
用
言
、
助
動
詞
の
語
尾
変
化
の
別
解
の
手
助
け
に
も
な
る
し
、

「
古
語
辞
典
」
を
利
用
さ
せ
る
た
め
に
も
必
要
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
へ
主
な
助
動
詞
　
(
別
表
i
i
参
照
)
　
に
つ
い
て
は
'
意
味
を
中
心
に

指
導
し
た
。

4
　
辞
典
へ
参
考
書
な
ど
を
利
用
さ
せ
る
。

古
文
の
副
教
材
と
し
て
'
古
語
辞
典
'
文
語
文
法
へ
　
国
語
便
覧
等
を
も
た

せ
て
お
り
、
そ
の
活
用
を
は
か
る
よ
う
指
導
す
る
。

5
　
文
章
の
大
体
の
意
味
を
つ
か
ま
せ
る
。

字
数
制
限
を
し
て
要
約
さ
せ
た
り
'
感
想
を
朔
日
か
せ
た
り
す
る
。
ま
た
'

参
考
書
な
ど
で
調
べ
さ
せ
た
り
し
な
が
ら
'
「
班
解
」
か
ら
「
表
現
」
　
へ

の
関
連
指
導
も
考
慮
し
て
行
う
.

こ
の
よ
う
に
し
て
t
 
T
学
期
の
指
導
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
'
放
初
の
四
時

間
の
授
業
の
展
開
を
-
わ
し
-
示
す
と
別
表
矧
の
よ
う
に
な
る
。

(
※
6
8
ペ
ー
ジ
に
続
-
)
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表　　　　　　　現 話　　語　: I*　in 備　　　　考

0日分の意見を発表する。

o朗読の指導

(昭読,斉読,指名読み)

・古文に慣れさせる。

・古文と現代文との追いに気づか

せる。

・朗読の方法を考える。

○ノートの取り方を指導

・継続的に予習しているか。

・項目をたて,整理しているかO

・教室で記入する余白があるか。

・辞ョ等効果的に活用しているか。

○短作文の指導

・大意をまとめる。

・感想文を書く.

・月の世界でのかぐや姫の生活を

描く。

・いろは歌と五十音図

・歴史的仮名づかい

・文語と口語(語い)と
の違い

・係り結びのきまり

・文,文節,請

・動詞の活用と活用形

・古文の慣用的ないい方

・古語辞典の使い方

・副詞の呼応

・主な助動詞の理解

別紙3B

・敬語表現の確認

・洪文で,故事成語

格言について学習

する。

o補充プリント

o補充プリソト

・現代文で,小説

「羅生門」を学習

する。

o補充プリソト
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別表(1) -学期における古文指導の実際(昭和57年4月～7月)

w^^mi¥　　　担
Ms導
時　間

○古文入門

・古典の学習

・古文を読むにあたって

古

文

。仁和寺にある法師

(止SXi/O

付口語訳

○児のそら寝

(宇治拾迫物語)

文法(動詞)

雄城門登上層死人盗人語

付口語訳(今昔物語)

大刀寸IflSli売.h貼蝣Jl

付□;s.n-く(一-WVfiこ,'i)

O古if畦が生杜の生活周辺にかかわっ

ていることを考えさせる。

o古文の学習のしかたを址解する。

o原文と口語訳とを対照して,古文

の特徴をおおまかにとらえる。

O基本的な古語, DMな慣用語につ
いて理解する。

o動詞の活用と活用形についてIIB解
する。

o説話について簡単に説明する。

o小説「射丘生門」との比較表を作成
する。

o lf古の物語の口頭文を調べる。

oかぐや姫のおひたち

(竹取物語)

翁の説得

かぐや姫の昇天(ll

(竹攻物語)

o伝記的な物語という王朝物語のお
もしろさを理解する。

o適切な口語訳ができるようにさせ
サo

o人物の心乱　行動の描写に注目さ
せるC,

(注)教科書は「国語0」第-学習社である.
教材名のo印は教科却こ採録されているもので,他は祁克教材である。
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別表(2)　学期使用教材にみられる助動詞の頻度

