
〜
生
徒
の
興
味･

関
心
を
高
め
る
ヒ
ン
ト
〜

こ
れ
か
ら
の
古
典
指
導

特
集

こ
れ
か
ら
の
古
典
指
導

古
典
の
位
置
づ
け
は

ど
う
変
わ
る
か

新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
古
典

─
ま
ず
、
再
確
認
の
意
味
で
、
現
行
の
学
習
指
導

要
領
に
お
け
る
古
典
の
取
扱
い
に
つ
い
て
お
う
か

が
い
し
ま
す
。

田
中　

現
行
の
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項
に
は

「
古
典
」
と
い
う
言
葉
は
出
て
い
ま
せ
ん
。「
指
導

計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
」
の
中
で
、「
読

む
こ
と
」
に
関
す
る
指
導
の
留
意
事
項
と
し
て
触

れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
古
典
の

指
導
と
は
「
読
む
こ
と
」
の
領
域
に
限
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、「
読
む
こ
と
」
の
指
導
事
項
は
、

ほ
と
ん
ど
現
代
文
を
想
定
し
て
書
か
れ
て
お
り
、

古
典
の
授
業
で
は
、
そ
れ
を
当
て
は
め
て
指
導
し

て
い
た
わ
け
で
す
。

─
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
古
典
に
関
し
て

ど
の
よ
う
な
改
訂
が
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

田
中　

今
回
の
改
訂
で
は
、「
伝
統
的
な
言
語
文

化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
が
新
設
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
古
典
の
指
導
を
中
心
と

し
た
「
ア 

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」

が
設
け
ら
れ
て
、
教
え
る
内
容
が
は
っ
き
り
し
た

の
で
す
。

　

現
行
で
は
「
読
む
こ
と
」
の
中
で
指
導
し
て
く

だ
さ
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
が
、
今
回
の
改
訂

で
は
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」、「
書
く
こ
と
」、

及
び
「
読
む
こ
と
」
の
各
領
域
を
通
し
て
指
導
す

る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
の
が
大
き
な

違
い
で
す
。
今
ま
で
表
に
は
出
て
い
な
か
っ
た
古

典
を
、
各
領
域
で
扱
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
わ

け
で
す
。

　

ま
た
、
特
定
の
事
項
を
ま
と
め
て
指
導
し
た
り
、

繰
り
返
し
て
指
導
し
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
な
場

合
に
は
、
特
に
そ
れ
だ
け
を
取
り
上
げ
て
指
導
し

て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

─
具
体
的
に
は
ど
ん
な
指
導
が
可
能
に
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

田
中　

こ
れ
ま
で
は
古
典
の
内
容
を
理
解
す
る
だ

け
で
終
わ
っ
て
い
た
の
が
、「
話
す
こ
と・聞
く
こ
と
」

の
領
域
で
や
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
た
と

え
ば
劇
化
を
す
る
な
ど
、
表
現
と
し
て
の
音
読
・
朗

読
活
動
も
で
き
ま
す
。（「
実
践
提
案
１
」
Ｐ.

10
）

　

第
三
学
年「
書
く
こ
と
」の
言
語
活
動
例
に
、「
ア 

関
心
の
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
批
評
す
る
文
章
を
書

く
こ
と
」
が
あ
り
ま
す
が
、
た
と
え
ば
徒
然
草
や

枕
草
子
の
中
に
表
れ
て
い
る
人
間
の
も
の
の
見

方
・
考
え
方
を
批
評
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
さ
ら
に
、
作
品
の
一
部
を
引
用
し
て
批
評

文
を
書
く
と
い
う
よ
う
な
活
動
が
可
能
に
な
る
の

で
す
。
三
年
生
の
教
科
書
教
材
「
夏
草
」
で
、
芭

蕉
に
と
っ
て
旅
と
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か

を
考
え
さ
せ
た
り
、
芭
蕉
の
人
生
観
を
批
評
す
る

文
章
を
書
か
せ
た
り
す
る
と
い
う
活
動
も
お
も
し

ろ
い
で
す
ね
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

田た

中な
か

洋よ
う

一い
ち

先
生		

（
東
京
女
子
体
育
大
学
教
授
）

　新しい学習指導要領に「伝統的な
言語文化と国語の特質に関する事
項」が新設され、古典の取扱いが具
体的に示されました。それによって、
現在の「読むこと」の領域における
指導だけでなく、「話すこと ･ 聞く
こと」「書くこと」の中でも古典を
扱った指導が可能になりました。
　また、小学校低学年から古典学習
が取り入れられることになったため、
中学校では指導にいっそうの工夫が
求められることになります。
　本特集では、こうした改訂を踏ま
えて、学習指導要領の作成協力者で
ある田中洋一先生に、中学校におけ
るこれからの古典指導のあり方をお
話しいただきます。
　実践提案では、生徒の興味 ･ 関心
を高める古典指導の実際を２例紹介
します。

