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第２５回 公開教育研究会 国語科学習指導案 資料

お茶の水女子大学附属高等学校 国語科 畠山 俊

科 目 名 国語総合（１年次）

教科書『国語総合 古典編』東京書籍 平成二十八年三月十日検定済

教科書は今年度使用のもの。ただし、授業内容は新学習指導要領に即して

デザインした。

単 元 名 季節を独自の感覚で捉え、短文を書いてみよう。

育成する資質・能力 作品の内容や解釈を踏まえ、自分のものの見方、感じ方、考え方を

深め、我が国の言語文化について自分の考えを持つこと。

【読むこと オ】

単元の目標

具体的な評価規準

使用教材：『枕草子』「五月ばかりなどに山里に歩く」

本単元における言語活動

作品の内容や形式について、批評したり討論したりする活動【読むこと イ】

＊２年次に学習予定の『古典探究』には言語活動例として

古典を読み、その語彙や表現の技法などを参考にして、和歌や俳諧、漢詩を創作した

り、体験したことや感じたことを文語で書いたりする活動【思考力、判断力、表現力

等 ウ】

とある。言語活動としてはそれを先取りする意味もあるが、型にはめることにより難易

度を下げて、１年次で活動できるものとなるよう配慮した。

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

古典の世界に親しむ

ために、作品や文章の

歴史的・文化的背景な

どを理解することが

できる。

【我が国の言語文化

に関する事項 イ】

作品の内容や解釈を踏まえ、

自分のものの見方、感じ方、

考え方を深め、我が国の言語

文化について自分の考えを持

つことができる。

【読むこと オ】

古典の世界に親しむために、作

者の感じ方について理解を深

め、自分のものの見方、感じ方を

見直そうとする。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

古典の世界に親しむ

ために、文章の文化的

背景などを理解して

いる。

作品の内容や解釈を踏まえ、

自分のものの見方、感じ方を

見直し、ものごとの捉え方を

広げている。

古典の世界に親しみ、自分のも

のの見方、感じ方を見直し、新た

な表現の可能性を追求しようと

している。
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「五月ばかりなどに山里に歩く」の学習指導案（全４時間）

