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〔研究論文〕

個 と共 同体 との 関係性 を築 く古典学習指導

大村は まの 単元学習指導 「古典へ の とび ら」（昭 34）を中心 に

坂　 　東 　 　智　 　子

1．本稿の 目的

　詩人で あ り思想家の 吉本隆明 （1968）は ，「人間は

ひ と りの 個体 とい う以外 に どん な態度 を と りうる も

の か ，そ して ひ と りの 個体 とい う態度は ，そ れ以 外

の 態度 との あい だ に どん な関係を もつ の か」
1
とい う

問題意識 に立脚 して 「共同幻想論』 を書き，『遠 野

物語』 や 『古事記』 に共 同体の 一員 として の 行為 の

意味 を求め た 。 個 は独立 した存 在で あるが 同時に な

ん らか の 共同性をもち世界と関係する 。 個の態度や

感性，思考の 枠組み は 自立 した もの で あるか に 見 え

て 実 は帰属す る 共 同体の それ に関係 し て 規 定 され

る 。 古典作 品は そ れ ぞ れ の 時代 の 個 と共同体 の あ り

方 の 典型 を表徴 した もの で ある ともい えよ う。

　さまざま な共 同体の 中で も言語文化 を共有す る言

語共 同体 は，新陳代謝 をくり返 し変化 し続 けて い る

が，過去か ら現在そ して 未来 も存在 し続ける で あ ろ

う歴 史性を有す る生態 と して の 共同体で あ る 。 古典

を学ぶ こ とは共同性 を獲得し て 言語共同体 との 関係

性を築 くこ と で あ る と と もに 帰属す る共 同体の 共

同性 を自覚 して相対 化で きる視 座 を持 つ こ とで あ

る 。 こ こ で い う共 同性 と は 共通 の 言 語作 品を読み 継

ぐとい う共通項 を持つ こ と で 獲得 され る もの で あ

り，その 共通項 は過去か ら未来 へ 繋が る時 閙軸 を有

す る共同性 を成 立 させ る 。 例 えば，枕草子 の読者 に

な る とい うこ とは平安時代以 降の枕草子読者共同体

の
一
員とな る こ と で ある。こ の よ うな時 間軸 を もつ

共同性の 獲得は，個 を形づ くる 文化 や風習，美意識

や 思考 の 枠組 み の 歴 史性 を 自覚す る こ とを可 能 に

し，現代や現在の 自己 を相対化する視座を個に与え

る 。 これ は 国際化 の 中で 最 も必 要 と され る 。

　小学校 の 古典教育で は共通の 言語作品を読み継 ぐ

こ とで 読者共同体 の 一一員となる 。 そ して ，文語の 響

きや リズ ム を心地 よ い と感 じる感性 をもつ とい っ た

共同性 を獲得する。 しか し，共同性 の 歴 則生を 自覚

した り相対化 した りす る こ とは難 しい 段階で ある 。

　中学校段 階で は 同 じ古典作 晶を読み継 ぐ読者共 同

体の 共同性を獲得 しつ つ そ の 歴史性 を認識す る こ と

が可 能 とな ろ う。 中学校の 古典学習 は，学習者が 時

間軸 を有す る共 同性 を自覚 し．個 と共同体 との 関係

性が 構 築 され た か 否か に つ い て も意識す る場 と な

る．こ の よ うな 自覚的 な個に な っ て こ そ ，学習者 は

共同体 と の 自律 的な関係 を もつ こ とが で き，新 た な

共同性 の 生産や創 造 を担 う個 となる の で ある 。

　大村 は まの 「古典へ の とび ら」 （昭 34）「扇の 的」

実践
2
で は，家族や 周囲の 人 315名を対象 として 「扇

の 的」の 受容に 関する聞 き取 り調査 とそ の 集計作業

が行 わ れ た 。 こ の 学習 は 「扇の 的」読者共同体の 共

同性 を学習者に 目に見 える もの と して示 し．身の ま

わ りの 社会 とい う空間と 「扇 の 的」 を読 み継 い で き

た時間軸 を もつ 共同体の 中に学習者を位置づ ける も

の で あ っ た 。 こ れは中学校段階で こそ可 能な古典学

習指導で ある 。 「那須与
一」 （扇 の 的）は，初等段階

で は 戦前の 国定第二 期国語教科書か ら国定第五 期国

語教科書 ま で 連続 して 教材化 され て い る
3

。 戦後 も

昭和 55 年以 降現在 まで 文語 に 関す る教材の 事例 と し

て小 学校 の 教科書 に採録 され続 けて い る
4

。 中学校

で は平成 18年度版 国語教科書第 2 学年で 3社 （東京

書籍，光村図書，教育出版）が 採択 し て い る
5
国民

的な古典教材 の 一つ で ある 。 こ の よ うな教材の 性格

を熟知 して大村 はまは，「『扇の 的』 の ど うい うとこ

ろが 長 く広 く国民 に愛されて きた の だろ うか」 と中

学 3 年生 に 問 い か けた。それ を考 える手 だて として

選ば れ た の が調査 を用 い た学習方法で ある。

　 「扇の 的」学習 に 調査 を用 い た実践例 は管見の 限

り報告されて い ない 。本実践で大村は まが使用 した

教科書 （西尾実編）指導書 に は朗読 と話 し合 い に よ

る 学習指導例が 示 さ れ
6
，調査 に つ い て の 言及は な

い 。 大村は まが本実践で独 自に創案 した もの で ある。

本研 究は教材 「扇 の 的」と学習者 を結ぶ 調査活動の

有効性 と成果を明 らか にす る こ とをね らい とす る 。

　大村 は ま古 典 指導 の 先行 研 究 で は ，望 月敬幸

（1993）が 「扇 の 的」 の 調 査学習 を具体 的 に取 り上
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げ，「こ の 指導 に よ っ て ，学習者 た ちは、自分達 の