特集
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こ
れ
か
ら
の
古
典
指
導

　

ま
た
、
第
一
学
年
「
書
く
こ
と
」
の
言
語
活
動

例
に
あ
る
「
ア 

関
心
の
あ
る
芸
術
的
な
作
品
な

ど
に
つ
い
て
、
鑑
賞
し
た
こ
と
を
文
章
に
書
く
こ

と
」
で
は
、「
芸
術
的
な
作
品
」
と
し
て
古
典
を

選
び
、
鑑
賞
文
を
書
く
と
い
う
活
動
も
考
え
ら
れ

ま
す
。
古
典
の
随
筆
と
現
代
の
エ
ッ
セ
イ
を
比
べ

て
、
季
節
感
だ
と
か
、
人
間
の
も
の
の
考
え
方
だ

と
か
を
比
べ
て
み
る
よ
う
な
文
章
を
書
か
せ
る
の

も
い
い
で
す
ね
。　

  
（「
実
践
提
案
２
」
Ｐ.

12
）

　

こ
の
よ
う
な
活
動
は
、
今
ま
で
に
も
あ
り
ま
し

た
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
読
む
こ
と
の
発
展
と
し

て
位
置
づ
い
て
い
た
の
に
対
し
、
今
回
の
学
習
指

導
要
領
の
改
訂
に
よ
っ
て
、
学
習
の
中
心
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

小
・
中
学
校
の
連
携

─
小
学
校
で
も
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の

特
質
に
関
す
る
事
項｣

が
盛
り
込
ま
れ
、
系
統
的

に
古
典
に
触
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

田
中　

現
行
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
、
高

学
年
で
文
語
調
の
文
章
に
触
れ
る
こ
と
を
求
め
て

い
る
だ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
今
回
の
改
訂
で
、
低

学
年
か
ら
古
典
の
指
導
に
関
す
る
事
項
が
入
り
ま

し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
量
的
に
も
、
質
的
に
も
、

か
な
り
文
語
の
文
章
に
親
し
ん
で
く
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
古
典
指
導

─
今
ま
で
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
た
指
導
に
な
り
そ

う
で
す
が
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
を
工
夫
し
て
い
け

ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

田
中　

あ
ま
り
難
し
く
考
え
な
い
で
い
い
の
で
は

な
い
か
と
も
思
い
ま
す
。
新
し
い
学
習
指
導
要
領

に
お
い
て
も
、
中
学
校
で
は
「
古
典
に
親
し
む
」

と
い
う
こ
と
を
主
目
的
に
し
て
い
る
こ
と
は
従
来

ど
お
り
で
す
。

　

教
材
の
隅
か
ら
隅
ま
で
理
解
さ
せ
よ
う
と
思
わ

な
く
て
も
い
い
ん
で
す
。
現
代
文
の
指
導
で
も
い

え
る
こ
と
で
す
が
、
特
に
中
学
校
の
古
典
学
習
は

親
し
む
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
詳
細
に
読
解
す
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
体
の
筋
が
わ
か
れ
ば
い

い
の
で
す
。
登
場
人
物
の
生
き
方
と
か
、
心
情
と

か
を
大
き
く
と
ら
え
れ
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
、
一

語
一
語
を
ち
ゃ
ん
と
訳
し
て
い
く
必
要
は
な
い
。

そ
れ
こ
そ
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
楽
し
む
よ
う
に
作

　

で
す
か
ら
、
小
学
校
の
学
習
指

導
要
領
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
、

中
学
校
で
さ
ら
に
独
自
の
展
開
を

考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
小
学
校
で
既
に
学
習
し
て
き

て
い
る
と
い
う
こ
と
の
長
所
と
短

所
を
し
っ
か
り
見
極
め
る
こ
と
が

大
切
で
す
ね
。

─
小
学
校
で
古
典
を
学
ん
で
き
た

生
徒
に
対
し
て
、
中
学
校
で
は
ど

の
よ
う
に
指
導
し
て
い
け
ば
い
い

の
で
し
ょ
う
か
。

田
中　

今
ま
で
生
徒
た
ち
に
は
、

中
学
校
で
初
め
て
古
典
に
出
会
う

喜
び
が
あ
り
ま
し
た
。
新
た
に
ス

タ
ー
ト
す
る
難
し
さ
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
興
味
・

関
心
や
好
奇
心
が
あ
る
の
で
比
較
的
指
導
が
し
や

す
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
か
ら
は
そ
う
い
う

新
鮮
な
出
会
い
は
期
待
し
に
く
く
な
る
で
し
ょ
う
。

ま
ず
中
学
校
の
先
生
方
は
、
そ
れ
を
い
ち
ば
ん
意

識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

今
ま
で
以
上
に
、
教
材
と
生
徒
た
ち
と
の
出
会

わ
せ
方
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ま
で
は
「
読
む
こ
と
」
で
の
指
導
だ
っ
た
の
で
、

