
文
学
教
材
の
授
業
活
性
化
の
試
み

-
　
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
　
の
教
材
研
究

は
じ
め
に

文
学
教
材
に
よ
る
授
業
を
豊
か
に
活
性
化
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
授
業
の
活
性
化
の
方
法
を
'
こ
こ
で
は
、

「
羅
生
門
」
を
例
に
、
「
教
材
研
究
」
　
の
中
に
探
っ
て
み
た
い
と
考

え
る
。文

学
作
品
の
「
教
材
研
究
」
　
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に

注
1

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

渡
　
　
辺
　
　
春
　
　
美

こ
の
中
で
'
「
教
材
研
究
」
は
'
十
分
な
作
品
研
究
の
上
に
'
教

育
的
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
授
業

に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
、
そ
の
結
果
は
次
の
授
業
に
生
か
さ
れ
て
い
-
0

授
業
の
成
否
は
大
き
-
教
材
研
究
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

文
学
教
材
の
授
業
活
性
化
に
果
た
す
教
材
研
究
の
役
割
は
極
め
て
大

き
い
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

教
材
研
究
は
、
「
指
導
案
」
　
に
集
約
さ
れ
へ
　
具
体
化
さ
れ
る
。
文

学
教
材
の
授
業
活
性
化
の
た
め
の
教
材
研
究
と
し
て
'
こ
こ
で
は
既

に
終
え
た
　
「
羅
生
門
」
　
の
授
業
の
実
際
を
中
心
に
問
題
点
を
明
ら
か

に
し
、
そ
の
集
約
と
し
て
の
「
指
導
案
」
を
作
成
す
る
こ
と
に
す
る
。

注
2

指
導
案
は
、
吉
本
均
氏
の
「
呼
び
か
け
る
指
導
案
」
　
の
考
え
に
立
っ

て
作
成
し
た
い
。

I
　
「
羅
生
門
」
授
業
の
実
際
二
九
八
九
年
度
の
授
業
よ
り
)

U
　
教
材
観

・
確
固
と
し
た
価
値
基
準
を
持
ち
得
ず
状
況
に
左
右
さ
れ
な
が

n



ら
生
き
る
人
間
の
姿
が
巧
み
な
構
成
と
表
現
を
通
し
て
描
か

れ
て
い
る
。

・
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
走
る
こ
と
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
よ
っ
て
報
復
さ

れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
　
極
限
状
況
の
中
で
は
、
そ
う
せ

ざ
る
を
得
な
い
人
間
の
弱
さ
、
悲
し
さ
、
愚
か
さ
が
描
か
れ

て
い
る
。

脚
　
指
導
目
標

①
　
文
童
表
現
の
巧
み
な
箇
所
に
着
目
し
へ
そ
の
効
果
を
考
え
る
。

②
　
各
場
面
の
状
況
を
し
っ
か
り
押
さ
え
る
。

③
　
各
場
面
の
登
場
人
物
の
心
情
と
行
動
を
そ
の
背
景
と
と
も

に
し
っ
か
り
読
み
取
る
。

④
　
①
②
③
に
基
づ
き
'
各
場
面
を
あ
り
あ
り
と
想
像
し
な
が

O
f
H
む
.

⑤
　
①
②
③
④
の
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
で
'
人
間
性
に
つ
い

て
の
理
解
を
深
め
る
。

仙
　
指
導
の
工
夫

①
　
授
業
へ
の
積
極
的
参
加
を
促
す
工
夫

ア
　
「
学
習
目
標
明
示
」
・
「
学
習
課
題
」
　
-
　
授
業
内
容

の
中
心
と
学
習
の
方
向
を
示
し
へ
　
授
業
の
流
れ
を
つ
か
み

易
-
す
る
こ
と
で
、
授
業
へ
の
積
極
的
参
加
を
促
す
こ
と

を
ね
ら
い
と
し
た
。

イ
　
「
〓
訊
総
合
法
を
取
り
入
れ
た
読
み
」
　
-
　
通
読
を
行

わ
ず
'
場
面
ご
と
に
読
み
進
め
る
こ
と
で
'
生
徒
の
興
味
・

関
心
は
深
ま
り
持
続
す
る
。
こ
の
興
味
・
関
心
の
深
ま
り

を
積
極
的
参
加
に
結
び
付
け
た
い
と
考
え
た
。

②
　
読
み
取
り
の
工
夫

ア
、
「
学
習
課
題
」
I
課
題
に
よ
っ
て
へ
　
場
面
の
中
心

的
内
容
を
あ
ら
か
じ
め
自
分
で
読
み
取
ら
せ
る
こ
と
を

ね
ら
い
と
し
た
。

イ
'
「
読
み
取
り
ノ
ー
ト
」
　
-
　
登
場
人
物
の
行
動
と
心

情
を
中
心
に
あ
ら
す
じ
を
記
入
す
る
欄
と
、
場
面
ご

と
の
感
想
を
記
入
す
る
欄
を
設
け
た
。
記
入
さ
せ
る

こ
と
で
、
読
み
を
確
か
な
も
の
と
し
へ
　
自
己
の
考
え

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
た
。

ウ
'
「
板
書
」
　
-
　
発
間
と
板
書
を
連
動
さ
せ
る
こ
と
を

考
え
た
。
生
徒
の
考
え
を
拾
い
あ
げ
な
が
ら
、
作
品

が
構
造
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
板
書
を
心
が
け
た
。

軸
　
指
導
計
画

①
　
対
象
・
時
期
一
年
生
四
ク
ラ
ス
　
(
各
四
八
名
)
・
三
学
期

②
　
学
習
計
画
　
　
1
場
面
(
二
時
間
)
へ
　
二
場
面
(
二
時
間
)