心の奥深 くに存在す る 日本人 として の 意識をさ らに

明確 に確認 して い くこ と にな る と思 わ れ る」
7
と し

て 指導面か ら評価す る 。 しか し，調査 を用 い た学習

が学習者に どの よ うな変容 をもたら した の かにつ い

て具体的に論 じて は い な い 。 本稿で は ，望 月の い う

「日本入 と して の 意識」 を 「人 間が個体 として で は

な く，なん らか の 共同性 と して こ の 世界 と関係す る

観念 の 在 り方」
8
で あ る と捉 え直 し，17名 の 学習記

録
9
を新た な資料 と して 次 の 順で 考察 を行 う。   単、

元全 体の 構造 を捉 える。  古典学習の 結び の 意見作

文の 分析 に よ り単元 全体で の 学習者個 々 の学 び の成

果 を明 らか に する 。   「扇の 的」学習の 過程 と学習

者 の 変容を学 習記録 をもとに検証する 。

　本稿 は，以上 の 考察に よ っ て ，学習者が 「扇の 的」

を受容する共 同体 と の 関係性 を構築 して い く学 び の

内実 と成果 を詳 らかに し，中学校 占典学習指導 に切

り拓か れた新生面 を明 らか にす る 。

2 ．単元 「古典 へ の とび ら」 （昭 34）の概要

　 2，1． 指導 の ね らい と主な学習活動

　本単元は大村は ま自身 も編集 に参加 した西尾実編

集 の 教科書
1°
所収 の 4 つ の 代表 的古典教材 （更級 日

記，平家物語，徒然草，枕草子）か ら成る 。 大村は

まは教科書掲載順 に 学習 を進め て い る 。更級が堀辰

雄の 創作的現代語訳，平家 は中学生向 きに書かれた

現代語訳，徒然が原 文と現代 語訳 枕草子が 原 文 と

注釈で ある。導入 は現代語訳で ，学習 が進む に つ れ

て 原文に触 れる と い う教材編成で あ っ た 。 「扇の 的」

学習で は教科書の 現代語訳 と大村は まが準備 した原

文の
…・

部プリ ン トが 教材 とされ た。指導の ね らい は

後掲表 1 の よ うに教材 ご と に 定め られ て い る 。 「扇

の 的」学習で は 「古典 を 自分た ちの 身の 内の もの と

感 じさせ る」 として ，古典世界 と学習者の 生 活の 結

びつ きを実感さ せ る こ とが 目指され た 。

　導入 ，4 つ の 教材，ま とめ の 学習の全 てで 「書 く」

活動 （後掲表 1下線 部）が行 われて い る
11

。 西尾実

は 言語生活 の 向上 に は作文 と学 習記録 を 「書 く」 こ

とが 必要で あ り，「考 える」 こ と の 発展 に
一番役立

つ の は 「書 く」こ とだ と考えて い る
12
。こ の 西 尾 の

考え を大村 は まは古典学習指導の場で も生 か そ うと

した とい えよう。 本単元の 「書 くこ と」の 巨標は，

「は っ きりした根拠 に基づ い て ，事実や 意見 を正確

に書 く態度を伸ばすこ と。 」で あり，「扇の 的」で の

調査の 集計 をも とに した学習や結 び の 意見文は こ の

表 1　 「古典 へ の と び ら1 の 概要

教　材 指導の ね らい 幸 な学習活動

古典学習 へ の 期待 を書き導入

（1 時間） 話 し合 う。図 書委員 か ら

図 書館 に あ る 占典 の 木 に

つ い て の 紹 介 を 聞 く。

ぐ っ と 古典 に ひ　　　　　 一 短 作 文 を 書 く。今 ま で 古

き よせ る

物 語 の 中

の 少女

（更 級 ）

現代語訳

（4 時間 ）

典 に 対 して 持 っ て い た 考

え を比 べ る。手 引 き を も

と に 表現 に つ い て 考え話

し合 う、「わ た し た ち と 古

典　とい う文 章 を 書 く。

古典 を 自分 た ち

の 身 の 内 の も の

調 査 を す る。グ ル
ープ で

読 む。新 し く 知 っ た 内 容

扇 の 的

（平 家 ）

現代語訳

（3 時間 ）

と感 じ させ る を箇条 書きにす る。調査

結 果 の 集計 と グ ル ープ で

の 話 し合い 。発表。

木 の ぼ り

（徒然草 ）

原 文 と 現

代語訳

（5 時間）

こ れ ま で 進 め て

き た 心 持 ち を こ

こ で さ らに も り

「木 の ぼ り」 に 似 た 話 を

思 い 出 す 。グル
ープ で 話

し合 う。「馬乗 り」 か ら学

あ げ る ん だ こ と を 標語 に す る 。

「え の き の 僧 正 」 の 結 び

