
中学校と高等学校を
つなぐ授業の実践
-『平家物語』と『日本外史』の

比較読みを通して-
旭川市立永山中学校

教諭 奥山 晃

１



１ 実践の背景
①配当時間の少なさ

②学習意義の感じにくさ
２



①配当時間の少なさ
教科書（光村図書）では･･･

・１年→故事成語
・２年→漢詩

・３年→論語 を学習
３



①配当時間の少なさ
教科書（光村図書）では･･･

・１年→２時間
・２年→３時間
・３年→２時間 を想定

４



①配当時間の少なさ
・十分な知識の定着がなされるか？
･漢文が、単なる漢字の羅列に見え
はしないか？

５



②学習意義の感じにくさ

「中学校学習指導要領」 知識及び技能 （３）我が国の言語文化に関する事項

６



②学習意義の感じにくさ
親しむための方策

・故事成語→体験文を書こう

・漢詩→作者の心情に迫ろう

・論語→孔子の教えに共感する部分を書こう
７



②学習意義の感じにくさ
親しませようとはしているものの、
「普遍性」以外の、目新しさがないようにも…
道徳科の内容とも重なってきている…

↓
漢文学習への抵抗感につながっていないか

８



高等学校の漢文学習への
橋渡しとしての授業を展開
できないだろうか？

９



２ 教材について
高校用教科書『言語文化』所収
賴山陽 『日本外史』
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２ 教材について
・漢文への抵抗感軽減への期待
①高校進学前に基礎知識の復習
②那須与一の予備知識があり、
親しみやすい
③学びを自身の作文に生かせる11



３ 授業について
【日時】
２月２０日（火）～21日（水）
【対象】
３年３組 ３８名（男：１９名 女：２０名）
３年４組 ３９名（男：１９名 女：２０名）
【特色】
落ち着いた雰囲気で授業に取り組み、よい発言をする生
徒が多いが、知識の定着が不足。学力は中の下。市内でも
下位に属していた。

１２



３ 授業について
【ねらい】
那須与一について書かれた古文と漢文の
比較読みを通して、漢文の記述の特徴を
捉え、今後の作文に生かす。

１３



３ 授業について
【発問の工夫】
①交互に音読した印象は？
②歴史の教科書としてはどうか？
③文章を書くときに大切なこととは？

１４



①交互に音読した印象 『平家物語』

１５



①交互に音読した印象

『平家物語』
・情報量が多い。平仮名が多いから？
・与一の話が中心に据えられている。
・与一の心情、扇や海の様子などが分かりやすい。
・時間、射った後の扇の様子、擬音を交えて、情景を詳し
く書いている。
・「何が起こったのか」だけではなく、「どのように起こっ
たのか」、そして、それを受けての周りの様子も細かく
描写されている。

１６



①交互に音読した印象 『日本外史』

１７



①交互に音読した印象

『日本外史』
・なじみのない漢字が多く、理解しづらい。
・日本らしい擬音（ひいふつ・よつぴいて）がなく、想像
するには物足りない感じがする。
・扇を射ることへの緊張や、大変さが伝わってこない。
・起きたことを述べている。情景描写がない。
・重要なことだけを述べている。
・義経と与一が中心に描かれている。

１８



②歴史教科書としては？

１９



②歴史教科書としては？
【大多数が『日本外史』を選択】
・内容が簡潔で、流れをつかみやすい。
・歴史だったら、出来事について分かればよい。
・『平家物語』だと、情景描写が多すぎて、結局何
が教えたいのかがわかりにくい。
・内容を確実に教えたいならば、『日本外史』であ
るべき。

20



②歴史教科書としては？
【大多数が『日本外史』を選択】
・歴史を覚える上で、ストーリーで覚えることは効
果が高いが、教科書はあくまで「覚えなければい
けないことを伝える」ために手段。詳しく書かれ
すぎると、紙幅も取るし、何が重要かの判断も読
み手に委ねなければならない。
・『平家物語』はわかりやすいからこそ、小学生に
見せる場合は有効だし、たくさんある情報から大
事な部分を探すのも有効だと思った。

２１



③文章を書くときに大切なことは？

２２



③文章を書くときに大切なこと
・長く書くことが必ずしも大切ではない。
・自分が何について説明したいのかを明確すること。
・「誰が読むか」、「どのようなことを伝えたいのか」
などで、内容を吟味すること。
・心情を入れることで興味をもたせることもできる。
・読者に面白いと思わせたいならば、会話文や情景
描写をたくさん入れるとよい。２３