ど
う
し
て
も
内
容
理
解
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
た

わ
け
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
劇
化
、
朗
読
な
ど
の

品
を
味
わ
わ
せ
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
ふ

う
に
考
え
れ
ば
と
て
も
気
楽
に
指
導
に
入
れ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
こ
の
作
品
で
は
、こ
こ
だ
け
は
押
さ
え
て
ほ
し

い
」と
い
う
焦
点
化
を
し
て
お
け
ば
、
後
は
ゆ
っ

た
り
し
た
授
業
を
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
よ
。
み
ん

な
で
感
想･

知
識
の
交
流
を
す
る
な
ど
、
サ
ロ
ン

的
な
意
識
で
古
典
の
授
業
に
臨
む
の
も
い
い
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
作
品

の
あ
ら
す
じ
や
登
場
人
物
の
生
き
方･

考
え
方
の

お
も
し
ろ
さ
を
と
ら
え
、
教
師
自
身
が
感
動
し
た

こ
と
な
ど
を
生
徒
と
共
有
し
て
も
ら
い
た
い
で
す

ね
。

　

あ
れ
も
こ
れ
も
と
、
い
ろ
い
ろ
な
目
標
を
盛
り

込
ん
だ
り
、
教
え
た
こ
と
を
生
徒
が
百
パ
ー
セ
ン

ト
覚
え
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
り
す
る
古
典

の
指
導
は
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。
繰
り
返
し
に
な

り
ま
す
が
、
学
習
指
導
要
領
に
立
ち
戻
れ
ば
、「
古

典
に
親
し
む
」と
い
う
こ
と
こ
そ
が
目
的
な
の
で
す
。

─
古
語
や
文
法
を
詳
し
く
教
え
る
必
要
は
な
い
の

表
現
活
動
や
、
随
筆
を
書
く
と
き
の
材
料
に
す
る

な
ど
、
多
様
な
出
会
わ
せ
方
を
考
え
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

中
学
校
で
は
小
学
校
で
の
既
習
事
項
を
よ
く
理

解
し
て
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
し
て
発
展
さ
せ
る
よ

う
な
や
り
方
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
今
ま
で

ど
お
り
の
や
り
方
で
は
、
生
徒
の
興
味
・
関
心
を

高
め
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
く
る
こ
と
を
意
識

し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

で
し
ょ
う
か
。

田
中　
「
文
語
の
き
ま
り
や
訓
読
の
仕
方
を
知
り

［
一
年
（
ア
）］」
と
い
う
文
言
が
あ
り
ま
す
か
ら

誤
解
さ
れ
や
す
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
決
し
て
文

語
文
法
を
学
ぶ
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
読
み
方
を
知
る
こ

と
や
、
漢
文
で
は
返
り
点
な
ど
、
訓
読
す
る
た
め

の
基
本
的
な
ル
ー
ル
を
学
ぶ
こ
と
が
主
で
、音
読･

朗
読
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
の
知
識
と
考
え
て

い
た
だ
い
て
結
構
で
す
。
あ
く
ま
で
も
主
眼
は
、

古
典
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

　

生
徒
の
生
活
の
中
に
は
、
こ
と
わ
ざ
を
は
じ
め

文
語
文
が
た
く
さ
ん
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
小
学
校

六
年
生
の
音
楽
の
共
通
教
材
「
わ
れ
は
海
の
子
」

で
は
、
日
本
中
の
子
ど
も
た
ち
が
必
ず
「
煙
た
な

び
く
苫
屋
こ
そ
、
我
が
な
つ
か
し
き
住
家
な
れ
」

と
歌
っ
て
い
る
の
で
す
。
知
識
と
し
て
係
り
結
び

を
教
わ
ら
な
く
て
も
、「
な
ん
と
な
く
力
強
く
言
っ

て
い
る
感
じ
が
す
る
」
と
子
ど
も
た
ち
が
言
う
そ

う
で
す
。
そ
れ
こ
そ
が
日
本
人
と
し
て
の
言
語
感

1954 年東京都新宿区生まれ。東京女
子体育大学教授。
都内公立中学校教諭を経て、東京都教
育庁指導主事、中央教育審議会国語
専門委員など歴任。平成 20 年告示学
習指導要領中学校国語作成協力者。
主な著書に『光村ライブラリー中学
校編』（光村図書）、『新学習指
導要領詳解ハンドブック』（東
洋館出版社）、『国語力を高
める言語活動の新展開』

（同）などがある。

田
た

中
なか

 洋
よう

一
いち

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を

楽
し
む
よ
う
に
作
品
を
味
わ
わ
せ
た
い
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こ
れ
か
ら
の
古
典
指
導