三
場
面
　
(
二
時
間
)
、
四
場
面
　
(
二
時
間
)

五
場
面
　
(
二
時
間
)
、
感
　
想
　
(
一
時
間
)

㈲
　
指
導
過
程

①
　
導
入
へ
　
学
習
目
標
の
明
示
'
読
み
取
り
ノ
ー
ト
配
布
、
学

習
方
法
の
説
明
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一
場
面
学
習
課
題
配
布
へ
音
読
(
通
読
は
行
わ
な
い
)

学
習
課
題
へ
の
取
り
組
み

学
習
課
題
を
踏
ま
え
な
が
ら
の
場
面
の
ま
と
め



〔参考-〕

羅生門(課題4)

-≡-

(　)組(　)番　氏名　(

学習隷包

〔五場面】　　(Pt　39へ　L、11-終わり)

①「ある勇気」はどのような勇気か。またへ　それはどのようにして

生じたのか。

②「きっとそうか。」　の　「そう」は'どのようなことを柑していら

か.

①rあざけるような声で」とあるが'下人はどのような点で老婆を

あざけるのか。

④「黒洞々たる夜」　はどういうことを象徴していると考えられるか

⑤下人は今後どうなってい-のか想像してみよう。

(五場面)

老婆の弁解　(論理)

ある勇気
仕方なくする-要F--i?い

朋玩　　　　　　　8Z-ES

「きっとそうか。」

sxaiagg繭

矧1S3曽SEE屈ftM&a.imiHJ

孔の底へ駆け下りた

≡
黒洞々たる夜

無秩序な世の中

悪の象徴

下人の人生

(どうなるかわからない)

下人の行方は誰も知ら1.-い

Wit果Jo.留意事項

ー「ある勇気」はどのような勇

気か。またへ　それは、どのよ

うL・_考え　(論理)　によって生

じたのか。

-「きっとそうか。」　の　「そう

」　はどのようif'Jとを指して

鳳ER*

rati-ti'i罰石門ISSjli!!!繭IEE

るが'下人が老婆をあざける

班別!ォt3K*

①老婆あざけられるような息

かなことをしたのか。

②下人はどのような考えに立

って引刺をしたのか.

ー「黒洞々たる夜」はどういう

ことを象徴していると考えら

EISZitf

I下人は今後どうなってい-か

m旧蝣1MJH5㌔

☆巧みな表現を抜き出し、その

効果を発表させる。

(二tu-り巳りノー-jにru人。



⑤
　
読
み
取
り
ノ
ー
ト
へ
の
書
き
込
み

(
各
場
面
ご
と
に
②
～
⑤
を
繰
り
返
す
)

⑥
　
感
想
文
(
定
期
考
査
)

㈲
　
授
業
の
実
際

次
に
五
場
面
に
つ
い
て
の
授
業
の
実
際
(
〔
参
考
I
〕
)
を
示
す
.

授
業
は
「
糊
指
導
過
程
」
　
の
②
～
⑤
に
従
っ
て
行
っ
た
o

H
　
「
羅
生
門
」
　
の
授
業
の
実
際
か
ら
見
た
問
題
点

1
、
　
場
面
ご
と
の
読
み
の
感
想
に
見
ら
れ
る
問
題
点

通
読
を
行
わ
ず
'
場
面
ご
と
に
読
み
進
め
、
ま
と
め
終
わ
る
ご

と
に
各
場
面
の
感
想
を
「
読
み
取
り
ノ
ー
ト
」
　
に
書
か
せ
た
。
各

場
面
ご
と
の
感
想
の
多
い
も
の
か
ら
五
つ
を
選
び
ま
と
め
た
の
が

次
の
表
で
あ
る
。

(
「
羅
生
門
」
各
場
面
ご
と
の
感
想
　
-
　
1
年
四
組
の
場
合
)

一 場 面
場
面

⑤ ④ ③ ② ①

感

†‖

驚 私 か 下 文 湧 不
く な 0 人 章 く 気
ば ら は 表 0 味
か 不 な 現 な
り 気 ぜ が 羅
の 味 人 巧 生
京 な の み 門
都 羅 寄 で で
と 生 り優 何
羅 門 付 れ か
生 に か て が
門 一 な い 起
の 人 い る こ jU,、
荒 で 羅 0 り
廃 は 生 そ
0 お 門 フ
れ に 0
な い 興
い る 昧
0 の が

五場面 四場面 三場面 二場面

⑤ ④ (9 (塾(D ⑤④③ ②① ⑤④③② ① ⑤④③ ② ①

窮の「.下老下 さ表老り下老 牽表死下議下 下表はれ羅人飢
地荒黒許人婆人 び現婆に人婆 人現L.な生もえ
豊甥 孟宗玉竺

消 …

t

れがのくのの
考欝 当 姦

警 摘
荒 0 .

さ く 苧L
が わ
監 宕 芸ij.