(
※
6
5
ペ
ー
ジ
よ
り
)

今
後
の
課
題

新
教
育
課
程
に
よ
る
教
科
青
は
'
7
三
社
1
七
点
で
あ
り
'
古
文
入
門
期
に

お
け
る
教
材
は
、
別
表
紬
の
と
お
り
で
あ
る
.
竹
取
物
語
'
説
話
物
語
、
平
家

物
語
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
り
'
徒
然
草
へ
伊
勢
物
語
な
ど
は
'
別
の
単
冗
で

扱
わ
れ
て
い
る
関
係
も
あ
り
、
入
門
期
の
教
材
と
し
て
は
少
な
い
。

古
文
入
門
と
し
て
、
導
入
の
た
め
の
解
説
も
耽
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
い

ま
ひ
と
つ
工
夫
が
ほ
し
い
。
例
え
ば
'
古
文
と
漢
文
と
を
あ
わ
せ
た
、
古
典
と

し
て
の
入
門
解
説
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
か
。

ま
た
'
ほ
と
ん
ど
の
教
科
書
が
、
ジ
ャ
ン
ル
別
単
元
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の

で
、
現
代
文
と
古
山
ハ
と
の
総
合
を
ど
の
よ
う
に
図
る
か
教
師
の
工
夫
が
要
求
さ

れ
て
い
る
。

さ
て
、
最
後
に
、
わ
ず
か
一
学
期
問
で
は
あ
る
が
'
「
国
語
I
」
の
実
践
を

と
お
し
て
感
じ
た
こ
と
へ
問
題
点
な
ど
を
い
-
つ
か
指
摘
し
て
筆
を
掴
-
9

。
配
は
過
剰
に
よ
る
生
徒
の
自
主
的
な
学
習
態
度
の
出
矢
を
防
止
す
る
工
夫
。

。
中
学
校
の
古
典
指
導
と
の
発
展
的
関
通
の
あ
り
方
。

。
他
教
科
　
(
特
に
「
現
代
社
会
」
)
と
の
有
機
的
な
関
連
の
あ
り
方
。

。
言
語
郵
項
と
し
て
班
解
の
た
め
の
文
論
'
文
章
論
的
な
取
り
扱
い
方
。

。
課
題
学
習
を
ど
う
耽
り
入
れ
た
ら
よ
い
か
。
ノ
-
卜
指
導
と
の
朋
逆
も
ふ
ま

え
て
.

。
祁
助
教
材
を
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
る
か
。

小
論
は
、
昭
和
五
十
七
年
七
月
、
神
戸
市
で
開
催
さ
れ
た
「
高
等
学
校
敢
行

課
程
運
営
改
善
講
座
」
に
お
い
て
'
「
生
徒
の
能
力
・
適
性
等
の
実
際
に
即
し

た
「
国
語
工
」
　
の
指
導
計
画
の
作
成
と
学
習
指
導
の
在
り
方
」
　
(
月
刊
「
高
校

(
※
7
0
ペ
ー
ジ
に
続
く
)
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別)こ(3) #　vf v!テ　蝣V*　o　さI"!

時 間 指祖内容及び学習活動l 教材及びすすめ方

古

文

入

門

0-

第5-

25-
校

時

50-

序典についての乱 合い一 .語学完袈芸‡宣誓典の作品名.作者につ

.生徒の生vT;や環境のなかに用いられてい
る,古典にかかわりのあることばについて
考えさせる0

プリソト①故事成語,鵜言など

0-,

第5-

校

時35-

50-

I .霊 サ*5㊥聖 =豊 中3Cの教科慧)I

中学校教材.軍 碇可 等鐙 品 親 し等盟 霜 鑑 票

恒 での-学習墾 6・J」…讐 警

る0
プリソト⑨ノ【トの取り方.