授業内容の概要

本文を正確に読解し、書かれている対象を自分に引き付けて捉え、自分のものごとの捉え

方を見直したうえでオリジナル作品を創作する。

第

一

次

評価規準 評価方法

古典の世界に親しむために、正確な現代語訳

をし、そのうえで文章の文化的背景などを理

解している。【知識・技能】

作品の内容や解釈を踏まえ、自分のものの見

方、感じ方を見直し、ものごとの捉え方を広げ

ている。【思考・判断・表現】

・部分訳の口頭発表

・参考論文の読み取りをもとにした

現代語訳の記述の確認

・グループワークの成果発表

・作者の感性の働き方についての口

頭発表

１

時

間

目

この時間の目標 主な学習活動 指導上の留意点

・前半を正確に現代語

訳する

・和歌を下敷きにした

表現を理解する

・場面を理解する

・現代語訳する

・「草葉も……」の一文

を引き歌と比べながら

理解する

・「五月」の季節感、「山里」の意

味を考えさせる

・「歩く」「つれなし」などの

古語の意味を正確に捉えさせる

・「草葉も……」の一文の構造を

正確に理解させる

・参考論文を読ませる

２

時

間

目

・後半を正確に現代語

訳する

・グループワークによ

り助詞「の」の用法に習

熟する。

・表現技法や感覚の働

かせ方を理解する

・現代語訳する

・グループワークによ

り助詞「の」の用法に習

熟する

・時節と場所の関わり

を考える

・作者の感性の働き方

を理解する

・現代語訳は配布プリントも参

照させる。

・グループワークを取り入れ、助

詞「の」の用法に習熟させる

・一例ずつ用法を確認し、解説し

たものを理解させる

・時節と場所がふさわしい組み

合わせになっていることを捉え

させる

・それぞれの場面がどのような

感覚をもとに描写されているか

を考えさせる

・時間があれば、自分なりのふさ

わしい時節と場所の組み合わせ

を考えさせる
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第

二

次

評価規準 評価方法

作品の内容や解釈を踏まえ、自分のものの

見方、感じ方を見直し、ものごとの捉え方

を広げている。【思考・判断・表現】

古典の世界に親しみ、自分のものの見方、

感じ方を見直し、新たな表現の可能性を追

求している。【主体的に学習に取り組む態

度】

・記述された作品

・生徒同士の批評

・話し合いへの参加のしかた（観察）

・自作を、最優秀作を参考に改良して

いるかを記述で確認

３

時

間

目

この時間の目標 主な学習活動 指導上の留意点

・古文作文を行

う

・既習の語彙や

助動詞等を適切

に運用する

・作成した作品

の評価を行う

・他者の作品を

評価する

・定型に則った古文作文を書く

・ペアで発表し、どちらがよい

かを話し合う

・４人グループで良かった２人

が発表し、どちらがよいかを話

し合う

・８人グループで同様の作業を

行う

・「〇月ばかりなどに✕✕に

歩く」を定型とする

・既習古語や既習文法事項を

そのまま使ってもよい

・どのような点がよかったの

かはっきりさせる

・選ばれた人の作文をグルー

プで改良する

４

時

間

目

・最優秀作を選

ぶ

・自分の作品を

改良する

・プリントで配布された作品か

ら最優秀作を選ぶ

・投票、集計する

・最優秀作を決定し、作者はコ

メントする

・最優秀作を参考にしながら、

自分の作品を改良する

・８人グループで選ばれたも

のを１枚のプリントにまとめ

る

・作者名を伏せて提示する
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資 料 ３

『 枕 草 子 』

「 五 月 ば か り な ど に 山 里 に 歩 く 」

〇 現 代 語 訳

五 月 の 頃 な ど に 山 里 を （ 牛 車 で ） 散 策 す る の は 、 と て も 気 持 ち が い い 。 草 の 葉 も 水 も 一 面

に た い そ う 青 々 と し て 見 え て い る と こ ろ に 、 表 面 は ふ つ う に 、 草 が 生 い 茂 っ て い る と し か 見

え な い と こ ろ を 、 ず っ と 、 ま っ す ぐ に 進 ん で 行 く と 、 下 に は な ん と も 言 え ず き れ い な 水 が 、

深 く は な い け れ ど も （ あ り ） 、 供 人 が 歩 く に つ れ て 、 （ そ の 水 が ） 跳 ね 上 が っ た の は 、 と て も

感 動 的 だ 。

（ 通 り 道 の ） 左 右 に あ る 垣 根 に あ る 、 何 か の 枝 な ど が 、 車 の 部 屋 な ど の 中 に さ っ と 入 っ て

来 る の を 、 急 い で 手 に 取 っ て 折 ろ う と す る う ち に 、 ぱ っ と 通 り 過 ぎ て は ず れ て 行 っ て し ま う

の は 、 た い へ ん 残 念 だ 。 蓬 で 、 車 輪 に 押 し つ ぶ さ れ た も の が 、 車 輪 が 回 る に つ れ て 、 （ 近 く