か
ら
は
教
材
の
種
類
も
工
夫
し
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
能
、
狂
言
、
古
典
落
語
、

歌
舞
伎
も
教
材
に
な
り
う
る
。
そ
こ
で
は
映
像
メ

デ
ィ
ア
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
ま
す
ね
。

ま
た
、「
国
語
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
」
な
ど
の
提
示

型
ソ
フ
ト
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
歴
史

背
景
や
風
俗
を
視
覚
的
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

　

お
も
し
ろ
い
手
法
の
一
つ
と
し
て
、
教
科
書
に

載
っ
て
い
る
部
分
の
前
後
を
取
り
あ
げ
て
、「
古

典
を
長
く
読
ま
せ
る
」
と
い
う
指
導
が
あ
り
ま
す
。

内
容
は
大
体
わ
か
れ
ば
い
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は

現
代
語
訳
で
読
ま
せ
て
も
い
い
と
い
う
姿
勢
で
す
。

そ
の
一
例
と
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
研
究
会
に
所

属
す
る
先
生
の
実
践
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り

ま
す
。

　

平
家
物
語
に
は
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
「
扇

像
と
比
べ
て
み
る
な
ど
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
映
画

で
描
か
れ
た
人
物
と
古
典
に
登
場
す
る
人
物
を
比

べ
て
み
る
の
で
す
。

　

古
典
と
い
う
作
品
の
枠
の
中
だ
け
で
勝
負
す
る

の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
考
え
方
や
、
現
代
の

文
章
・
映
像
な
ど
と
組
み
合
わ
せ
て
指
導
す
れ
ば

と
て
も
楽
し
い
授
業
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
そ
し

て
、
古
典
の
魅
力
を
生
徒
た
ち
に
し
っ
か
り
と
伝

え
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

覚
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
文
語
文
に
親
し

む
と
い
う
の
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

音
読･

朗
読
は
そ
う
い
う
感
性
を
育
ん
で
く
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
、「
文
語
の
き
ま
り

や
訓
読
の
仕
方
を
知
」
る
の
で
す
。

─
生
徒
を
ひ
き
つ
け
る
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

田
中　

ま
ず
、「
話
す
・
聞
く
」「
書
く
」
と
絡
め

な
が
ら
、
生
徒
自
身
が
自
分
で
考
え
る
と
い
う
活

動
を
中
心
に
す
え
て
授
業
を
組
み
立
て
る
こ
と
が

い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
登
場
人
物
や

作
者
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
と
か
、
現
代
の

価
値
観
と
比
べ
る
と
か
の
活
動
を
前
面
に
出
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
の
考
え
を
も
つ
、

自
分
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
こ
と
な
ど
を
大
切

に
し
た
い
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
、新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
あ
る「
古

典
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
作
品
が
あ
る
こ
と
を

知
る
こ
と
［
一
年
（
イ
）］」
に
注
目
し
て
く
だ
さ

い
。
今
ま
で
は
古
典
教
材
と
い
え
ば
物
語
、
随
筆
、

短
歌
・
俳
句
、
漢
詩
な
ど
が
中
心
で
し
た
。
こ
れ

の
的
（
那
須
与
一
）」
の
後
に
「
弓ゆ
み

流な
が
し」
と
い
う

段
が
あ
る
ん
で
す
。
激
し
い
合
戦
の
最
中
に
義
経

が
海
に
弓
を
落
と
し
ま
す
。周
り
の
兵
は
み
な「
お

捨
て
く
だ
さ
い
」
と
言
い
ま
す
が
、
義
経
は
敵
の

攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
必
死
に
拾
い
上
げ
て

帰
り
、「
強
い
弓
な
ら
構
わ
な
い
の
だ
が
、
こ
の

ひ
弱
い
弓
を
敵
が
取
っ
て
、
こ
れ
が
源
氏
の
大
将

の
弓
だ
と
馬
鹿
に
さ
れ
る
の
が
残
念
だ
か
ら
命
が

け
で
と
っ
た
の
だ
」
と
言
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
で
す
。

　

こ
の
部
分
ま
で
を
読
ま
せ
る
の
で
す
。
そ
の
こ

と
で
、「
扇
の
的
」
だ
け
を
読
ん
で
い
た
と
き
の

義
経
観
が
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。

　

た
だ
長
く
読
ま
せ
る
だ
け
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
把

握
す
る
だ
け
で
も
い
い
ん
で
す
。
複
数
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
読
み
重
ね
る
こ
と
で
、
生
徒
の
感
じ
取