仁

和

守

に

0-

10-

第15⊥

校25ー

桝 のまとめ } .吉崇 0% 恥 にあたって」を指名し,湖

ー古文の調子に舶 (1) ・J」」曹 し潤 させたのち湖

.現代かなづかいと相述する部分をチェック
する0

確 認 .口邸 坤 芸芸 ,ト@& 霊芝芸霊霊 雲::

時

.45-
50-†

る語に気づ、 0
ifffi - .韮本古語を把示して, 口語訳からその志味

を正確に指摘させる0

あ

る

揺

座 の抑 こ伽 る (2) | 文語文法への敵

-
Q.ー

IIII
同 ..雲孟夏禁 と誓 霊芸需 品)

.会話文からは師の心理を理解するO

節 節 内容理解 .この話の「をかしみ」はどこにあるか0

四

校

時

40-

50-

.作者はどんな眼で法師の言動を観察してい

-通釈 L4 0還買Og 鵠 錆 謝 盟 hJ=

恒 の担 しろさ工 慧 芸:芸 慧 芸 芸
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計

(
8
8
ペ
ー
ジ
よ
り
)

教
育
」
5
7
年
1
0
月
号
所
収
)
　
で
発
表
し
た
も
の
に
基
づ
き
'

同
年
十
月
七
日
'
岡
山
市
で
開
催
さ
れ
た
「
高
等
学
校
教
育

課
程
開
山
　
研
究
集
会
」
で
、
報
告
し
た
も
の
に
T
部
加
筆

し
た
も
の
で
あ
る
o

(
昭
和
五
十
七
年
十
1
月
1
日
脱
稿
一

(
岡
山
爪
立
倉
敷
南
高
等
学
校
教
諭
)

(
参
考
)
　
「
国
語
I
学
習
課
題
集
」

仁
和
寺
に
あ
る
法
師

1
　
韮
礎
知
識

丁
　
次
の
こ
と
ば
の
読
み
を
、
現
代
仮
名
追
い
で
記
せ
。

E
'
学
習
7
・
二

4

-

t

ノ

1
　
砲
列
よ
り
詣
で
け
り
　
　
一
　
)
　
(
　
)

N
　
・
&
蝣
ォ
<
蝣
の
人
に
剖
て
　
　
(
　
)
　
(
　
)

3
　
笥
こ
そ
謝
恩
り
れ
　
(
　
)
　
(
　
)

4
　
剖
励
引
た
る
　
本
意
　
　
(
　
)
　
(
　
)

二
　
次
の
こ
と
ば
の
蕊
味
を
'
辞
書
で
確
か
め
よ
。
活
用

語
は
、
終
止
形
を
(
　
)
内
に
示
し
て
い
る
。
活
用
語

に
つ
い
て
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
品
詞
名
も
あ
わ
せ
て
答
え

70

よ
3
E
j
学
習
三

1
　
心
う
-
覚
え
て
　
(
心
う
し
一

2
　
年
ご
ろ

「
国
語
工
」
教
科
古
に
み
る
・
〝
古
文
入
門
〃
単
元
の
教
材
名



3
　
お
は
し
け
れ
　
(
お
は
す
)
　
　
　
　
(

4
　
ゆ
か
し
か
り
し
か
ど
　
(
ゆ
か
し
)
　
(

5
　
本
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(

6
　
先
迂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(

の
1
節
の
文
語
を
'
文
中
の
語
句
で
等
見
よ
。

l
　
た
ふ
と
-
こ
そ
お
は
し
け
れ
。
　
　
2
　
山
ま
で
は
見
ず
。

三
　
次
の
1
・
2
の
傍
線
部
の
助
詞
の
意
味
と
し
て
過
当
な
も
の
を
ヘ
　
ア
～

オ
の
中
か
ら
選
び
'
記
号
で
筈
え
よ
C
'

