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徒然草は,だからおもしろい！
使用教材：仁和寺にある法師―「徒然草」から（2年）　福井大学教育学部准教授　萩

はぎ

中
なか

奈
な

穂
お

美
み

わたしの『大人になれなかった弟たちに……』
―登場人物の心情が伝わる朗読をしよう―

使用教材：大人になれなかった弟たちに……（1年）　埼玉大学教育学部附属中学校教諭　廿
つ づ ら

樂裕
ゆう

貴
き

1 

指
導
計
画 （
全
三
時
間
）

●
目
標

◉
人
物
の
言
動
や
心
情
を
解
釈
し
た
り
想
像

し
た
り
し
て
古
典
の
お
も
し
ろ
み
を
味
わ
う
。

●
展
開

第
一
時

語
句
に
注
意
し
て
音
読
し
、
大
意
を
つ
か
む
。

第
二
時

人
物
の
様
子
や
心
情
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

第
三
時

作
者
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
読
み
取
り
、

自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

2 

指
導
の
工
夫
・
学
習
の
実
際　

▼
あ
な
た
は
、「
か
ば
か
り
」
を
ど
う
解
釈

す
る
か
。

こ
の
段
に
お
い
て
多
様
な
解
釈
の
可
能
性

を
含
み
も
つ
叙
述
に
、
法
師
の
心
内
語
「
か

ば
か
り
」（「
こ
れ
だ
け
の
も
の
」
と
口
語
訳

が
付
い
て
い
る
）
が
あ
る
。「
こ
れ
だ
け
」

と
事
実
を
目
で
確
認
す
る
レ
ベ
ル
と
も
、「
な

ん
だ
、
こ
の
程
度
か
」
と
い
う
期
待
外
れ
の

レ
ベ
ル
と
も
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
解
釈
如い

か
ん何
に
よ
っ
て
、
あ
と
の
法
師
の
言

葉
「
聞
き
し
に
も
過
ぎ
て
、
尊
く
こ
そ
お
は

し
け
れ
」
の
意
味
合
い
が
大
き
く
変
わ
る
。

前
者
を
取
れ
ば
愚
直
す
ぎ
る
法
師
像
が
、
後

者
を
取
れ
ば
見
栄
っ
張
り
の
法
師
像
が
浮
か

び
上
が
る
。
授
業
で
は
後
者
を
取
る
生
徒
が

多
く
、「
本
物
を
見
て
い
な
い
の
に
そ
の
価

値
が
わ
か
る
と
誇
示
す
る
姿
は
滑
稽
だ
け
れ

ど
、
こ
う
い
う
心
理
は
誰
に
で
も
あ
る
」
と

理
由
付
け
て
い
た
。

▼
あ
な
た
は
、「
か
た
へ
の
人
」
が
ど
の
よ

う
な
思
い
や
様
子
で
話
を
聞
い
て
い
た
と
想

像
す
る
か
。

第
二
段
落
で
は
、「
か
た
へ
の
人
」
の
心

中
を
想
像
さ
せ
る
。
法
師
は
自
慢
げ
に
参
拝

を
報
告
す
る
が
、
石
清
水
の
知
名
度
を
踏
ま

え
れ
ば
、「
か
た
へ
の
人
」
が
法
師
の
大
失

態
を
お
見
通
し
な
こ
と
、
後
半
の
語
り
が
そ

の
暴
露
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
は
容
易
に
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
、「
か
た
へ

