
91

［実践 2］国語科教育にくずし字や和本はどう関わるか ── 学習指導要領との関連から

S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

加
藤
直
志
（
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
・
高
等
学
校
）

1　

は
じ
め
に

本
章
で
は
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
、
国
語
科
、
特

に
古
典
教
育
に
関
わ
る
指
導
事
項
に
、
く
ず
し
字
や
和
本
の
利
・

活
用
が
ど
う
関
わ
る
の
か
を
論
じ
た
い
と
思
い
ま
す
（
な
お
、
本

章
で
、
単
に
「
指
導
要
領
」
と
す
る
場
合
、「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平

成
29
年
告
示
）」、「
中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
29
年
告
示
）」、「
高
等

学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
30
年
告
示
）」
を
指
し
、
断
り
の
な
い
場
合
、

指
導
事
項
の
引
用
も
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
い
ま
す
）。

指
導
要
領
で
は
、「
知
識
及
び
技
能
」「
思
考
力
・
判
断
力
・
表

現
力
等
」「
学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等
」
を
学
力
の
三
つ
の

柱
と
し
て
い
ま
す
。
次
に
、
国
語
科
の
学
習
内
容
が
、
三
つ
の
柱

の
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
も
確
認
し
て
お
き
ま
す

（「
学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等
」
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
指
導
事
項

に
対
応
す
る
形
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
）。

〔
知
識
及
び
技
能
〕

（
1
）　

言
葉
の
特
徴
や
使
い
方
に
関
す
る
事
項

（
2
）　

情
報
の
扱
い
方
に
関
す
る
事
項

（
3
）　

我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項 

〔
思
考
力
，
判
断
力
，
表
現
力
等
〕

Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

Ｂ
書
く
こ
と

Ｃ
読
む
こ
と 1
＊

こ
れ
ら
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
古
典
」
は
、
主
と
し
て
「〔
知

識
及
び
技
能
〕」の「（
3
）　

我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」

の
中
の
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
や
「
言
葉
の
由
来
や
変
化
」
と

い
う
学
習
内
容
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

実
践
2

国
語
科
教
育
に
く
ず
し
字
や

和
本
は
ど
う
関
わ
る
か

│
│
学
習
指
導
要
領
と
の
関
連
か
ら
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［資料 1］
文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説　国語編　平成 29年 7月』（東洋館出版社、2018 年）
第 2章　国語科の目標及び内容　26頁

第 1学年及び第 2学年 第 3学年及び第 4学年 第 5学年及び第 6学年

伝
統
的
な
言
語
文
化

ア　昔話や神話・伝承などの
読み聞かせを聞くなどして，
我が国の伝統的な言語文化に
親しむこと。
イ　長く親しまれている言葉
遊びを通して，言葉の豊かさ
に気付くこと。

ア　易しい文語調の短歌や俳
句を音読したり暗唱したりす
るなどして，言葉の響きやリ
ズムに親しむこと。
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。

ア　親しみやすい古文や漢
文，近代以降の文語調の文章
を音読するなどして，言葉の
響きやリズムに親しむこと。
イ　古典について解説した文
章を読んだり作品の内容の大
体を知ったりすることを通し
て，昔の人のものの見方や感
じ方を知ること。

言
葉
の
由
来
や
変
化

ウ　漢字が，へんやつくりな
どから構成されていることに
ついて理解すること。

ウ　語句の由来などに関心を
もつとともに，時間の経過に
よる言葉の変化や世代による
言葉の違いに気付き，共通語
と方言との違いを理解するこ
と。また，仮名及び漢字の由
来，特質などについて理解す
ること。

2　

小
学
校
に
お
け
る
古
典
教
育
と
く
ず
し
字
・
和
本

小
学
校
の
指
導
要
領
に
お
い
て
、
古
典
に
関
わ
る
学
習
目
標
・

内
容
は
﹇
資
料
1
﹈
の
通
り
で
あ
り
、伝
統
的
な
言
語
文
化
に
「
親

し
む
」
こ
と
が
、
す
べ
て
の
学
年
で
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
く
ず
し
字
に
関
わ
る
と
こ
ろ
と
し
て
は
、
五
・
六
年
生
の
「
言

葉
の
由
来
や
変
化
」
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る

小
学
校
の
教
科
書
を
見
る
と
、
四
社
す
べ
て
が
、
万ま
ん

葉よ
う

仮が

名な

か
ら

く
ず
し
字
へ
と
い
っ
た
、
文
字
の
変
遷
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
ま

す
。
く
ず
し
字
で
書
か
れ
た
う
な
ぎ
屋
や
そ
ば
屋
の
看
板
の
写
真

を
掲
載
し
て
い
る
教
科
書
、
く
ず
し
字
と
現
代
の
ひ
ら
が
な
と
の

簡
略
な
対
応
表
を
掲
載
し
て
い
る
教
科
書
も
あ
り
、
義
務
教
育
の

学
習
内
容
に
く
ず
し
字
に
触
れ
る
単
元
が
加
わ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