り
方
は
大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
登
場
人
物
の

多
面
性
に
触
れ
る
こ
と
で
、
生
徒
の
古
典
へ
の
親

近
感
が
増
す
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

古
典
の
お
も
し
ろ
さ
と
は

─
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
の
古
典
の
魅
力
と
は
、
ど

う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

田
中　

古
典
の
お
も
し
ろ
さ
の
一
つ
は
、
千
年
も

前
の
人
た
ち
が
、
自
分
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
こ
と

を
考
え
て
い
た
、
同
じ
よ
う
に
悩
ん
で
い
た
、
喜

ん
で
い
た
と
い
う
の
を
実
感
で
き
る
こ
と
に
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
先
ほ
ど
話
し
た
「
長

く
読
ま
せ
る
」
方
法
、ま
た
は
現
代
の
文
章
と
「
比

べ
て
読
む
」
な
ど
と
い
っ
た
方
法
を
と
る
こ
と
で
、

そ
れ
が
よ
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
先
人
の
息
吹
に
触
れ
て
、「
こ
こ
は
違
う

け
れ
ど
こ
こ
は
同
じ
だ
」
な
ど
と
感
じ
な
が
ら
、

価
値
観
、
文
化
、
風
俗
、
習
慣
な
ど
、
日
本
人
の

伝
統
的
な
姿
を
学
ん
で
い
く
の
で
す
。

　

わ
た
し
は
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
を

き
っ
か
け
に
、
古
典
指
導
の
既
成
概
念
を
少
し
取

り
払
っ
て
み
て
は
と
提
案
し
た
い
の
で
す
。「
古

典
の
文
章
か
ら
飛
び
出
せ
」
と
訴
え
た
い
。
た
と

え
ば
、
源
義
経
は
ド
ラ
マ
化
さ
れ
た
も
の
が
あ
り

ま
す
よ
ね
。
そ
れ
と
さ
っ
き
の
「
弓
流
」
の
人
物

古
典
の
文
章
か
ら
飛
び
出
せ

〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕 
　⑴「Ａ話すこと・聞くこと」，「Ｂ書くこと」及び「Ｃ読むこと」の指導を通して，
　　次の事項について指導する。

　　ア　伝統的な言語文化に関する事項

（ア）昔話や神話・伝承な
どの本や文章の読み聞か
せを聞いたり，発表し合っ
たりすること。

第１学年及び第２学年

（ア）易しい文語調の短歌
や俳句について，情景を
思い浮かべたり，リズム
を感じ取りながら音読や
暗唱をしたりすること。

（イ）長い間使われてきた
ことわざや慣用句，故事
成語などの意味を知り，
使うこと。

第３学年及び第４学年

（ア）親しみやすい古文や
漢文，近代以降の文語調
の文章について，内容の
大体を知り，音読するこ
と。

（イ）古典について解説し
た文章を読み，昔の人の
ものの見方や感じ方を知
ること。

第５学年及び第６学年

小

学

校

（ア）文語のきまりや訓読
の仕方を知り，古文や漢
文を音読して，古典特有
のリズムを味わいながら，
古典の世界に触れること。

（イ）古典には様々な種類
の作品があることを知る
こと。

第１学年

（ア）作品の特徴を生かし
て朗読するなどして，古
典の世界を楽しむこと。

（イ）古典に表れたものの
見方や考え方に触れ，登
場人物や作者の思いなど
を想像すること。

第２学年

（ア）歴史的背景などに注
意して古典を読み，その
世界に親しむこと。

（イ）古典の一節を引用す
るなどして，古典に関す
る簡単な文章を書くこと。

第３学年

中

学

校

新しい学習指導要領における古典指導の体系

「
古
典
を
長
く
読
ま
せ
る
」
と
い
う
手
法
も
お
も
し
ろ
い
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特
集

こ
れ
か
ら
の
古
典
指
導 登

場
人
物
に
な
り
き
っ
て
心
情
を
語
る　
　
　
　

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会

─
「
扇
の
的
」（
二
年
）
─

実
践

提
案

1
は
じ
め
に

　

生
徒
た
ち
は
、
難
解
な
解
釈
中
心
の
古
典
の
授

業
に
は
抵
抗
が
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
離
れ
る
と
、

決
し
て
古
典
が
嫌
い
な
の
で
は
な
く
、
積
極
的
に

自
分
の
感
情
を
古
語
で
表
現
し
た
い
な
ど
、
む
し

ろ
古
語
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、「
登
場
人
物
の
台
詞
を
考
え

『
Ｎ
Ｅ
Ｗ
平
家
物
語
』
を
創
作
す
る
」
課
題
を
設

定
し
た
。
作
品
中
に
自
分
が
入
り
込
む
感
覚
で
創

作
す
る
こ
と
で
、
生
き
生
き
と
し
た
古
典
の
世
界

を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
、
自
分
た
ち

な
り
の
ド
ラ
マ
を
加
え
て
新
た
な
演
出
を
し
て
音

声
に
の
せ
る
こ
と
で
、“
語
り
物
”
の
楽
し
さ
を

体
感
さ
せ
る
。

　