に 来 て ） さ っ と に お う の も な か な か 粋 だ 。

〇 用 言

歩 く カ 四 体 を か し シ ク 終 青 く ク 用 見 え わ た り ラ 四 用

つ れ な く ク 用 生 ひ 茂 り ラ 四 用 行 け カ 四 已 な ら ラ 四 未 深 く ク 用

あ ら ラ 変 未 歩 む マ 四 体 走 り 上 が り ラ 四 用 を か し シ ク 終

あ る ラ 変 体 あ る ラ 変 体 さ し 入 る ラ 四 体 急 ぎ ガ 四 用

と ら へ ハ 下 二 用 折 ら ラ 四 未 す る サ 変 体 過 ぎ ガ 上 二 用

は づ れ ラ 下 二 用 口 惜 し け れ シ ク 已 押 し ひ し が ラ 四 未 回 り ラ 四 用

近 う ク 用 （ ウ 音 便 ） う ち か か り ラ 四 用 を か し シ ク 終

〇 助 動 詞

た る 存 体 た る 存 体 ざ り 打 用 け る 過 体 ね 打 已 た る 完 体

む 意 終 た る 完 体 れ 受 用 た り 完 用 け る 過 体 た る 完 体

た る 存 体

参 考 『 桃 尻 語 訳 枕 草 子 下 』 橋 本 治 河 出 書 房 新 社 一 九 八 七 年

五 月 ぐ ら い な ん か に 山 里 を ド ラ イ ブ す る の 、 す っ ご い 素 敵 。 草 の 葉 も 水 も ず っ と 青 く 見 え

続 け て る ん だ け ど 、 表 面 は な ん て こ と な く 草 が 生 い 茂 っ て る の を ぞ ろ ぞ ろ と 一 列 に 並 ん で

行 く と さ 、 下 は ― ― ど っ こ い 問 屋 が 卸 さ な い ― ― 水 で さ 、 深 く は な い ん だ け ど 、 人 間 な ん か

が 歩 い て く と 跳 ね 上 が っ て 来 る の 、 す っ ご い 素 敵 よ 。

左 右 に あ る 垣 根 に 生 え て い る 木 の 枝 な ん か が 、 牛 車

く る ま

の 車 体

ボ デ ィ

な ん か に 入 っ て 来 る の を 慌 て

て つ か ま え て 折 ろ う と す る 時 に 、 す っ と 通 り 過 ぎ て 逃 げ て っ ち ゃ う っ て い う の が さ 、 ホ ン ト 、

す っ ご い く や し い の よ ね 。

蓬 が 車 に 押 し つ ぶ さ れ ち ゃ っ て た の が 、 車 輪 が 回 っ て く う ち に 近 く に 引 っ か か る っ て い

う の も 、 素 敵 よ ね 。
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資 料 ４

『 枕 草 子 』 「 五 月 ば か り な ど に 山 里 に 歩 く 」 言 語 活 動 古 文 作 文

１ 年 組 番 氏 名

・ 「 〇 〇 月 ば か り な ど に ✕ ✕ に 歩 く 」 を 冒 頭 の 一 文 に し て 、 百 字 程 度 以 内 で 、 自 由 に 作 文 し な さ い 。 な

お 。 作 文 は 古 語 で 行 う も の と す る が 、 既 習 の フ レ ー ズ や 文 法 事 項 を 応 用 し て 使 っ て も 構 わ な い 。

・ ペ ア を 作 り 、 完 成 し た 作 文 を 交 換 の う え 読 み 合 い 、 よ く で き て い る と 考 え ら れ る ほ う を 選 ぶ 。

さ ん

・ ペ ア ２ 組 で ４ 人 組 を 作 り 、 「 よ く で き て い 」 た ２ 人 が 発 表 し 、 ど ち ら の も の が よ い か 選 ぶ 。

さ ん

・ ４ 人 組 を ２ 組 合 体 し 、 ８ 人 組 を 作 り 、 ４ 人 組 の 中 で 選 ば れ た ２ 人 が 作 文 を 発 表 す る 。 よ く で き て い

る と 考 え ら れ る ほ う を 選 ぶ 。

さ ん

・ 選 ば れ た 古 文 作 文 を ８ 人 で ブ ラ ッ シ ュ ア ッ プ す る 。 選 ば れ た 人 の を 書 き 換 え る 。

・ 最 初 に 作 っ た 自 分 の 作 品 を 改 良 し て み よ う 。
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資 料 ５

古 文 作 文 十 二 か 月

〇 一 月 ば か り な ど に 上 野 に 歩 く 、 い と を か し 。 枝 や 葉 の う へ に 雪 の の る 様 い と う つ く し 。 雪 が つ も り て 、 日 の

あ た り た る は 、 玉 を ま く が ご と く 輝 き け る 。 寒 椿 か ら は 華 や か に 香 り 立 ち の ぼ り て い る 。

〇 二 月 ば か り な ど に 家 路 に 歩 く 。 い ま だ い と 寒 く 、 道 行 く 人 、 手 、 息 で あ た た め る 、 い と を か し 。 庭 の 桜 い と