く
ず
し
字
を
紹
介
す
る
単
元
と
、
本
書
所
収
の
く
ず
し
字
教
材

を
関
連
付
け
て
扱
う
と
い
っ
た
方
法
な
ど
で
、
古
典
学
習
の
出
発

点
に
立
っ
た
ば
か
り
の
小
学
生
に
「
古
典
は
面
白
そ
う
だ
」
と
い

う
印
象
を
持
っ
て
も
ら
え
る
と
理
想
的
で
す
。

3　

中
学
校
に
お
け
る
古
典
教
育
と
く
ず
し
字
・
和
本

中
学
校
に
お
い
て
も
、
古
典
に
関
わ
る
学
習
目
標
・
内
容
を
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［実践 2］国語科教育にくずし字や和本はどう関わるか ── 学習指導要領との関連から

S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

転
載
し
て
お
き
ま
す
﹇
資
料
2
﹈。
教
科
書
に
は
、『
竹た
け

取と
り

物も
の

語が
た
り』

『
枕ま
く
ら
の
そ
う
し

草
子
』『
平へ
い

家け

物も
の

語が
た
り』『
徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

』『
奥お
く

の
細ほ
そ

道み
ち

』
な
ど
の
定
番

教
材
が
並
ん
で
い
ま
す
。
小
学
校
で
登
場
し
た
く
ず
し
字
を
紹
介

す
る
単
元
こ
そ
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
三
年
間
を
通
し
て
、
古
典

に
親
し
む
指
導
が
求
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の

古
典
に
つ
い
て
知
る
こ
と
な
ど
も
指
導
事
項
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
点
で
、
く
ず
し
字
や
和
本
に
触
れ
る
機
会
を
作
る
こ
と
は
、

指
導
要
領
の
ね
ら
い
に
合
致
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

ま
た
、
書
写
の
指
導
事
項
の
中
に
「
身
の
回
り
の
多
様
な
表
現

を
通
し
て
文
字
文
化
の
豊
か
さ
に
触
れ
，
効
果
的
に
文
字
を
書
く

こ
と
。」（
第
三
学
年
・
エ
・（
ア
））
と
あ
り
、「
読
む
」
学
習
を
中

心
と
す
る
古
典
の
授
業
に
加
え
、「
書
く
」
技
能
を
中
心
と
す
る

書
写
の
授
業
に
お
い
て
も
、「
多
様
な
表
現
」
の
一
つ
と
し
て
く

ず
し
字
を
紹
介
し
、
自
分
の
氏
名
を
く
ず
し
字
で
書
い
て
み
た
り
、

身
の
回
り
で
見
つ
け
た
く
ず
し
字
を
書
写
し
て
み
た
り
す
る
の
も
、

文
字
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る
の
に
有
効
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

［資料 2］
文部科学省『中学校学習指導要領（平成 29年告示）解説　国語編　平成 29年 7月』（東洋館出版社、2018 年）
第 2章　国語科の目標及び内容　25・26 頁

第 1学年 第 2学年 第 3学年

伝
統
的
な
言
語
文
化

ア　音読に必要な文語のきま
りや訓読の仕方を知り，古文
や漢文を音読し，古典特有の
リズムを通して，古典の世界
に親しむこと。
イ　古典には様々な種類の作
品があることを知ること。

ア　作品の特徴を生かして朗
読するなどして，古典の世界
に親しむこと。
イ　現代語訳や語注などを手
掛かりに作品を読むことを通
して，古典に表れたものの見
方や考え方を知ること。

ア　歴史的背景などに注意し
て古典を読むことを通して，
その世界に親しむこと。
イ　長く親しまれている言葉
や古典の一節を引用するなど
して使うこと。

言
葉
の
由
来
や
変
化

ウ　共通語と方言の果たす役
割について理解すること。

ウ　時間の経過による言葉の
変化や世代による言葉の違い
について理解すること。
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4　

高
等
学
校
に
お
け
る
古
典
教
育
と
く
ず
し
字
・
和
本

二
〇
二
二
年
度
か
ら
は
、高
校
で
も
学
年
進
行
で
、新
科
目
（「
言

語
文
化
」「
現
代
の
国
語
」「
論
理
国
語
」「
文
学
国
語
」「
国
語
表
現
」「
古

典
探
究
」）
で
の
授
業
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
古
典
を
扱
う
科
目
と