③文章を書くときに大切なこと

・読者に覚えてもらいたいなら、重要なところだけ
を書く。
・詳しく、自分だけの視点だけではなく、第三者の
視点を入れることも時には必要。
・事実のみを簡潔に書くのか、表現技法を用いたり
して、情景や心情を細かく描写するのか、書き分け
ることが大切。２４



Webサイトによるテキストマイニングの結果

→相手意識をもって作文する意識が高まった

２５



井奥陽子『近代美学入門』（筑摩書房、２０１３年） P213,214

２６



まとめ
・学習を通して、「文語文も目的に応じて
描かれる」明確になる。
・学習したことが、現代文にも生かされる。

↓
高等学校の漢文学習の意欲喚起に

つながるのではないか

2７



ご清聴

ありがとうございました

２８



                         

      
 

国
語
科
ワ
ー
ク
シ
ー
ト「
二
つ
の
文
章
の
違
い
は
？
」 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト 

①         

組  

氏
名（                             

） 
Ａ 

『
日
本
外
史
』  

【
①            

文
】 

日
既
ニ

晡ほ

ナ
リ

。
敵ア

以も
つ

テ
二

一
舟し

う
ヲ

一

載
セ

二

美
姫
ヲ

一

挿
さ
し
は
さ

ミ
テ

二

扇
あ
ふ
ぎ

ヲ

于
竿さ

を
ニ

一

、
植た

ツ
二

之こ
れ

ヲ

舳
へ
さ
き

ニ
一

。去
ル
コ
ト

レ

陸
ヲ

五
十
歩ぶ

、
麾

さ
し
ま
ね

キ
テ

而
請こ

フ
レ

射
ン
コ
ト
ヲ

。義
経
曰い
ハ
ク

、

「
誰た

れ
カ

命
二―

中
ス
ル

之こ
れ

ニ
一

者
ゾ
ト

。」
衆
薦す

す
ム

二

下
野

し
も
つ
け

ノ

人

那な

須す

宗む
ね

高た
か

ヲ
一

。
義イ

経
召め

シ
テ

而
命
ズ

レ

之こ
れ

ニ

。宗
高
騎き

シ
テ

而
独ひ

と
リ

出い

ヅ

。
両
軍
注
視
ス

。
宗
高
一
発

い
つ
は
つ

シ
テ

、
断た

ツ
二

扇
轂

せ
ん
こ
く

ヲ
一

。扇

翻
ひ
る
が
へ

リ
テ

而
堕お

ツ

。両
軍
大
イ
ニ

叫
ブ

。 

【
②            

文
】 

日
既
に
晡ほ

な
り
。 

（
ア                                

） 

扇
あ
ふ
ぎ

を
竿さ

を

に

挿
さ
し
は
さ

み
て
、
之こ

れ

を
舳

へ
さ
き

に
植た

つ
。陸
を
去
る

こ
と
五
十
歩ぶ

、
麾

さ
し
ま
ね

き
て
射
ん
こ
と
を
請こ

ふ
。義
経
曰い

は
く
、「
誰た

れ

か
之こ

れ

に
命
中
す
る
者
ぞ
。」と
。
衆
下
野

し
も
つ
け

の

人
那な

須す

宗む
ね

高た
か

を
薦す

す

む
。 

（
イ                                 

） 

宗
高
騎き

し
て
独ひ

と

り
出い

づ
。両
軍
注
視
す
。宗
高
一
発

い
つ
は
つ

し
て
、扇
轂

せ
ん
こ
く

を
断た

つ
。扇

翻
ひ
る
が
へ

り
て
堕お

つ
。両
軍
大
い
に

叫
ぶ
。 

Ｂ 

『
平
家
物
語
』 

【
古
文
】 

こ
ろ
は
二

月

に
ん
ぐ
わ
つ

十
八
日
の
酉と

り
の
刻
ば
か
り
の
こ
と
な
る

に
、を
り
ふ
し
北
風
激
し
く
て
、
磯
打
つ
波
も
高
か
り
け
り
。

舟
は
、揺
り
上
げ
揺
り
す
ゑ
漂
へ
ば
、扇
も
く
し
に
定
ま
ら
ず

ひ
ら
め
い
た
り
。
沖
に
は
平
家
、
舟
を
一
面
に
並
べ
て
見
物

す
。
陸く

が
に
は
源
氏
、く
つ
ば
み
を
並
べ
て
こ
れ
を
見
る
。い
づ
れ

も
い
づ
れ
も
晴
れ
な
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
ぞ
な
き
。
与
一
目
を
ふ