お も し ろ く 咲 き 始 め た り 。 す こ し ば か り 行 き け れ ば 向 か ふ よ り 赤 茶 の 動 物 来 た り 。 あ や し が り て 寄 り て 見 る に

そ の 動 物 こ そ 柴 犬 な り け れ 。 名 を ば き ら ら と 言 ひ け る 。 い と う つ く し う て ゐ た り 。

〇 三 月 ば か り な ど に 土 手 に 歩 く 。 草 葉 も 気 も 渇 き た る 土 手 を 歩 く と 、 風 よ り 梅 の 香 が に ほ ふ 、 い と を か し 。 な

ほ 歩 き て 、 か た は ら に ふ き の と う を 見 付 き て 、 幾 つ か 摘 ん で み る 。 さ て ま た 、 如 何 料 理 す べ き か と 考 え な が ら

歩 く も 、 い と を か し 。

〇 三 月 ば か り な ど に 山 里 に 歩 く 、 い と を か し 。 車 の 中 に 桜 の 花 び ら の 入 り た る を 取 ら む と す る に 指 の 間 を す り

ぬ け た る 、 い と を か し 。 車 の 外 に 頭 の み 出 し 、 春 の 風 を あ び た る も よ し 。 目 に 何 か 入 っ て く る は わ ろ し 。

◎ 四 月 ば か り な ど に 竹 藪 に 歩 く 。 筍 と 竹 斑 で 、 短 き 時 に い と よ く 育 つ と な つ か し 。 未 だ 鶯 鳴 き け り 。 筍 を 狩 り 、

や が て 下 山 す る に 、 筍 蒸 し 、 塩 を か け て す な は ち 食 ら ふ 。 山 の 香 と 海 の 香 が 交 ぢ り 、 す ず ろ に 物 悲 し 。 ふ と 、

米 を 見 つ け て 、 食 は ん と す れ ば 、 舌 和 む 。

〇 卯 月 ば か り に 奥 州 に 歩 く 、 い と を か し 。 奥 州 が 町 、 古 く か ら の 団 子 な ど の 食 べ 物 や 侍 の 剣 、 残 れ ば お も し ろ

し 。 ま た 空 澄 み 切 っ て 北 上 川 が い と 強 く 、 大 き く 流 れ 、 広 大 な る 空 と 川 が つ い て 見 ゆ る 、 い と を か し 。 金 な ど

多 し も を か し 。 行 く 途 中 、 旧 衣 川 舘 を 通 過 す 。 衣 川 館 と 言 へ ば 源 義 経 が 約 千 年 前 の 卯 月 に 失 せ ぬ 所 な り 。 彼 が

臣 の 戦 い や う 、 よ く 考 え る う ち に 満 月 昇 り ぬ 。

〇 五 月 ば か り に 雨 降 る 町 に 歩 く 、 い と を か し 。 猫 も 鳥 も 少 な く 、 五 月 雨 の 響 き わ た り た る 、 い と を か し 。 草 木

や 道 の い と 艶 め き た る に 、 下 は 波 立 つ 水 の 、 深 く は あ ら ね ど 、 歩 む に 、 足 に 浸 む 、 い と 楽 し げ な り 。

〇 六 月 ば か り な ど に 浜 辺 に 歩 く 。 日 の 光 、 水 に う つ り 、 輝 く さ ま い と を か し 。 子 ど も ら の 楽 し げ に 遊 ぶ 声 、 聞

こ ゆ れ ば 夏 来 た る こ と 感 じ 、 い と 楽 し く 覚 ゆ 。 ま た 、 昔 覚 ゆ れ て あ は れ な り 。

〇 七 月 ば か り な ど に 山 に 歩 く 、 い と わ ろ し 。 こ と さ ら に 暑 き 日 に 山 に 登 り た る は 、 い と い み じ げ な り 。 と ま れ