る 。
0

の技こい門や死
碧雲呈 O賞 監

雛 …

が み で は
0 き 難慧 何 な し

毛 賀 い い
0 問号 裏 題

a
㌔ 知 盗

0 錐間 人 と よ義 に
す く感 驚
る いに く
不 ら感
歪 砦JL: 票

な も・ ・. 班 葺 等 憲
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右
の
場
面
感
想
か
ら
問
題
点
を
拾
い
出
す
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

ア
　
「
1
場
面
」
　
の
「
③
④
」
　
に
よ
る
と
'
生
徒
は
'
な
ぜ
下
人

が
不
気
味
な
「
羅
生
門
」
に
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
疑
問
・

こ
だ
わ
り
を
も
ち
続
け
て
い
る
。

イ
　
「
二
場
面
」
の
「
②
」
に
よ
る
と
'
生
徒
は
、
下
人
が
羅
生

門
に
上
る
こ
と
が
納
得
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

ウ
　
「
三
場
面
」
の
「
①
」
、
「
四
場
面
」
の
「
②
」
に
よ
る
と
'

下
人
の
心
の
変
化
に
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。

エ
　
「
三
場
面
」
の
「
②
」
を
見
る
と
、
生
徒
は
、
合
理
性
を
欠

い
た
「
激
し
い
憎
悪
」
・
「
悪
を
憎
む
心
」
に
感
心
し
て
い
る
。

オ
　
「
五
場
面
」
　
の
「
①
」
か
ら
'
生
徒
は
、
下
人
の
行
方
に
強

い
関
心
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

'
授
業
後
の
感
想
文
に
見
ら
れ
る
問
題
点

次
に
生
徒
の
感
想
を
1
例
示
す
。
(
傍
線
は
引
用
者
が
施
し
た
o
)

今
、
自
分
が
下
人
と
同
じ
立
場
だ
っ
た
ら
、
下
人
と
同
じ
こ

と
を
し
て
い
た
と
思
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
最
初
か
ら
'
今
の
世

の
中
を
生
き
抜
-
に
は
盗
人
に
な
ら
な
き
や
生
き
て
い
け
な
い
、

と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
中
学
生
の
頃
へ
乱
世
の

時
代
に
憧
れ
た
。
そ
の
状
況
に
な
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
は
、
分

か
ら
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
の
下
人
の
人
生
へ
俗
に
言
う
そ
の
日

暮
ら
し
と
い
う
も
の
を
し
て
み
た
か
っ
た
。
そ
の
頃
の
自
分
に

と
っ
て
は
、
す
ば
ら
し
-
か
っ
こ
の
良
い
も
の
に
思
え
た
。
老

生
徒
は
、
極
限
状
況
に
お
い
て
、
人
は
生
き
る
た
め
に
手
段
を

選
ば
ぬ
と
い
う
と
こ
ろ
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
見
、
そ
れ
を
「
人
間
の
本

性
」
へ
　
「
真
の
人
間
の
姿
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
二
つ
の
問
題
を
感

じ
る
。

ア
　
老
婆
と
下
人
の
行
為
を
直
ち
に
普
遍
化
し
、
極
限
状
況
に

お
い
て
'
生
き
る
た
め
に
手
段
を
選
ば
ぬ
の
が
人
間
で
あ
る

と
考
え
る
こ
と
。

イ
　
極
限
と
い
う
1
つ
の
状
況
を
切
り
離
し
'
人
間
の
本
質
に

帰
納
す
る
こ
と
。

3
'
読
み
押
さ
え
が
不
十
分
で
あ
っ
た
点

ア
、
下
人
の
人
物
像

「
-
」
で
示
し
た
各
場
面
の
感
想
文
の
「
三
場
面
」
の
「
②
」

に
も
見
ら
れ
る
が
、
「
(
盗
人
に
な
る
こ
と
を
)
積
極
的
に
肯
定

す
る
だ
け
の
'
勇
気
が
出
ず
に
い
た
」
、
「
あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す

る
反
感
」
、
「
悪
を
憎
む
心
」
と
い
っ
た
語
句
か
ら
、
下
人
を

「
善
人
(
男
)
」
へ
　
「
正
義
感
が
強
-
(
男
)
」
「
と
て
も
し
っ
か

り
し
た
考
え
を
も
っ
て
い
る
人
　
(
女
)
」
と
捕
ら
え
て
い
る
。
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語
句
の
意
味
す
る
内
容
が
文
脈
の
中
で
し
っ
か
り
捕
ら
え
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ィ
、
老
婆
の
弁
解
(
論
理
)
　
と
下
人
の
決
意
・
行
動
と
の
つ
な
が

り
を
押
さ
え
る
こ
と
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
「
老
婆
の
着
物
を

は
ぎ
と
っ
た
。
」
　
(
P
4
0
,
L
9
)
　
と
着
物
の
み
を
奪
っ
て
い
る
点

を
も
押
さ
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

ウ
、
「
あ
ざ
け
る
よ
う
な
声
で
念
を
押
し
た
.
」
　
(
P
4
0
,
L
4
)
　
の
あ

ざ
け
り
は
誰
に
向
け
ら
れ
た
も
の
か
。
こ
の
点
を
押
さ
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
へ
　
硬
直
化
し
が
ち
な
「
羅
生
門
」
の
読
み
に
ゆ
き