さ
い
で
、 

「
南
無
八
幡
大
菩
薩

な
む
は
ち
ま
ん
だ
い
ぼ
さ
つ

、
我
が
国
の
神し

ん

明め
い

、日に
つ

光
く
わ
う

の
権ご

ん

現げ
ん

、

宇う

都つ
の

宮み
や

、
那な

須す

の
湯ゆ

泉ぜ
ん

大だ
い

明
み
や
う

神じ
ん

、
願
は
く
は
、あ
の
扇
の

真
ん
中
射
さ
せ
て
た
ば
せ
た
ま
へ
。こ
れ
を
射
損
ず
る
も
の
な

ら
ば
、
弓
切
り
折
り
自
害
し
て
、
人
に
二ふ

た

度
た
び 

面
お
も
て

を
向
か

ふ
べ
か
ら
ず
。い
ま
一い

ち

度ど

本
国
へ
迎
へ
ん
と
お
ぼ
し
め
さ
ば
、こ

の
矢
は
づ
さ
せ
た
ま
ふ
な
。」 

と
心
の
う
ち
に
祈
念
し
て
、目
を
見
開
い
た
れ
ば
、風
も
少
し

吹
き
弱
り
、扇
も
射
よ
げ
に
ぞ
な
つ
た
り
け
る
。 

 

与
一
、か
ぶ
ら
を
取
つ
て
つ
が
ひ
、よ
つ
ぴ
い
て
ひ
や
う
ど
放

つ
。
小 こ

兵
ひ
や
う

と
い
ふ
ぢ
や
う
、
十
二

束
そ
く 

三 み
つ

伏 ぶ
せ

、弓
は
強
し
、浦

響
く
ほ
ど
長
鳴
り
し
て
、あ
や
ま
た
ず
扇
の

要
か
な
め

ぎ
は
一
寸

ば
か
り
お
い
て
、ひ
い
ふ
つ
と
ぞ
射
切
つ
た
る
。か
ぶ
ら
は
海
へ

入
り
け
れ
ば
、扇
は
空
へ
ぞ
上
が
り
け
る
。し
ば
し
は
虚こ

空く
う

に

ひ
ら
め
き
け
る
が
、
春
風
に
一ひ

と

も
み
二ふ

た

も
み
も
ま
れ
て
、
海
へ

さ
つ
と
ぞ
散
つ
た
り
け
る
。
夕
日
の
か
か
や
い
た
る
に
、み
な

紅
ぐ
れ
な
ゐ

の
扇
の
日
出い

だ
し
た
る
が
、
白
波
の
上
に
漂
ひ
、浮
き

ぬ
し
づ
み
ぬ
揺
ら
れ
け
れ
ば
、
沖
に
は
平
家
、ふ
な
ば
た
を
た

た
い
て
感
じ
た
り
、
陸
に
は
源
氏
、え
び
ら
を
た
た
い
て
ど
よ

め
き
け
り
。 

 



                         
 

                    

Ａ 
『
日
本
外
史
』  

 

【
現
代
語
訳
】 

日
は
既
に
夕
暮
れ
で
あ
っ
た
。敵
で
あ
る
平
家
は

一
そ
う
の
小
舟
に
美
し
い
女
性
を
乗
せ
竿
の
先
に

扇
を
挟
み
、へ
さ
き
に
ま
っ
す
ぐ
立
て
た
。（
小
舟
か

ら
は
）
陸
か
ら
五
十
歩
（
約
九
十
メ
ー
ト
ル
）ほ

ど
、手
招
き
し
て
射
て
み
ろ
と
求
め
て
い
る
。（
大
将

で
あ
る
源
）
義
経
は
、「
誰
か
命
中
さ
せ
る
者
は
い

な
い
か
。」と
言
っ
た
。
人
々
は
下
野
の
人
、那
須
宗

高
を
推
薦
し
た
。義
経
は（
宗
高
を
）呼
び
寄
せ
て

命
じ
た
。
宗
高
は
た
だ
一
騎
で
進
み
出
た
。（
源
平

の
）両
軍
は
一
心
に
見
つ
め
た
。宗
高
は
一
矢
を
放

っ
て
、扇
の
要
を
射
ぬ
い
て
断
ち
切
っ
た
。扇
は
ひ
る

が
え
り
な
が
ら（
海
に
）
落
ち
た
。
両
軍
の
人
々
は

（
と
も
に
）大
声
を
上
げ
て
叫
ん
だ
。 

 