か う ま れ 、 山 の 散 策 地 図 、 疾 く 破 り て む 。

◎ 八 月 ば か り な ど に 廊 下 に 歩 く 、 お ろ か な り 。 暑 き 日 、 廊 下 を 歩 き け れ ば 、 中 央 に 黒 き も の あ り け り 。 あ や し

が り て 、 寄 り て 見 る に 、 ご き ぶ り な り 。 よ く 見 れ ば 、 二 寸 な る ご き ぶ り 、 瞳 が つ ぶ ら な り 。

〇 長 月 ば か り な ど に 我 が 庭 に 歩 く 。 暑 さ 過 ぎ 、 や う や う 涼 し く な り ゆ く 外 、 蚊 な ど の 煩 わ し き 虫 少 な く な り に

け る 、 い と こ こ ち よ し 。 上 、 ふ と 仰 ぎ 見 れ ば 台 風 過 ぎ 、 空 青 く 広 が り た る に 雨 染 み て 、 え な ら ざ り け る 地 の 空

色 映 り て 、 い と 青 く 見 え わ た り た る 、 い と を か し 。

〇 九 月 ば か り な ど に 闇 夜 に 歩 く 、 い と を か し 。 風 は せ う せ う 寒 く 、 上 は い と 大 き 月 が き ら め き 、 足 下 は 闇 深 く 、

遠 方 で は か す か な る こ お ろ ぎ の 鳴 き 声 が 聞 こ ゆ 。 夏 暮 れ て の ち 秋 に な り 。 杪 夏 を 感 ず 。 孤 独 の 淋 し さ も ま た あ

は れ な り 。

〇 十 月 ば か り な ど に お 茶 大 構 内 に 歩 く 、 い と お も し ろ し 。 黄 金 に 色 づ き し 葉 、 数 多 あ り 。 金 木 犀 の 花 い と 甘 く

薫 り に け り 。 上 を 見 れ ば 銀 杏 の 葉 、 す こ し 風 に 吹 か れ て 散 り に け る 。 小 径 を 長 々 と 縦 さ ま に 行 こ う と す れ ば 、

沓 の 下 に 押 し ひ し が り た り け る も の あ り 。 見 れ ば 、 橙 色 の 実 あ り 。 美 味 な れ ど 沓 の 下 で 匂 う 様 は わ ろ し 。

〇 十 一 月 ば か り な ど に 田 舎 道 に 歩 く 。 朝 日 の 昇 る を 見 て 、 日 の 光 、 全 面 に 浴 び る は い と 心 地 ゆ き け れ 。 ま た は

き つ る 息 が 白 く な り て 光 が ぼ や け る も い と を か し 。 畑 の 上 を 歩 き て か が や き た る 霜 柱 を 踏 み た る に 霜 柱 の 音 し

つ る は い と を か し 。 踏 み け る も 音 せ ざ る は い と 口 惜 し 。

〇 十 一 月 ば か り に 紅 葉 の 中 を 歩 く 。 赤 、 黄 、 鮮 や か な る 葉 、 風 に 吹 か れ て 舞 い 散 る 。 そ の 中 の 一 枚 、 池 に 落 ち

て 波 紋 作 り 、 そ れ 繰 り 返 す の ち 、 池 い と 赤 く 異 様 に な る 。 そ の 様 、 い と 美 し け れ ば 、 見 ほ れ る 。

◎ 十 二 月 ば か り な ど に 表 参 道 を 歩 く 。 い と 美 し き 色 と り ど り の 行 灯

イ ル ミ ネ ー シ ョ ン

と 数 多

あ ま た

の 妹 背

カ ッ プ ル

見 え わ た り た る に 、 我 は

た だ 一 人 、 心 凄 し 。 か し か む 手 を 温 め て く れ る 人 は な し 。

〇 十 二 月 ば か り な ど に 雪 原 に 歩 く 、 い と あ や し 。 白 き 深 雪 の 草 原 を 覆 う 様 は 一 度 も 筆 入 れ ぬ 半 紙 の ご と し 。 そ