1
　
徒
歩
剖
詞
で
け
り
。

リ
1
　
何
部
剥
あ
り
け
む
。

ア
　
動
作
の
起
点
　
(
-
カ
ラ
一

ウ
　
動
作
の
手
段
　
(
-
デ
一

オ
　
詠
峡
　
(
・
・
・
ダ
ナ
ア
)

イ
　
比
較
　
(
-
ヨ
リ
王

工
　
疑
問
　
T
・
カ
)

三
　
本
文
は
'
二
段
落
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
構
成
と
内
容
に
つ
い
て
'

次
の
問
い
に
答
え
よ
0

1
　
第
T
段
落
を
二
節
に
分
け
る
と
す
れ
ば
'
ど
こ
で
分
か
れ
る
か
.
節

二
節
の
原
初
の
五
文
字
を
抜
き
出
せ
。

内
容
理
解

1
　
古
文
で
は
'

主
語
を
ボ
す
助
詞
'
目
的
語
を
示
す
助
詞
は
、
よ
-
省
略

2
　
「
か
ば
か
り
と
心
得
て
」
と
あ
る
が
、
「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」
は
、

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
誤
解
し
た
の
か
を
説
明
し
'
御
本
社
の
位
置

を
答
え
よ
。
解
答
に
は
'
次
の
三
つ
の
社
寺
名
を
用
い
る
こ
と
9

(
石
清
水
八
幡
宮
の
御
本
社
　
極
禁
寺
　
高
良
社
)

71

さ
れ
る
。
次
の
よ
う
な
言
い
方
は
'
現
代
語
で
は
普
通
'
口
内
に
ど
の

よ
う
な
助
詞
を
補
っ
て
言
う
か
.

1
　
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
□
'
-
-
詣
で
け
り
。

2
　
年
ご
ろ
思
ひ
つ
る
こ
と
ロ
、
呆
た
し
は
ペ
り
ぬ
。

3
　
法
師
の
失
敗
の
原
因
を
T
語
で
言
い
表
す
と
す
れ
ば
'
次
の
中
の
ど

れ
が
故
も
過
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
か
。
記
号
で
答
え
よ
。

ア
信
仰
　
イ
自
信
　
ウ
独
断
　
工
　
戟
率
　
オ
短
気

二
　
日
本
語
は
'

主
語
を
明
示
し
な
い
文
が
多
い
。
読
解
に
あ
た
っ
て
は
'
.

述
語
に
対
応
す
る
主
語
を
確
か
め
な
が
ら
読
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
次



右
の
判
断
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
の
は
'
法
師
の
失
敗
の
直
接
的
な

原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
二
つ
の
事
実
で
あ
る
。
具
体
的
に
指
摘
せ
よ
。

2
　
こ
の
話
を
法
師
の
自
慢
話
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
'
法
師
は
'

「
石
清
水
に
参
拝
し
感
動
し
た
。
」
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
'
ど
ん
な
こ

と
を
自
慢
し
た
く
て
「
か
た
へ
の
人
」
に
話
し
か
け
て
い
る
こ
と
に
な

る
か
。

4
　
本
文
の
主
題
を
表
す
1
文
を
抜
き
出
せ
。

四
　
主
人
公
「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」
の
こ
と
ば
「
年
ご
ろ
-
-
は
見
ず
。
」

に
つ
い
て
'
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

1
　
こ
の
会
話
は
三
文
で
梢
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
に
う
か
が

わ
れ
る
法
師
の
心
理
の
説
明
と
し
て
最
も
過
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ

か
ら
退
サ
J
 
M
に
r
j
日
ソ
で
i
'
-
-
.
t
-
>
㌔

ア
　
石
清
水
の
立
派
な
た
た
ず
ま
い
と
そ
の
巧
さ
に
感
動
し
て
い
る
。

イ
　
年
を
と
る
ま
で
石
清
水
を
拝
ま
な
か
っ
た
無
念
さ
を
遂
に
果
た
し

た
喜
び
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

ウ
　
石
清
水
を
拝
ん
だ
こ
と
に
感
勤
し
、
山
上
の
社
に
参
拝
し
な
か
っ

た
こ
と
を
残
念
に
思
っ
て
い
る
。

エ
　
己
れ
の
信
心
の
深
さ
へ
の
確
信
に
満
ち
、
人
々
は
別
の
こ
と
に
心

を
奪
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
に
思
っ
て
い
る
。

オ
　
物
見
遊
山
の
気
分
で
参
拝
す
る
人
々
を
批
判
し
て
い
る
。

ま
と
め
と
発
展

丁
　
法
師
の
言
動
を
観
察
す
る
兼
好
の
眼
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
の
中
か
ら
適
切
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
選
び
'
記
号
で
答
え
よ
。

1
　
な
ん
と
も
問
の
抜
け
た
法
師
の
失
敗
を
あ
わ
れ
む
と
と
も
に
'
冷
や

や
か
な
眼
を
向
け
て
い
る
。

2
　
失
敗
も
ま
た
人
生
の
7
部
で
あ
る
と
考
え
'
自
由
に
振
る
ま
い
、
語

る
仏
師
の
無
邪
気
さ
を
う
ら
や
ん
で
い
る
。

3
　
目
的
を
米
た
せ
な
か
っ
た
法
師
を
気
の
市
に
思
う
と
と
も
に
へ
教
訓
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を
導
き
出
す
べ
-
同
情
を
内
省
に
転
化
し
て
い
る
o

二
　
こ
の
謡
の
「
を
か
し
み
」
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
次
の
華
か
ら
出
も
過
当

な
も
の
を
1
つ
選
び
へ
記
号
で
答
え
よ
。

1
　
お
し
ゃ
べ
り
な
法
師
が
'
う
れ
し
さ
の
あ
ま
り
仙
人
の
こ
と
ま
で
と

や
か
く
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
C
'



2
　
法
師
が
'
自
分
の
失
敗
に
気
づ
か
ず
'
念
願
を
米
た
し
た
と
い
っ
て

得
意
気
に
振
る
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。

3
　
法
師
の
言
動
を
皮
肉
っ
て
風
刺
を
こ
め
て
い
る
と
こ

ろ
。

三
　
は
師
の
話
を
閃
い
た
「
か
た
へ
の
人
」
は
ど
う
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
話
の
純
単
な
続
編
を
述
べ
て
み
よ
。

・
f
新
刊
紹
介
x
"
-
'

灘
・
:
:
-
-
 
"
・
-
>
沃
f
.
ユ井

上
敏
夫
'
倉
沢
栄
吉
'
滑
川
道
夫
編

野
地
潤
家
、
増
淵
恒
苦

∵

　

　

　

　

　

　

、

ト

　

　

　

　

∵

1

"

-

"

*

'

-

る
血
員
禿
な
史
的
資
料
が
集
成
さ
れ
た
。
第
六
巷
年
表
は
、
国
語
教
育
と
関

係
領
域
に
つ
い
て
の
桁
細
な
文
献
表
と
な
る
　
(
f
f
l
w
判
'
各
巻
八
〇
〇

ペ
ー
ジ
前
後
'
仝
六
巻
'
昭
和
五
六
年
凹
月
1
日
へ
壁
只
法
令
出
版
社
刊
'

仝
一
〇
五
'
〇
〇
〇
円
)

和
泉
式
部
集
　
校
定
本
∧
笠
間
莞
品
∨
清
水
文
雄
著

本
滋
は
、
五
類
あ
る
和
泉
式
部
家
集
の
う
ち
L
.
第
1
類
榊
原
家
蔵
忠
次

文
庫
本
和
泉
式
部
集
上
下
へ
第
二
類
同
蔵
本
和
泉
式
部
集
正
続
を
底
本
に

校
定
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
　
{
<
<
*
>
判
、
二
三
七
ペ
ー
ジ
'
昭
和
五

六
年
五
月
二
十
日
へ
笠
間
雷
院
刊
'
五
'
五
〇
〇
円
)
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