古
典
の
中
の
人
物
は
、
み
な
魅
力
的
で
あ
る
。

源
平
の
戦
乱
の
中
に
あ
っ
て
、
自
ら
の
人
生
を
精

一
杯
生
き
抜
い
た
登
場
人
物
に
な
り
き
っ
て
「
平

家
物
語
」
の
世
界
に
ひ
た
ら
せ
た
い
。

実
践
報
告
（
全
４
時
間
）

（
１
）
学
習
計
画

（
２
）
２
次
の
詳
細

ア　
（
全
体
で
）
登
場
人
物
の
性
格
が
は
っ
き
り

し
て
お
り
、
台
詞
も
多
い
こ
と
か
ら
、
巻
第

十
一
「
先
帝
入
水
」
の
場
面
を
紹
介
し
、
登
場

人
物
（
安
徳
天
皇
・
建
礼
門
院
・
二
位
の
尼
・

平
知
盛
・
平
家
方
の
武
士
・
女
房
な
ど
）
に
な

り
き
っ
て
、
台
詞
を
考
え
て
み
る
。

イ　
（
各
自
で
）「
扇
の
的
」
の
登
場
人
物
の
心
情

を
想
像
し
、
台
詞
を
考
え
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に

書
き
入
れ
る
。（
資
料
１
）

　

※「
口
語
か
ら
文
語
へ
プ
リ
ン
ト（
筆
者
作
）」や「
古

語
辞
典
」「
国
語
便
覧
」
を
参
考
に
し
て
、
で

き
る
生
徒
に
は
文
語
を
使
わ
せ
て
み
る
。

ウ　
（
全
体
で
）「
扇
の
的
」
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
の
場

面
に
分
け
、
場
面
ご
と
に
台
詞
を
考
え
て
い

く
。（
資
料
２
）

エ　
（
グ
ル
ー
プ〈
四
人
〉で
）朗
読
劇
台
本
を
作
る
。

　
　

物
語
を
わ
か
り
や
す
く
感
動
的
に
伝
え
る
た

め
に
は
、
ど
の
場
面
で
、
だ
れ
の
台
詞
を
入
れ

る
べ
き
か
を
発
表
し
合
う
。

　

※
台
詞
を
考
え
る
際
、
原
文
か
ら
か
け
離
れ
た
勝

手
な
解
釈
に
陥
ら
な
い
よ
う
気
を
配
る
。
台
詞

は
、
感
情
だ
け
で
な
く
、
場
面
の
状
況
も
わ
か

る
よ
う
に
工
夫
す
る
。

オ　
（
グ
ル
ー
プ
で
）
朗
読
の
役
割
分
担
・
工
夫
・

練
習
を
す
る
。

　

原
文
も
台
詞
も
場
の
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い

朗
読
に
な
る
よ
う
、
ど
ん
な
気
持
ち
を
込
め
、

声
の
調
子
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
話
し
合

い
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
き
入
れ
る
。

カ　
（
グ
ル
ー
プ
で
）
台
本
を
も
と
に
練
習
を
す

る
。
聞
き
合
い
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
合
い
、
よ

り
良
い
も
の
を
つ
く
っ
て
い
く
。

　

※
朗
読
は
、
源
平
の
役
割
分
担
・
群
読
な
ど
の
工

夫
を
す
る
。「
平
家
物
語
」
特
有
の
調
子
の
良

さ
を
出
せ
る
よ
う
、
よ
く
練
習
す
る
。

お
わ
り
に

  

台
詞
を
書
く
た
め
に
は
、
ま
ず
状
況
や
行
動
の

正
確
な
理
解
が
不
可
欠
な
の
で
、
生
徒
は
真
剣
に

読
み
取
ろ
う
と
努
力
し
て
い
た
。
個
人
で
考
え
る

段
階
で
は
理
解
が
困
難
な
生
徒
も
、
人
物
の
立
ち

位
置
や
表
情
を
話
し
合
う
中
で
具
体
的
に
イ
メ
ー

ジ
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
内
容
を
理
解
し

て
い
く
に
つ
れ
、
人
物
の
心
情
を
想
像
し
、
そ
の

気
持
ち
が
伝
わ
る
言
葉
を
考
え
る
こ
と
に
、
楽
し

ん
で
取
り
組
ん
で
い
た
。
文
語
の
調
べ
を
好
み
、

積
極
的
に
古
語
や
係
り
結
び
を
使
う
生
徒
も
お
り
、

文
語
へ
の
抵
抗
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
よ
う
だ
。

  