し
て
は
、
必
履
修
科
目
「
言
語
文
化
」
と
、
選
択
科
目
「
古
典
探

究
」
が
そ
の
中
心
と
な
り
ま
す
（「
論
理
国
語
」「
文
学
国
語
」
で
も

扱
う
こ
と
は
で
き
ま
す
）。

「
言
語
文
化
」
に
も
、「
古
典
の
世
界
に
親
し
む
」（
我
が
国
の
言

語
文
化
に
関
す
る
事
項
の
イ
・
ウ
）
と
い
う
指
導
事
項
が
あ
り
ま
す
し
、

「
古
典
探
究
」
で
は
、「
先
人
の
も
の
の
見
方
，
感
じ
方
，
考
え
方

に
親
し
み
，」（
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
の
エ
）
と
も
あ
り
、

古
典
に
親
し
み
な
が
ら
、
先
人
の
残
し
た
文
化
遺
産
へ
の
理
解
を

深
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
く
ず
し
字
と
の
関

連
で
は
、「
言
語
文
化
」
の
中
の
「
時
間
の
経
過
や
地
域
の
文
化

的
特
徴
な
ど
に
よ
る
文
字
や
言
葉
の
変
化
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
，

古
典
の
言
葉
と
現
代
の
言
葉
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
理
解
す
る

こ
と
。」（
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
の
エ
）
と
い
う
指
導
事

項
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
こ
の
「
文
字
（
中
略
）
の
変
化
」
に
つ
い
て
、

指
導
要
領
解
説
に
は
、

時
間
の
経
過
に
よ
る
文
字
の
変
化
に
つ
い
て
は
，
ま
ず
中
国

か
ら
借
り
て
き
た
漢
字
の
み
を
用
い
て
書
く
こ
と
か
ら
始
ま

り
，
や
が
て
漢
字
を
省
略
し
た
り
崩
し
た
り
し
た
片
仮
名
，

平
仮
名
を
漢
字
と
と
も
に
組
み
合
わ
せ
て
用
い
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
文
字
だ
け
に
限
ら
ず
，
語
彙
や
文
体

に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た 2
＊

。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
く
ず
し
字
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
を
推
奨
し
て

い
る
と
も
言
え
ま
す
。
実
際
に
、
高
校
の
「
言
語
文
化
」
の
教
科

書
に
お
い
て
も
、
く
ず
し
字
に
つ
い
て
紹
介
す
る
ペ
ー
ジ
を
設
け

る
も
の
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　5　

お
わ
り
に

現
行
の
指
導
要
領
の
施
行
に
よ
り
、
小
学
校
の
す
べ
て
と
高
校

の
一
部
の
教
科
書
に
お
い
て
、
く
ず
し
字
を
紹
介
す
る
ペ
ー
ジ
が

含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
義
務
教
育
に
お
い
て
全
員

が
学
ぶ
内
容
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
で

し
ょ
う
。
ま
た
、
本
書
の
各
所
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
く

ず
し
字
や
和
本
は
、
古
典
へ
の
興
味
関
心
を
喚
起
す
る
力
を
秘
め

て
お
り
、
小
・
中
・
高
校
を
通
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
、「
古
典
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［実践 2］国語科教育にくずし字や和本はどう関わるか ── 学習指導要領との関連から

S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

に
親
し
む
」
と
い
う
指
導
事
項
に
も
益
す
る
も
の
で
す
。

博
物
館
や
美
術
館
で
、
和
本
を
目
に
し
て
も
、
現
状
の
高
校
ま

で
の
教
育
で
は
、
ほ
と
ん
ど
読
め
な
い
の
が
一
般
的
で
し
ょ
う
。

教
科
書
や
出
前
授
業
な
ど
で
く
ず
し
字
に
少
し
触
れ
た
だ
け
で
、

そ
れ
ら
を
読
み
解
け
る
よ
う
に
な
る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
た
と
え
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
、
実
物
を
見
て
読
め
る

字
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
片
言
の
あ
い
さ
つ
だ
け
で
も
、

通
訳
な
し
で
外
国
人
と
意
思
疎
通
が
で
き
た
時
の
、
世
界
が
広
が

る
よ
う
な
う
れ
し
さ
に
似
た
喜
び
を
感
じ
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

注＊
1　

文
部
科
学
省
『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
29
年
告
示
）
解
説　

国
語
編　

平
成
29
年
7
月
』（
東
洋
館
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
、
第
1
章　

総
説
、
七
頁
）。

＊
2　

文
部
科
学
省
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
30
年
告
示
）
解
説　

国
語
編　

平
成
30
年
7
月
』（
東
洋
館
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
、
第
2
章　

国
語
科
の
各
科
目
、
一
二
〇
頁
）。
な
お
、
引
用
文
中
の
ゴ
シ
ッ
ク
体
は

原
文
の
ま
ま
で
す
。

※
本
章
の
初
出
は
、加
藤
直
志「
国
語
科
に
お
け
る
古
典
教
育
の
現
状
と
課
題
」

（『
同
志
社
国
文
学
』
第
九
四
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）
で
す
。

illustration 藤咲豆子