Ｂ 

『
平
家
物
語
』  

【
現
代
語
訳
】 

時
は
二
月
十
八
日
、午
後
六
時
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
折
か
ら
北
風
が
激
し
く
吹
い
て
、
岸
を
打
つ
波
も

高
か
っ
た
。
舟
は
、
揺
り
上
げ
ら
れ
揺
り
落
と
さ
れ
上

下
に
漂
っ
て
い
る
の
で
、
竿
頭
の
扇
も
そ
れ
に
つ
れ
て
揺

れ
動
き
、し
ば
ら
く
も
静
止
し
て
い
な
い
。沖
に
は
平
家

が
、海
上
一
面
に
舟
を
並
べ
て
見
物
し
て
い
る
。陸
で
は

源
氏
が
、
馬
の
く
つ
わ
を
連
ね
て
こ
れ
を
見
守
っ
て
い

る
。ど
ち
ら
を
見
て
も
、ま
こ
と
に
晴
れ
が
ま
し
い
情
景

で
あ
る
。与
一
は
目
を
閉
じ
て
、 

「
南
無
八
幡
大
菩
薩
、我
が
故
郷
の
神
々
の
、日
光

の
権
現
、宇
都
宮
大
明
神
、那
須
の
湯
泉
大
明
神
、願

わ
く
は
、あ
の
扇
の
真
ん
中
を
射
さ
せ
た
ま
え
。こ
れ
を

射
損
じ
れ
ば
、
弓
を
折
り
、腹
を
か
き
切
っ
て
、
再
び
人

に
ま
み
え
る
心
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。い
ま
一
度
本
国
へ
帰
そ

う
と
お
ぼ
し
め
さ
れ
る
な
ら
ば
、こ
の
矢
を
外
さ
せ
た

も
う
な
。」 

と
念
じ
な
が
ら
、
目
を
か
っ
と
開
い
て
見
る
と
、う
れ
し

や
風
も
少
し
収
ま
り
、的
の
扇
も
静
ま
っ
て
射
や
す
く

な
っ
て
い
た
。 

与
一
は
、か
ぶ
ら
矢
を
取
っ
て
つ
が
え
、
十
分
に
引
き

絞
っ
て
ひ
ょ
う
と
放
っ
た
。小
兵
と
は
い
い
な
が
ら
、
矢
は

十
二
束
三
伏
で
、
弓
は
強
い
、か
ぶ
ら
矢
は
、
浦
一
帯

に
鳴
り
響
く
ほ
ど
長
い
う
な
り
を
立
て
て
、あ
や
ま
た

ず
扇
の
要
か
ら
一
寸
ほ
ど
離
れ
た
所
を
ひ
い
ふ
っ
と
射

切
っ
た
。か
ぶ
ら
矢
は
飛
ん
で
海
へ
落
ち
、
扇
は
空
へ
と

舞
い
上
が
っ
た
。し
ば
し
の
間
空
に
舞
っ
て
い
た
が
、春
風

に
一
も
み
二
も
み
も
ま
れ
て
、
海
へ
さ
っ
と
散
り
落
ち

た
。夕
日
に
輝
く
白
い
波
の
上
に
、金
の
日
輪
を
描
い
た

真
っ
赤
な
扇
が
漂
っ
て
、
浮
き
つ
沈
み
つ
揺
れ
て
い
る
の

を
、
沖
で
は
平
家
が
、舟
端
を
た
た
い
て
感
嘆
し
、陸
で

は
源
氏
が
、え
び
ら
を
た
た
い
て
は
や
し
立
て
た
。 



     

国
語
科
ワ
ー
ク
シ
ー
ト「
二
つ
の
文
章
の
違
い
は
？
」 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト 

②         

組  

氏
名（                             

） 

【
課
題
】 

漢
文
と
古
文
と
読
み
比
べ
て
、そ
の
違
い
を
ま
と
め
よ
う
。 

① 

交
互
に
音
読
し
て
感
じ
た
こ
と
を
書
こ
う
。 

② 

歴
史
の
教
科
書
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、（
ア
）と（
イ
）の
ど
ち
ら
か
。 

③ 

②
の
理
由
を
、選
ん
で
な
い
も
の
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
書
こ
う
。 

【
ま
と
め
】 

【
発
展
】 

◎
こ
の
学
習
を
通
し
て
、文
章
を
書
く
と
き
に
大
切
な
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
か
？ 

（
ア
） 『
平
家
物
語
』（
古
文
）に
つ
い
て 

（
イ
） 『
日
本
外
史
』（
漢
文
）に
つ
い
て 
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