ぶ
り
を
か
け
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

4
'
授
業
の
実
際
か
ら
見
た
作
品
の
問
題
点

ア
'
表
現
内
容
の
問
題

・
死
か
盗
人
か
で
悩
む
下
人
に
、
追
い
詰
め
ら
れ
た
様
子
が
見

ら
れ
な
い
。

・
下
人
の
心
理
変
化
に
唐
突
な
印
象
を
受
け
る
。
「
激
し
い
憎

悪
」
・
「
あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
」
・
「
悪
を
憎
む

心
」
が
燃
え
上
が
る
様
子
は
、
そ
の
前
の
下
人
像
と
は
つ

な
が
り
に
-
い
。

・
表
現
が
分
析
的
、
説
明
的
す
ぎ
る
。

・
「
お
し
」
と
い
う
差
別
用
語
の
扱
い
。

ィ
、
鑑
賞
の
問
題

・
極
限
状
況
に
お
け
る
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
'
人
間
の
弱
さ
、

人
間
の
愚
か
さ
、
善
悪
の
相
対
化
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
鑑

賞
が
多
い
。
極
限
状
況
と
い
う
設
定
が
思
考
を
強
-
制
約
し
、

揺
さ
ぶ
り
に
よ
っ
て
認
識
を
深
め
る
こ
と
も
相
対
化
す
る
こ

と
も
難
し
い
。
状
況
設
定
そ
の
も
の
が
作
品
の
奥
行
き
を
か

え
っ
て
狭
-
浅
い
も
の
に
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。

5
'
教
科
書
「
学
習
の
手
引
き
」
の
実
際
の
問
題
点

平
成
二
年
度
用
の
「
羅
生
門
」
を
掲
載
し
て
い
る
八
社
十
1
種
の

教
科
書
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
　
(
〔
参
考
E
〕
)
o
全
体
と
し
て
'
入

門
期
教
材
と
い
う
観
点
か
ら
、
場
面
分
け
し
、
場
面
ご
と
の
下
人
の

心
理
と
行
動
を
把
握
し
'
表
現
に
つ
い
て
考
え
へ
主
題
に
つ
い
て
考

え
る
こ
と
で
人
間
性
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
と
い
う
こ
と
に
配

慮
し
て
い
る
。
し
か
し
、
内
容
把
握
に
関
し
て
生
徒
が
つ
ま
づ
-
点

-
　
例
え
ば
、
「
悪
に
対
す
る
反
感
の
理
由
」
、
「
老
婆
の
答
え
に
失

望
し
た
理
由
」
へ
　
「
老
婆
の
論
理
と
下
人
の
決
意
」
　
-
　
に
つ
い
て
は
、

多
-
の
教
科
書
で
'
手
引
き
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
。
本
校
生
徒
の

読
み
の
実
態
か
ら
一
般
化
す
る
事
は
で
き
な
い
が
、
生
徒
の
読
み
の

実
態
が
十
分
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

m
　
「
羅
生
門
」
　
の
指
導
案

I
t
指
導
案
の
観
点

吉
本
均
氏
は
、
す
ぐ
れ
た
授
業
作
り
の
た
め
に
「
「
働
き
か
け
-

学
び
と
る
j
指
導
案
づ
-
り
が
決
定
的
に
重
要
」
　
(
P
6
3
)
　
だ
と
述

I3E

べ
る
o
　
こ
の
「
働
き
か
け
=
学
び
と
る
」
指
導
案
は
'
そ
の
著
書
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・-巴1

〔参考=〕

教科雷「学習の手引き」の実態

sa
g

ま
と

め
真

理
SM

a
B
^
K
^
H
^
^
^
^
B
ff^

^
^
^
^
K

fe
状

況
胡

雷
項冒

原輿香玩tI

作sの他

朋玩
下人の

感●l
捕者の人

エ戟
老婆の任

.「蝣」蝣義」..

也嶋
人の

ある
聖柄

にき
どり

局
表覗効

結びの

Rぴの

%.sのI.、

老3の

iIa/F!玉.̀ー

しから

て礼が

負気
老婆の

.に文寸

ある強
、.のm

下人の

h人の

下人の心哩

戟.隻門

戻のnftと下人め状況

印良に

場伝分

あbすf
の作口ロロの読s

(T方作文

P.1LR
描!王句

の{」い方

男那
BのE礼方

α
きりす

果
文初也との也較

-
.局

文
理と下人の決m

:ォ.-
何に何

冨
桑

田

果たすa副

=えに失望した.;=由

する反惑憎
の

璽
&貞

い感情

BT
蝣L>
王翌と行動

・L'
哩と捕s描写

の捕チ

放った箇所の列V

け

社名

I
☆
L

☆
I

I
I

I☆
☆
1

☆
☆
-

+
つ

☆
E

☆
一

一☆
☆
-

F☆
i

i蒜

ー
l

L☆
I

l
-

☆
一

一☆
☆

<r¥
☆
l

一
日

一
一

一
一☆

・h
☆

莱

ー☆
也

A
A

☆
I

台
r☆

lit
☆
i☆

J
☆

ー☆
☆

It

I*
jV

日
☆

☆
☆

☆
-☆

日
☆
ー

I
I

I
☆

I
¥ir

蛋
*
l

日
日

☆
▼、

☆
1

ー☆
ー

☆
A

☆
i

杏
☆

倭

1
.☆

H
☆

.～
☆

I
F

J☆
☆
F☆

I
◇

,v
g衣

明
☆
日

☆
J

☆
日

つ
l

J
l☆

ー
☆

-
J◇

ー☆
芸
F

-
▼、

-
☆

☆
☆
i☆

蝣fr
'

☆
☆
i

☆
l

☆
ー☆

☆
☆
一

一
r

-☆
l

-A
柄

I
i

i
.☆

Y、
☆

☆
ー☆

☆
日

☆
l☆

r
<5
日

☆
☆
ー☆

,
I

。
☆
lP

-
-

☆
lB

学

-
I

☆
-

i
i

l
☆
ー

I
.