台
詞
を
声
に
出
す
こ
と
で
、
物
語
の
中
の
人
物

に
な
り
き
っ
た
快
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
り
、

友
人
の
発
表
が
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
と
異
な
っ
た
声

色
や
語
調
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
人
物
像
や
感
情
の

と
ら
え
方
が
微
妙
に
違
う
こ
と
に
気
づ
い
た
り
し

て
、
意
見
交
換
を
通
し
、
さ
ら
に
深
い
鑑
賞
に
つ

な
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
登
場
人
物
に
な
り
き
る
学
習
は
、「
平
家

物
語
」
の
理
解
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
文
学

作
品
の
心
情
や
情
景
を
読
み
取
る
力
や
、
表
現
す

る
力
の
習
得
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

▶
資
料
１

▶
資
料
２

全
体
で

全
体
で

グ
ル
ー
プ〈
四
人
〉で

グ
ル
ー
プ
で

グ
ル
ー
プ
で

各
自
で

1 次〔1 時間〕

①
「
平
家
物
語
」
の
お
お
よ
そ
の
あ
ら
す

じ
を
知
る
。

②
源
平
合
戦
・
軍
記
物
語
・
語
り
物
に
つ

い
て
学
習
す
る
。

③
歴
史
的
仮
名
遣
い
、
文
語
文
特
有
の
言

葉
や
語
形
、
助
詞
を
省
い
た
表
現
、
七
五

調
、
和
漢
混こ

ん

淆こ
う

文
、
対
句
表
現
を
理
解
す

る
。

2 次〔2 時間〕

①
古
文
と
口
語
訳
を
読
ん
で
、
場
面
の
状

況
・
登
場
人
物
の
行
動
と
心
情
を
想
像
す

る
。

②
場
面
の
状
況
と
人
物
の
心
情
を
表
す
台

詞
を
考
え
る
。

③
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
朗
読
劇
「
Ｎ
Ｅ
Ｗ

平
家
物
語
」
の
台
本
を
作
る
。

④
練
習
を
す
る
。

3 次〔1 時間〕

①
物
語
の
情
景
や
心
情
が
伝
わ
る
よ
う
工

夫
し
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
朗
読
発
表
を
す

る
。
互
い
の
発
表
を
聞
き
合
う
。

②
意
見
・
感
想
を
交
流
す
る
。

1

23
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特
集

こ
れ
か
ら
の
古
典
指
導

実
践

提
案▼ワークシート２

▲ワークシート４

▼ワークシート１

▲ワークシート３

は
じ
め
に

　

現
代
生
活
に
お
い
て
は
季
節
感
が
薄
れ
て
き
た

と
は
い
え
、
中
学
生
は
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
感

じ
取
る
鋭
い
感
性
を
失
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、

豊
か
な
感
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
表
現
す

る
方
法
を
十
分
に
身
に
つ
け
て
は
い
な
い
。
今
回

の
実
践
で
は
、
平
安
時
代
に
清
少
納
言
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
「
枕
草
子
」
の
冒
頭
部
分
（
以
下
「
春

は
あ
け
ぼ
の
」
と
表
記
）
と
、
現
代
作
家
・
川
上

弘
美
の
季
節
を
描
い
た
エ
ッ
セ
イ
『
あ
る
よ
う
な

な
い
よ
う
な
』（
中
央
公
論
新
社
）
を
読
み
比
べ
さ

せ
、
古
典
と
現
代
の
世
界
を
比
較
し
、
も
の
の
見

方
や
考
え
方
の
違
い
を
考
え
な
が
ら
、
登
場
人
物

や
作
者
の
思
い
な
ど
を
想
像
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。

　

ま
た
、
随
筆
を
書
く
こ
と
で
、
客
観
的
な
視
点

で
人
間
の
心
の
中
や
自
然
を
見
つ
め
、
イ
メ
ー
ジ

豊
か
に
表
現
す
る
力
も
身
に
つ
く
と
考
え
た
。
古

典
の
表
現
や
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
と
ら
え
参

考
に
す
る
こ
と
は
、
表
現
を
豊
か
で
多
様
な
も
の

に
す
る
上
で
も
大
切
で
あ
る
。
自
分
が
伝
え
た
い

事
柄
や
心
情
が
、
相
手
に
効
果
的
に
伝
わ
る
よ
う

に
描
写
を
工
夫
で
き
る
よ
う
、
古
典
の
文
章
と
現

代
の
文
章
を
比
較
す
る
の
は
意
味
が
あ
る
。

指
導
上
の
工
夫
・
ポ
イ
ン
ト

（
全
５
時
間
）

　
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
は
古
典
の
代
表
的
な
作
品

で
、
指
導
す
る
側
も
つ
い
力
が
入
り
暗
唱
や
解
釈

に
時
間
を
か
け
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
今
回
は
音

読
・
語
釈
に
深
く
入
ら
な
い
よ
う
に
し
、
現
代
語

訳
も
生
徒
が
理
解
で
き
る
程
度
に
と
ど
め
た
。
た

だ
、
古
典
特
有
の
リ
ズ
ム
に
慣
れ
さ
せ
る
た
め
に
、

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
原
文
の
表
現
技
法
の
体
言

止
め
や
助
詞
の
省
略
は
丁
寧
に
確
認
し
た
。

　
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
季
節
の
具
体
例
は
〈
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
１
〉
を
使
っ
て
整
理
さ
せ
た
。
ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
を
自
分
の
具
体
的
な
表
現
で
説