の
人
は
、
ど
ん
な
思
い
や
様
子
で
聞
い
て
い

た
で
し
ょ
う
ね
」
と
投
げ
か
け
た
。
古
典
嫌

い
の
生
徒
で
も
身
を
乗
り
出
す
。老
人
が「
年

ご
ろ
思
ひ
つ
る
こ
と
、
果
た
し
は
べ
り
ぬ
」

と
満
足
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
目
配
せ
し
て

そ
っ
と
し
て
お
い
た
だ
ろ
う
。
気
の
毒
な
の

で
今
度
こ
そ
参
拝
で
き
る
よ
う
お
伴
し
た
く

な
っ
た
だ
ろ
う
。
す
か
さ
ず
「
そ
れ
、
石
清

水
で
は
な
い
で
す
よ
」
と
、「
神
へ
参
る
こ

そ
本
意
」
と
偉
ぶ
る
鼻
を
へ
し
折
っ
た
だ
ろ

う
。
他
に
も
ひ
け
ら
か
さ
れ
る
と
総
本
山
の

恥
に
な
る
の
で
、
真
実
を
伝
え
た
だ
ろ
う
、

等
々
。
重
要
な
の
は
根
拠
を
示
す
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
場
合
の
想
像
は
、
失
敗
の
原
因
と

な
っ
た
状
況
や
法
師
の
性
格
の
捉
え
方
、
ま

た
、
読
み
手
で
あ
る
生
徒
の
も
の
の
見
方
・

考
え
方
に
関
わ
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見

が
出
て
く
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
意
見
は
、

「
先
達
は
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
と
な
り
」
と
書

い
た
兼
好
の
真
意
に
対
す
る
解
釈
を
豊
か
に

す
る
。

3 

考
察

本
実
践
で
は
、
解
釈
に
幅
の
あ
る
叙
述
を

「
ど
う
捉
え
る
か
」、
書
か
れ
て
い
な
い
部
分

を
「
ど
う
想
像
す
る
か
」
と
問
う
た
。「
あ

な
た
」
を
主
語
と
す
る
こ
う
し
た
問
い
を
軸

に
、
個
々
の
味
わ
い
方
を
交
流
す
る
こ
と
が
、

古
典
に
自
ら
心
を
寄
せ
、
そ
の
世
界
を
楽
し

む
態
度
を
育
む
も
の
と
期
待
す
る
。
そ
れ
に

は
、
根
拠
を
求
め
つ
つ
多
様
な
読
み
の
で
き

る
叙
述
を
探
る
教
材
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

1 

指
導
計
画 （
全
六
時
間
）

●
目
標

◉
描
写
を
基
に
場
面
の
展
開
や
人
物
の
関
係
、

心
情
の
変
化
な
ど
を
捉
え
る
。

◉
語
句
の
辞
書
的
な
意
味
と
文
脈
上
の
意
味

と
の
関
係
に
注
意
し
て
使
う
こ
と
を
通
し
て
、

語
感
を
磨
き
語
彙
を
豊
か
に
す
る
。

◉
粘
り
強
く
描
写
を
基
に
読
み
、
学
習
の
見

通
し
を
も
っ
て
朗
読
し
よ
う
と
す
る
態
度
を

養
う
。

●
展
開

第
一
次
（
一
時
間
）

•
範
読
を
聞
き
、
感
想
を
も
つ
。

•
吉
永
小
百
合
さ
ん
の
原
爆
詩
の
朗
読
の
動

画
を
見
て
、
朗
読
の
よ
さ
を
見
つ
け
る
。

第
二
次
（
三
時
間
）

•
「
僕
」
か
「
母
」
の
心
情
が
表
れ
て
い
る

部
分
か
ら
自
分
が
朗
読
し
た
い
場
面
を
選
ぶ
。

•
同
じ
場
面
を
選
ん
だ
生
徒
ど
う
し
で
グ

ル
ー
プ
を
組
み
、
場
面
を
選
ん
だ
理
由
、
登

場
人
物
の
心
情
、
着
目
し
た
描
写
を
伝
え
合

う
。

•
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
解
釈
を
書
き
込
み
な
が

ら
、
朗
読
の
仕
方
を
考
え
る
。

第
三
次
（
二
時
間
）

•
朗
読
発
表
会
を
行
う
。

2 

指
導
の
工
夫
・
学
習
の
実
際

　