こ に 足 を 踏 み 入 れ ば 己 の 足 の 型 が つ く こ そ を か し け れ 。 少 し 手 に 取 り て よ く 見 け れ ば 光 を 映 し て 輝 き け る の で

思 は ず 口 に 感 嘆 出 け り 。
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資 料 ６

古 文 作 文 蘭 組 「 〇 月 ば か り な ど に ✕ ✕ に 歩 く 、 ～ 」

１ 八 月 ば か り な ど に 京 に 歩 く 、 い と 暑 し 。 さ れ ど 、 夏 の 京 に も 涼 し さ を 感 じ ら れ る 所 あ り 。

秋 に は 清 げ に 紅 葉 す る も み じ の 葉 も 夏 は 青 々 と し た り 。

鮮 や か な 色 を し た 平 等 院 と 、 後 ろ に 見 ゆ る 対 照 的 な 色 の も み じ の 葉 の 景 色 は 八 月 の 京 な

ら で は の 景 色 な り 。

２ 八 月 ば か り な ど に 廊 下 に 歩 く 、 お ろ か な り 。

暑 き 日 、 廊 下 を 歩 き け れ ば 、 中 央 に 黒 き も の あ り け り 。 あ や し が り て 、 寄 り て 見 る に 、 ご

き ぶ り な り 。 よ く 見 れ ば 、 二 寸 な る ご き ぶ り 、 瞳 が つ ぶ ら な り 。

３ 師 走 ば か り に 山 里 に 歩 く 、 い と を か し 。 草 葉 の 雪 を 被 く を 見 れ ば 、 冬 の 訪 来 を 感 ず 。 白 き 地 を 踏 み 跡 を 残 す

音 や 、 快 き 跡 を 並 べ 憎 き 人 の 顔 を 描 く 。 心 の ま ま に 踏 み 荒 し て 、 笑 み を 浮 か べ し 。 あ は れ な り 。 い と 寒 し 。

帰 り て 雪 見 大 福 食 は ん 。

４ 十 二 月 ば か り な ど の あ け ぼ の に 学 校 に 歩 く 、 い と あ し 。 空 気 も 空 も い と 寒 く 、 た だ 息 だ け が 白 く 広 が り た る 。

せ っ か く 憂 き 思 ひ し 布 団 よ り い で し に 、 外 に い づ と も 少 し 進 め ば 精 一 杯 な り 。 げ に 、 寒 き 冬 ほ ど 悪 し き も の

は あ ら ず 。 た だ 、 澄 み し 空 気 を 通 し て 見 る 朝 日 ば か り は 少 し 恋 し き 。

５ 十 二 月 ば か り な ど に 学 校 に 歩 く 、 い と だ る し 。 学 生 も 師 も い と け だ る く 見 え わ た り た る に 、 冷 気 た ま り た る

を 、 長 々 と 授 業 受 け に け れ ば 、 師 の え な ら ざ り け る 顔 の 、 青 白 く あ り た る が 、 学 生 な ど の 学 び に 、 眠 気 を も

よ お し た る 、 い と つ ら し 。 左 右 に あ る 窓 よ り さ し 入 り た る ぎ ん な ん の 香 り が 眠 気 ざ ま し に い と よ ろ し 。 木 枯

ら し に 吹 か れ し も の が 他 所 人 の 頭 に 落 ち る を 見 た る は い と を か し 。

古 文 作 文 菊 組 「 〇 月 ば か り な ど に ✕ ✕ に 歩 く 、 ～ 」

１ 三 月 ば か り な ど に 畑 に 歩 く 、 い と を か し 。 春 立 ち て 雪 は 雨 に 変 は れ り 。 水 玉 の 降 り て 、 傘 に あ た る 音 を 聞 く 。

寒 き に 身 を 縮 め 、 上 を 見 れ ば 、 鳥 の う ら ら か に 飛 び た る 、 い と を か し 。 下 を 見 れ ば 、 草 の 芽 の す こ し 出 で た る 、