明
し
て
み
る
〈
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
２
〉
も
用
意
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
四
季
に
対
す
る
自
分
の
感
覚
を
確

か
め
る
こ
と
が
で
き
、
エ
ッ
セ
イ
を
書
く
上
で
表

現
を
す
る
練
習
に
も
な
っ
た
。

　
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
現
代
の
エ
ッ
セ
イ
を
比

較
す
る
と
き
は
、
比
較
す
る
項
目
を
整
理
し
て
言

葉
や
表
現
の
工
夫
に
着
目
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。

〈
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
３
〉

　

川
上
弘
美
の
エ
ッ
セ
イ
は
簡
潔
で
、
季
節
に
対

す
る
現
代
人
の
感
覚
を
上
手
に
表
現
し
て
い
て
中

学
生
に
も
分
か
り
や
す
い
。
ま
た
、
現
代
の
季
節

に
対
す
る
感
性
は
、「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
自
然

観
と
対
照
的
で
も
あ
る
。エ
ッ
セ
イ
を
読
ん
で「
春

は
あ
け
ぼ
の
」
と
比
較
す
る
学
習
で
は
、
共
通
部

分
と
相
違
部
分
を
考
え
な
が
ら
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
た
。
表
現
技
法
に
つ
い
て
は
資
料
集
な
ど
を

使
っ
て
確
認
す
る
よ
う
に
し
た
。

　

川
上
弘
美
の
エ
ッ
セ
イ
は
会
話
や
人
の
手
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
が
多
く
登
場
す
る
。
ま
た
、

気
持
ち
を
表
現
す
る
場
合
、
比
較
的
否
定
的
な
表

現
が
多
い
の
に
対
し
て
、「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
は
、

そ
れ
が
「
を
か
し
」「
あ
わ
れ
」
な
ど
肯
定
的
な

表
現
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。「
春
は
あ
け
ぼ

の
」
は
、
自
然
に
焦
点
を
当
て
て
、
自
然
へ
の
気

持
ち
を
表
現
す
る
言
葉
が
多
様
で
、
自
然
を
楽
し

ん
で
い
る
よ
う
に
も
感
じ
る
。
生
徒
は
そ
れ
ぞ
れ

の
筆
者
の
視
点
に
気
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
の

見
方
や
考
え
方
を
作
品
の
表
現
を
通
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
古
典
特
有
の
省
略
や
短

い
文
体
な
ど
、
自
分
が
書
く
際
、
表
現
の
参
考
と

す
る
部
分
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

比
較
し
た
あ
と
、
四
百
字
程
度
で
季
節
に
関
す

る
エ
ッ
セ
イ
を
書
か
せ
た
。〈
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
４
〉

学
習
し
た
表
現
を
使
っ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
性

で
文
章
を
書
く
こ
と
を
楽
し
み
な
が
ら
、
日
ご
ろ

書
く
こ
と
が
苦
手
な
生
徒
も
抵
抗
な
く
書
き
始
め

る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」

で
学
ん
だ
体
言
止
め
や
、
擬
音
語
・
擬
態
語
な
ど

も
使
い
、
表
現
を
工
夫
す
る
生
徒
も
み
ら
れ
た
。

ま
た
、
で
き
あ
が
っ
た
他
の
生
徒
の
作
品
も
気
に

な
り
、
お
互
い
に
読
み
合
っ
た
り
、
発
表
し
合
っ

た
り
も
し
て
い
た
。

お
わ
り
に

　

古
典
の
作
品
を
通
し
て
表
現
技
法
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
生
徒
も
意
外
だ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
、
現
代
文
と
の
比
較
で
古
典
の
作
品
を

よ
り
身
近
に
感
じ
さ
せ
た
。

　

比
較
す
る
現
代
の
文
章
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
季
節
感
が
は
っ
き
り
出

る
よ
う
な
、
詩・短
歌・俳
句
で
も
よ
い
。
書
く
テ
ー

マ
は
季
節
だ
け
で
な
く
、「
植
物
・
動
物
・
昆
虫
・

心
と
き
め
く
と
き
・
両
極
端
な
も
の
・
め
っ
た
に

な
い
も
の
」
な
ど
の
「
も
の
づ
く
し
」
を
考
え
さ

せ
る
手
法
も
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

古
典
と
現
代
の
も
の
の
見
方･

考
え
方
を
比
べ
、

     

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会
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