☆
杏
-☆

-
18
ー真一京

-
☆

1
1

-
*
l

I
,一蝣

I
☆
-☆

一
日

F
杏

*
l

田

注It　「手引き」の漢字・as句に関する部分は省喝した。

注2、◇はr手引き」の中で場面分けが示してありへ　それに基づいて下人の心理を

まとめ上というもの'



の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
い
る
「
呼
び
か
け
る
指
導
案
」
と
同
義

で
あ
る
。
こ
の
指
導
案
づ
-
り
に
お
い
て
大
切
な
二
点
を
、
吉
本
氏

注
4

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

第
一
に
は
'
「
教
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
も
の
を
「
教
え
た
い
・

語
り
た
い
」
も
の
に
す
る
こ
と
'
つ
ま
り
'
教
師
が
教
材
解
釈

-
認
識
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
は
'
そ
の
「
教
え
た
い
・
語
り
た
い
」
も
の
を
、
子

ど
も
た
ち
の
「
学
び
た
い
」
も
の
へ
と
転
化
・
発
展
さ
せ
る
工

夫
、
つ
ま
り
、
一
連
の
発
間
づ
-
り
で
あ
る
。

吉
本
氏
は
'
教
師
の
主
体
的
な
「
働
き
か
け
」
を
、
「
学
び
と
る
」

と
い
う
子
ど
も
の
主
体
的
活
動
に
転
化
・
発
展
さ
せ
る
工
夫
と
し
て
、

「
発
問
づ
-
り
」
を
重
視
す
る
。
そ
の
発
間
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

tL'n

述
べ
る
。

発
間
と
は
な
に
か
。

そ
れ
は
'
教
科
書
内
容
の
一
点
へ
の
指
き
し
に
よ
っ
て
、
子

ど
も
た
ち
か
ら
の
応
答
を
予
想
す
る
こ
と
で
あ
る
。
端
的
に
い

え
ば
'
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

語
り
か
け
1
問
い
か
け
る

①
つ
ま
づ
き
を
予
想
す
る

②
対
立
・
分
化
を
予
想
す
る

③
か
ら
み
合
い
・
き
り
か
え
し
を
予
想
す
る

①
②
③
を
予
想
し
た
教
科
内
容
の
一
点
の
指
さ
し
-
発
間
が
、

「
子
ど
も
た
ち
の
身
(
既
知
・
五
感
)
　
に
き
り
結
ん
で
」
(
同
書

P
8
2
)
へ
主
体
的
活
動
を
促
し
'
「
対
立
・
分
化
の
イ
メ
ー
ジ
を
お
こ
」

(
同
)
し
、
新
し
い
発
見
や
よ
り
深
い
認
識
に
至
ら
せ
る
。
そ
こ
に

発
間
の
力
(
機
能
)
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
呼
び
か
け
る
指
導
案
」

は
こ
の
発
間
の
力
(
機
能
)
を
生
か
し
、
教
師
の
主
体
的
な
「
働
き

か
け
」
を
、
「
学
び
と
る
」
と
い
う
子
供
の
主
体
的
活
動
に
転
化
・

発
展
さ
せ
る
こ
と
で
生
徒
を
新
し
い
発
見
や
よ
り
深
い
認
識
に
至
ら

せ
る
た
め
の
も
の
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
指
導
案
の
観
点
か
ら
、
次
に
「
羅
生
門
」
の
指
導
案

を
作
っ
て
み
た
い
。

2
'
「
羅
生
門
」
学
習
指
導
案
の
実
際

川
　
教
材
観

「
羅
生
門
」
の
主
題
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
こ
の
作
品
に
よ
っ

て
教
え
る
内
容
に
つ
い
て
も
様
々
で
あ
る
。
私
は
'
次
の
二
つ
の
観

点
か
ら
羅
生
門
を
扱
い
た
い
と
考
え
る
。
一
つ
は
、
人
間
に
つ
い
て

考
え
、
理
解
を
深
め
る
た
め
の
教
材
と
し
て
で
あ
り
、
二
つ
は
'
表

現
を
押
え
へ
読
み
を
深
め
、
考
え
味
わ
う
こ
と
で
小
説
の
読
み
の
お

も
し
ろ
さ
を
実
感
さ
せ
る
た
め
の
教
材
と
し
て
で
あ
る
。

私
は
下
人
の
心
理
変
化
を
通
し
て
'
中
心
と
な
る
価
値
基
準
を
も

ち
得
ず
'
状
況
に
左
右
さ
れ
て
生
き
る
人
間
の
姿
を
見
る
。
ま
た
、

死
か
盗
人
か
と
い
う
追
い
詰
め
ら
れ
た
状
況
の
中
で
下
人
は
'
エ
ゴ

を
正
当
化
す
る
老
婆
の
言
葉
に
'
「
き
っ
と
'
そ
う
か
。
」
と
「
あ
ざ
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け
る
よ
う
な
声
で
念
を
押
し
」
、
す
ぼ
や
-
老
婆
の
着
物
を
剥
ぎ
取