う つ く し 。 命 、 春 め く を 待 つ 気 色 な り 。

２ 四 月 ば か り な ど に 竹 藪 に 歩 く 。 筍 と 竹 斑 で 、 短 き 時 に い と よ く 育 つ と な つ か し 。 未 だ 鶯 鳴 き け り 。 筍 を 狩 り 、

や が て 下 山 す る に 、 筍 蒸 し 、 塩 を か け て す な は ち 食 ら ふ 。 山 の 香 と 海 の 香 が 交 ぢ り 、 す ず ろ に 物 悲 し 。 ふ と 、

米 を 見 つ け て 、 食 は ん と す れ ば 、 舌 和 む 。

３ 四 月 ば か り な ど に 目 黒 川 に 歩 く 、 い と を か し 。 川 の 青 、 人 の 衣 服 だ に 桃 色 に 色 づ き た る 、 い と を か し 。 桜 咲

け ど も ま だ 頬 を 撫 づ る 風 は 寒 し 。 頬 を 撫 づ る 風 や さ し け れ ば 、 花 び ら 、 い と を か し 。

４ 六 月 ば か り な ど に 山 の 小 道 に 歩 く 、 い と を か し 。 空 を 見 上 ぐ と 木 の 葉 の 間 よ り 日 差 し を 心 地 、 思 は ず 目 を 細

む 。 耳 を 澄 ま す と 、 蝉 の 鳴 き 声 や 風 に 木 の 葉 の 揺 れ た る 音 の き こ ゆ れ ど 、 い と を か し 。 目 の 前 の 景 色 が さ ほ ど

う つ ろ は ぬ は 徒 然 な れ ど 、 あ る に 視 界 開 け 、 日 の 光 が 全 身 に 降 り 注 が む 感 覚 も を か し 。

５ 十 二 月 ば か り な ど に 夜 道 に 歩 く 。 マ ス ク は あ れ ど 、 酉 の 刻 か ら 亥 の 刻 ば か り の 外 の に ほ ひ 、 鼻 に 寒 き 気 を ま

と は し 、 枯 れ 葉 の 薫 り を 我 の 元 に 運 び こ む 、 い と を か し 。 年 ご ろ 、 マ ス ク あ り て 、 口 惜 し 。 車 に 乗 り て 窓 を 開

け た り す る も を か し 。
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古 文 作 文 梅 組 「 〇 月 ば か り な ど に ✕ ✕ に 歩 く 、 ～ 」

１ 一 月 ば か り な ど に 冬 の 小 道 に 歩 く 、 い と を か し 。

足 元 を 見 れ ば 、 犬 の 小 さ き 足 形 の 向 か ふ へ 続 き た り 。 い と ら う た し 。 暗 き 黒 き 夜 に 月 の 光 が 雪 に 届 け ば 、 辺 り 、

銀 天 下 と な り に け り 。 い と う つ く し 。

２ 二 月 ば か り な ど に 家 路 に 歩 く 。 い ま だ い と 寒 く 、 道 行 く 人 、 手 を 息 で あ た た め た る 、 い と を か し 。 公 園 の 桜

い と お も し ろ く 咲 き 始 め た り 。 す こ し ば か り 行 き け れ は 前 方 よ り 赤 茶 の 動 物 来 た り 。 あ や し が り て 寄 り て 見 る

に そ の 動 物 、 柴 犬 な り 。 名 を ば き ら ら と 言 ひ け る 。 い と う つ く し う て ゐ た り 。

３ 十 月 ば か り な ど に 栗 林 に 歩 く 。 栗 と い ふ も の 、 い が あ り て 痛 し 。 さ れ ば そ の い が を 踏 ま ぬ や う に 心 置 く 。 さ

て も の 、 栗 は い と 甘 し 。 さ な が ら も よ し 。 ま た ジ ャ ム に す る も よ し 。 か く ば か り す ぐ る る 栗 に 、 い か で か と げ

あ ら む 。

４ 十 一 月 ば か り な ど に 田 舎 道 に 歩 く 。 朝 日 の 昇 る を 見 て 、 日 の 光 を 全 面 に 浴 び る は い と 心 地 ゆ き け れ 。 ま た は