本
単
元
で
は
あ
え
て
言
語
活
動
を
提
示
す

る
前
に
範
読
を
行
っ
た
。
本
作
品
に
は
戦
時

体
験
に
裏
付
け
ら
れ
た
切
実
な
訴
え
が
あ
る

た
め
、
虚
心
坦
懐
に
作
品
に
出
会
わ
せ
た

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

朗
読
へ
の
構
え
が
で
き
た
後
に
、
女
優
の

吉
永
小
百
合
さ
ん
の
原
爆
詩
の
朗
読
の
映
像

を
見
せ
、
よ
さ
を
分
析
し
た
。
声
量
や
間
だ

け
で
な
く
、
声
の
硬
軟
、
高
低
、
相
手
意
識
、

な
ど
も
挙
げ
ら
れ
た
。
朗
読
自
体
が
目
的
で

は
な
い
が
、
朗
読
を
理
解
し
、
表
現
に
も
こ

だ
わ
る
こ
と
で
、
よ
り
深
い
思
考
、
判
断
を

促
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

　

第
二
次
で
は
、
自
分
の
朗
読
し
た
い
場
面

を
選
ば
せ
た
が
、「
僕
」
か
「
母
」
の
心
情
が

わ
か
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
。
観
点
が
多
岐

に
わ
た
る
と
、
指
導
事
項
が
曖
昧
に
な
る
危

険
性
が
あ
る
。
言
語
活
動
は
資
質
・
能
力
を

身
に
つ
け
る
た
め
に
行
う
の
で
、
つ
け
た
い

力
に
即
し
た
場
面
選
択
が
大
切
で
あ
る
。
ま

た
、
同
じ
場
面
を
選
ん
だ
生
徒
で
グ
ル
ー
プ

を
組
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
を
検
討
さ
せ
た
。

　

例
え
ば
、「
ヒ
ロ
ユ
キ
」
を
お
ぶ
っ
て
帰

る
場
面
を
選
択
し
た
グ
ル
ー
プ
で
は
、「『
三

人
』
と
い
う
言
葉
を
ど
う
捉
え
る
か
」
を
議

論
し
た
。
当
初
は
「『
ヒ
ロ
ユ
キ
』
は
死
ん

で
も
大
切
な
家
族
だ
と
『
僕
』
が
考
え
て
い

る
」
と
解
釈
し
て
い
た
が
、「『
ヒ
ロ
ユ
キ
』

が
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
を
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
な
い
と
い
う
現
実
感
の
な
さ
が
表
現
さ

れ
て
い
る
」
と
解
釈
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

　

第
三
次
で
行
っ
た
朗
読
会
で
は
、
朗
読
自

体
が
目
的
と
な
ら
ぬ
よ
う
、
朗
読
の
後
、
そ

の
場
面
を
ど
う
捉
え
た
の
か
を
解
説
さ
せ
た
。

ま
た
一
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
質
疑
応
答
の
時
間

を
設
け
、
互
い
の
読
み
を
吟
味
・
検
討
で
き

る
よ
う
に
し
た
。
ち
な
み
に
本
番
の
朗
読
会

で
は
、
朗
読
だ
け
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
と

い
う
こ
と
で
、
ピ
ア
ノ
伴
奏
を
付
け
る
グ

ル
ー
プ
も
あ
っ
た
。
朗
読
を
通
し
て
、
作
品

世
界
に
浸
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

3 

考
察

　

生
徒
た
ち
は
初
め
か
ら
ま
っ
す
ぐ
作
品
を

味
わ
っ
て
い
た
が
、
生
徒
ど
う
し
で
解
釈
を

伝
え
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
暗
示
的
に
表
現

さ
れ
て
い
る
心
情
に
も
気
が
つ
く
こ
と
が
で

き
た
。
多
様
な
読
み
が
出
て
く
る
と
き
こ
そ
、

「
み
ん
な
違
っ
て
み
ん
な
い
い
」
と
な
ら
な

い
厳
密
さ
を
求
め
る
こ
と
が
読
み
の
深
ま
り

に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。