り
'
「
黒
洞
々
た
る
夜
」
に
消
え
て
行
-
。
こ
の
よ
う
な
老
婆
と
下

人
の
姿
を
通
し
て
、
極
限
状
況
に
お
け
る
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
描

き
出
さ
れ
る
。
そ
の
エ
ゴ
を
正
当
化
す
る
者
は
、
同
様
に
エ
ゴ
を
正

当
化
す
る
他
の
者
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
る
と
い
う
、
「
エ
ゴ
の
輪
廻
」

に
つ
な
が
れ
る
。
老
婆
は
へ
ま
さ
し
-
エ
ゴ
正
当
化
の
論
理
に
よ
っ

て
下
人
に
犯
さ
れ
る
。
下
人
が
老
婆
か
ら
着
物
し
か
奪
わ
な
い

(
「
今
昔
物
語
」
で
は
'
髪
と
死
人
の
着
物
も
奪
っ
て
い
る
)
　
と
こ

ろ
に
象
徴
的
に
そ
れ
が
表
れ
て
い
る
。
下
人
も
例
外
で
は
な
い
。

「
黒
洞
々
た
る
夜
」
の
中
で
待
ち
受
け
る
の
は
、
老
婆
同
様
の
運
命

で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
羅
生
門
」
の
最
後
の
一
行
の
改
稿
も
こ
の
よ

う
な
含
み
を
持
た
せ
る
た
め
で
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

下
人
は
'
「
あ
ざ
け
る
よ
う
な
声
で
」
老
婆
に
念
を
押
す
。
し
か

し
、
エ
ゴ
を
正
当
化
す
る
老
婆
の
論
理
を
踏
襲
す
る
下
人
の
あ
ざ
け

り
は
、
当
然
な
が
ら
下
人
に
も
は
ね
か
え
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る

と
き
'
あ
ざ
け
り
は
'
エ
ゴ
を
正
当
化
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
す
べ

て
の
人
間
の
愚
か
し
さ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
羅
生
門
」
は
人
間
を
考
え
さ
せ
る
作
品
だ
と
言
え
る
。
た
だ
、

短
絡
的
な
人
間
観
に
陥
ら
ぬ
よ
う
配
慮
を
要
す
る
。

「
羅
生
門
」
の
世
界
は
優
れ
た
、
計
算
さ
れ
た
表
現
に
よ
っ
て
創

造
さ
れ
て
い
る
。
時
に
そ
れ
は
'
あ
ま
り
に
人
工
的
な
感
じ
さ
え
す

る
く
ら
い
で
あ
る
。
表
現
を
押
さ
え
、
そ
の
1
W
讐
語
の
機
微
に
触

れ
る
か
ど
う
か
で
作
品
世
界
の
深
浅
が
大
き
-
変
わ
る
。
「
羅
生
門
」

は
'
表
現
へ
　
構
成
を
押
さ
え
へ
内
容
を
読
み
深
め
る
こ
と
が
そ
の
ま

ま
小
説
の
読
み
の
お
も
し
ろ
さ
に
つ
な
が
る
教
材
と
も
い
え
る
。

脚
　
指
導
目
標

①
　
各
場
面
の
状
況
を
押
さ
え
へ
登
場
人
物
の
心
情
や
行
動
を
読

み
取
る
。

②
　
①
に
際
し
て
は
'
生
徒
の
つ
ま
づ
き
'
読
み
誤
り
、
読
み
落

と
し
な
ど
を
予
測
L
へ
読
み
の
方
法
の
中
に
位
置
付
け
、
読
み

を
深
め
る
。

③
　
読
む
こ
と
を
通
し
て
人
間
へ
の
理
解
を
深
め
る
。

④
　
文
章
表
現
の
巧
み
な
箇
所
に
着
目
し
そ
の
効
果
を
読
み
味
わ

s
a

脚
　
指
導
計
画

①
　
教
材
-
　
「
羅
生
門
」
(
「
高
等
学
校
　
国
語
I
」
三
訂
版

大
修
館
書
店
)

②
　
指
導
対
象
・
時
期
・
形
態
　
-
一
年
A
組
・
二
学
期
二
斉

指
導

③
　
計
画
　
-
　
「
I
」
の
「
4
」
に
同
じ

④
　
指
導
過
程
　
-
　
「
I
」
の
「
5
」
に
同
じ

川
　
本
時
(
1
場
面
　
-
　
7
時
間
目
)
　
の
指
導
案

[
本
時
の
目
標
]

①
　
下
人
を
取
り
巻
-
状
況
が
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る

か
表
現
を
押
さ
え
て
読
み
取
る
。

②
　
下
人
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
何
を
し
て
い
る
か
読
み
取
る
。

③
　
巧
み
な
表
現
を
抜
き
出
し
へ
そ
の
効
果
を
考
え
味
わ
う
。
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吉　　(計　画)

〔参考‖〕

羅生門　芥川統之介

[一場面]

(:アs-J

時　-　ある日の誹れ方

(きりぎりす)

災いの続いた平安末期のある叫

読み手の興味を引-

何かこれから起こりそうな雰閃気を出

・荒れ果てた

・孤狸・盗人が住む

・1匹のきりぎりす

・雨

仏経・;^J_ '--J*-j---

… LG仰心の衰退

]