き つ る 息 が 白 く な り て 光 が ぼ や け る も い と を か し 。 畑 の 上 を 歩 き て か が や き た る 霜 柱 を 踏 み た る に 霜 柱 の 音 が

し て く る は い と を か し 。 踏 み け る も 音 の し な い は い と 口 惜 し 。

５ 十 二 月 ば か り な ど に 表 参 道 を 歩 く 。 い と 美 し き 色 と り ど り の 行 灯

イ ル ミ ネ ー シ ョ ン

と 数 多

あ ま た

の 妹 背

カ ッ プ ル

見 え わ た り た る に 、 我 は

た だ 一 人 、 心 凄 し 。 か し か む 手 を 温 め て く れ る 人 は な し 。
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資料 7 

年年度度当当初初、、生生徒徒にに配配布布ししたた資資料料をを参参考考資資料料ととししまますす。。下下部部にに公公開開研研究究会会にに当当たたっっててののココメメンントトをを付付ししててああ

りりまますす。。  
 
1 年 古文 目標と予定 
目目 標標：１ 古文の読解力をつける 

２ 古文の語彙力・文法力（用言・助動詞）をつける 
３ 作品の時代背景を理解する 
４ 鑑賞力と感性を高める 

評評 価価：定期テスト・小テスト・提出物・授業態度 
予予 定定：入門―説話 「検非違使忠明」「絵仏師良秀」「大江山の歌」       

『徒然草』「丹波に出雲といふ所あり」「ある人、弓射ることを習ふに」  
「九月二十日のころ」 

 ＊＊期期末末考考査査  
『伊勢物語』「東下り」（実習生）     
『土佐日記』「旅立ち」「帰京」（実習生）  
『枕草子』「ありがたきもの」       

 「五月ばかりなどに山里にありく」      
＊＊中中間間考考査査  

『徒然草』「奥山に猫またといふものありて」「花は盛りに」  
『平家物語』「木曾の最期」  

＊＊期期末末考考査査  
『万葉集』『古今集』『新古今和歌集』  
『大鏡』「花山院の出家」「三才の舟」  
『伊勢物語』「小野の雪」「狩りの使ひ」  

        ＊＊期期末末考考査査  
〇順序が入れ替わったり、他の教材が入ったりすることもあります。教科書にないものはプリントを配

布します。 
・授業の際は「古典文法」「古語辞典」は必ず、「国語便覧」は必要に応じて持参のこと。 
「古典文法」「古語辞典」は授業中、いつ参考にしてもよい。 

・文法は「用言の活用」「助動詞」「助詞」「敬語」の順番に学習します。 
・進度が早いので準備を十分行って授業に臨むこと。 
古古文文のの学学習習方方法法    
１）原文を書き写すのも力になります。 
２）授業でやり方は教えますが、品詞分解を行うと文法の力がつきます。 
３）現代語訳は辞書を引きながら自分でやると力がつきます。 
４）授業中は板書以外も（口頭での説明も）メモしておくとよい。 
５）ノートは上の１）～４）が一覧できるようなノート作りが大切です。 
 
 

間に教育実習生の授業があったが、説話・『徒然草』前半・『枕草子』を入門教材扱いとしています。

今回の古文作文は既習の古文単語・文法事項・言い回しなどを取り入れるという意味で入門期のまとめ

と捉えています。ほかの生徒がそれらを用いて作文をしているものに触れることによっても、既習の知

識が確認されると考えています。このようなことから入門期のまとめとしてこの教材を位置づけていま

す。なお、他の入門期の教材についても言語活動を行っており、それについては本校ＨＰ掲載の紀要（お

茶の水女子大学附属高等学校＞研究＞紀要＞第 66 号）でご覧いただけます。 
（http://www.lib.ocha.ac.jp/oab/33kenkyukiyofk03/listOfIssue.html） 
なお、研究協議にご参加になれない方でご質問等ありましたら、メールをご送付ください。 
hatakeyama.takashi@ocha.ac.jp 