地訂'辻凪へ　飢節、大

活の苦しさ

心の荒廃

人物　-　(はかに誰もいない)

下人　-　雨やみを待っていた。

洗いざらしの紺の襖

右のほおににきび　-　若者

・下人は雑生門になぜいるのか

-¥z-

なぜ下人が羅生門にいるように設定されてい

のか

羅生門の荒廃

仏力の衰退'人心の荒廃の象徴

社会的規範の衰退

下人　-　どう生きるか'どうなるか

(人間)

・1 ‥　;-.iy I?　・　is'-　か　げ=

公判＼として`;--r:-」^;柿-、;蝣:.::-.」・-<蝣H-:1"';叫。

「学習諜湖」へ　「読み取りノート」　(省略)配布

☆範読(p.30　1.3-p.31　1.10)

-どのような印象を持ったか。

麗莞蘭削圏を和サ.Hサ..,-K?gfcEtォ

1どのように状況が設定されているか。

-時はどのように設定されているか。

①時代はいつかo平安のいつ頃か。

②季節はいつか。どうしてわかるかo・

③「ある日の蔀れ方」とすることでどういう効

父があると思われるか。

1場所についてはどのように設定されているか。

①羅生門およびその周辺の様子はどのようかO

(表現を押さえて発表)

-「広い門」とあるがどの-らいだと思うか。

☆荘生門の位EIEについて説明

-なぜもう二三人はいそうなものなのか

ー京都の町の様子はどうか。

①仏像仏日Kを砕いて「薪の料に売っていた」と

いう例はどういうことを表しているか。

②打ち砕-ことが郡ならできるか。

1このような状態になった事情を詳しく説明しな

mm
-登場人物についてできるだけ詳し-説明しなさ

①下人はどのように描かれているか。

②服装はどのか。年齢はい-つか。

③何をしているのか。

-「この男のはかには誰もいない」　のはどういう

郎情からか。

ーこのように不気味な羅生門になぜ下人はいるの

だろうか。

ーこの作品ではなぜ下人がここにいるように

したのか。

①雄生門の荒廃は何を意味しているか

②一人の下人がそこにいる意味は?

☆托生門は朱雀門と呼応し、仏力で都を守ってい

る。それが荒廃している。下人はそこにいるこ

とを考えさせる0

台11、叫.=思に'rZZZv- ~, '-山　　ー--�"-J.㌔

注　Iは発間-eョーは補助発閉

☆は留意事項



〔
参
考
H
〕
　
の
指
導
案
傍
線
部
の
発
間
は
'
「
m
問
題
点
」
の

「
工
場
面
ご
と
の
読
み
の
感
想
に
見
ら
れ
る
問
題
点
」
の
「
ア
」

の
'
下
人
が
不
気
味
な
羅
生
門
に
い
る
こ
と
に
対
す
る
生
徒
の
疑
問
・

こ
だ
わ
り
を
考
慮
し
た
発
間
で
あ
る
。
こ
の
生
徒
の
疑
問
・
こ
だ
わ

り
を
生
か
し
た
発
間
に
よ
っ
て
、
「
羅
生
門
」
冒
頭
部
の
状
況
設
定

の
意
味
に
生
徒
を
迫
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

仏
力
の
衰
退
へ
人
心
の
荒
廃
、
社
会
的
規
範
の
衰
退
と
い
う
社
会
状

況
の
中
に
下
人
(
次
場
面
を
読
め
ば
'
下
人
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
状

態
が
明
ら
か
に
な
る
)
　
は
置
か
れ
て
い
る
。
下
人
は
'
そ
の
よ
う
な

状
況
の
中
を
ど
う
生
き
る
の
か
。
こ
れ
が
「
羅
生
門
」
冒
頭
の
状
況

設
定
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
当
然
な
が
ら
「
羅
生
門
」

の
主
題
に
つ
な
が
る
状
況
設
定
と
も
な
っ
て
い
る
。

次
に
五
場
面
の
発
間
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

(
五
場
面
)

1
老
婆
の
「
つ
ぶ
や
き
」
を
想
像
し
て
書
い
て
み
よ
う
。

1
「
黒
洞
々
た
る
夜
」
　
(
P
4
0
,
L
1
6
)
　
は
ど
う
い
う
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
。
(
ど
う
い
う
こ
と
を
象
徴
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
)

ウ
、

1
下
人
は
ど
う
な
っ
て
行
-
と
思
わ
れ
る
か
。

発
間
「
ア
」
は
'
「
m
問
題
点
」
の
「
2
'
授
業
後
の
感
想
文
に

見
ら
れ
る
問
題
点
」
で
見
た
、
極
限
状
況
に
お
い
て
生
き
る
た
め
に

手
段
を
選
ば
ぬ
の
が
人
間
の
本
質
で
あ
る
と
直
ち
に
普
遍
化
す
る
考

え
方
、
お
よ
び
、
「
3
」
の
「
ウ
」
で
示
し
た
読
み
押
さ
え
が
不
十

分
で
あ
っ
た
点
を
押
さ
え
た
発
間
で
あ
る
。
発
問
「
イ
」
は
'
「
3
」

の
「
イ
」
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
、
発
間
「
ア
」
と
通
底
し
て
い

る
。
発
間
「
ウ
」
は
'
「
-
」
の
「
オ
」
を
考
慮
し
た
。
発
問
「
イ
」

は
老
婆
が
蛇
売
り
女
に
対
し
て
し
た
こ
と
を
、
下
人
が
老
婆
に
対
し

て
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
。
自
己
の
エ
ゴ
を

正
当
化
す
れ
ば
、
他
の
正
当
化
さ
れ
た
エ
ゴ
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
る
こ

と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
エ
ゴ
の
正
当
化
は
「
エ
ゴ
の
輪

廻
」
を
生
む
の
で
あ
る
。
極
限
状
況
下
に
あ
っ
て
、
人
間
は
エ
ゴ
に

生
き
ざ
る
を
得
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
正
当
化
す

る
か
ど
う
か
は
別
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
発
問
「
ア
」
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
を
問
う
こ
と
で
、
下
人
の
あ
ざ
け
り
が
老
婆
の
み
な

ら
ず
へ
老
婆
の
エ
ゴ
正
当
化
の
論
理
を
踏
襲
す
る
下
人
自
身
に
も
は

ね
か
え
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
'

あ
ざ
け
り
は
、
エ
ゴ
を
正
当
化
す
る
人
間
の
こ
賢
し
さ
に
対
す
る
も

oo



の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
羅
生
門
」
に
は
、
極
限
状
況
下
で
の
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
描

か
れ
る
。
そ
れ
は
、
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
で
猛
々
し
い
も
の
に
変
わ
っ

て
行
-
。
そ
の
行
き
着
-
先
は
、
「
エ
ゴ
の
輪
廻
」
　
で
あ
る
。
あ
ざ

け
り
は
そ
の
愚
か
し
さ
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
ざ
け
り
は
、

あ
ざ
け
り
で
し
か
あ
り
得
ず
、
建
設
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
'
下
人
の
「
あ
ざ
け
る
よ
う
な
声
」
に
着
目
す
る
こ
と

で
、
思
考
を
強
-
制
約
す
る
、
「
極
限
状
況
下
の
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ

ム
は
人
間
の
本
質
で
あ
り
仕
方
が
な
い
-
正
当
化
」
と
い
う
構
図

を
相
対
化
し
、
作
品
を
重
層
的
に
読
む
視
点
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

文
学
教
材
の
授
業
活
性
化
の
た
め
の
教
材
研
究
と
し
て
、
「
羅
生

門
」
の
指
導
案
作
り
を
試
み
た
。
吉
本
均
氏
の
「
呼
び
か
け
る
指
導

案
」
　
の
考
え
に
立
ち
へ
　
「
教
え
た
い
・
語
り
た
い
」
も
の
を
生
徒
の

「
学
び
た
い
」
も
の
に
転
化
す
る
た
め
に
へ
発
問
中
心
に
指
導
案
を

作
っ
て
み
た
。
発
問
を
作
る
に
あ
た
っ
て
は
'
一
九
八
九
年
度
の

「
羅
生
門
」
の
授
業
を
分
析
し
、
生
徒
の
興
味
・
関
心
へ
疑
問
へ
　
つ

ま
づ
き
、
読
み
誤
り
へ
読
み
落
と
し
を
考
慮
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と

で
'
生
徒
の
興
味
・
関
心
と
学
習
意
欲
を
高
め
、
「
羅
生
門
」
　
の
読

み
を
広
-
深
い
も
の
に
し
た
と
考
え
た
こ
と
に
よ
る
。
さ
ら
に
'
そ

れ
ら
の
発
間
に
対
す
る
生
徒
の
反
応
を
予
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

板
書
を
も
計
画
し
て
み
た
。

今
、
過
去
の
授
業
の
反
省
を
教
材
研
究
に
生
か
す
こ
と
で
も
多
少

な
り
と
も
授
業
の
可
能
性
が
開
け
た
思
い
が
す
る
。
授
業
実
践
に
学

ぶ
こ
と
の
大
切
さ
が
実
感
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「
教
え
た
い
・
語
り

た
い
」
も
の
を
生
徒
の
「
学
び
た
い
」
も
の
に
転
化
で
き
た
か
ど
う

か
に
つ
い
て
は
心
も
と
な
い
。
吉
本
氏
の
述
べ
る
「
対
立
・
分
化
」
へ

「
か
ら
み
合
い
・
き
り
か
え
し
」
を
引
き
出
す
発
問
に
つ
い
て
も
不

十
分
な
も
の
と
な
っ
た
。
ご
助
言
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

(
一
九
九
l
年
　
1
月
二
日
稿
)

(
大
阪
府
立
和
泉
高
等
学
校
教
諭
)

注
-
　
田
近
淘
1
　
井
上
尚
美
編
「
国
語
教
育
指
導
用
語
辞
典
」

(
教
育
出
版
)
一
六
六
頁

注
2
　
吉
本
均
「
授
業
成
立
入
門
　
-
　
呼
び
か
け
る
指
導
案
の
構
想

23

注注注注
6　5　4　3

-
　
」
　
(
明
治
図
書
)

同
六
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百

同
六
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～
六
四
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同
六
八
頁

浮
橋
康
彦
先
生
「
芥
川
龍
之
介
『
羅
生
門
』
・
『
鼻
』
」
　
(
国

語
教
材
研
究
講
座
　
高
等
学
校
『
現
代
国
語
』
第
一
巻
　
有

精
堂
)
一
五
八
貢