を 書 き 発 表 し あ う。

別 の 面 か ら も う 共鳴す る と こ ろ を 考 え て

文 章に ま と め る。徒然 草

う つ く し

き も の
・

に く き も

の 　（枕 草

子 ） 原 文

と注釈

（2 時間）

一
度，以 ヒの 古

典 と 自分 た ち と

の 間 に 通 じ る も

の の 多 い こ とを

味わ い 返す

と枕草子 か ら こ と ば （古

今異義語 ，古今 同義語 ，

使 わ れ な くな っ た もの ）

をひ ろ う。

3つ の 題 か ら 1 っ を選 んま と め

（2 時間） で 作文を書 く。（意見 文）

  古典 文学 を身

近 な も の と し て

味 わわ せ 占典 に

深 く親 し み を 持

た せ る   古典 文

学 を 読 む 意義 を

休 験 に よ っ て 1床

わわせ 今 の 文学

も 古典を受 け つ

い だ もの で あ り

こ れ か ら の 文 学

も古典 か らの 発

展 で あ る こ と を

考えさせ る

A 　 中学生 に は 古典 の 学

習 は ， む り だ と い う意見

に 対 して。

B 　 古典は むずか し い だ

ろ う，い や だ な と い っ て

い る 2 年 生 に。

C 　 古典 の 学習 か ら学 び

え た こ と，興 味 を も っ た

こ と。

＊ 教材欄 の （時 間） は全

集指導計画の 時間で あ る。
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目標 を具体 的に実現 に導 く学習活動で ある。大村 は

まは古 典学習 にお い て も，「話す，聞 く，書 く，読

む 」とい う言語生 活の 学習 を徹底 させ ようとして い

る。古典作品世界 とい う大 きな言語単位 を対象と し

た導入学習か ら，枕草子の こ とば を拾 う小 さな言語

　 　　　　　　　　　　　　　 　　 表 2

単位 の 学習 へ と学習対象が 絞 り込 まれて い る 。 古典

の世界 に学習者 を招き入 れ惹 きつ けた うえで ，言語

の 学習 と して の古 典学習を成立 させ よ うと意図 され

た単元 の 構 造を読み取 る こ とが で きる 。

単 習記録
一

覧 と古典の 結 び の 作文分析

N 〔⊃ 学習記 録名 課   教 材     　作文 に 書 か れ た 主 な 内容　 （学習者 の こ と ば   古 典学習 を ど う評

記 録 番 号 題 ．更 平 徒 枕 調 を 中心 に 筆者がま と め た もの ） 価 し て い るか

1 国語 「古典 」 B ○ ○ 扇 の 的を与
一が 射 た 時，敵味方 と もに ほ め た た え 実際に 学 ん で み る と

343］Al2 （男） た 。 日本人 は 今 で も こ ん な場 面 が 好きで は な い か。 古 典 は む ず か し く な

内容 は，現代 文 と変 わ りは ない 。 く学びやす い 。

2 古典 A o o 「扇 の 的」 が 長 く読 まれ て きた の は 与
．・

の 技術が お も し ろ み がわ き，

3431A25 〔男） す ぐれ 敵 も 味方 も な く拍 手 す る場 面 が あ る か らだ。 古典 へ の 親 し み さ え

は A の 生
1

に
号

ぐ す ぴ つ い て い る、 あ りま し た。

3 古 典 か ら B 言葉 は む ず か し い が，言葉 の 壁 が 取れ れ ば 古典 の 古 典 の よ さ に 心 うた

3431A43 （女） 内容 は お
聲

し ヌ　　 来 しみ や
“

い 。 れて い る。
4 国語　古典 A 昔 の 人 の 考 え を知 るこ とが 出来 て よ か っ た 。 み ん 標 語 づ く り

， 話 し あ

3431A 斗7 （女） なで 古典 を た く さん 読 ん で 昔 の 人 の 考 え を 理 解 し い な ど の 学習 活 動 が

あ っ て い き た い。 楽 しか っ た．

5 占典 B 古典 の 中で 今も使 われ て い るこ と ば が，全 体 の 60 古典 は つ ま らな い な

3431A52 （女） ％ も あ る 。 言 葉の 壁 は うす い
。

こ と ば の 壁 が とれ ど と い うこ と は ぜ っ

れ ば 私 た
『

の 生
1

に 貞
亠

つ ナ が っ て 　 7 。 た い に ない 。

6 古 典 か ら 無 絵 （与
．
の 絵 を 2 枚扉 に 貼 り表紙 は 浮世絵 で あ る。

3431C41 （女） 感想 は少 な く プ リ ン トや授業 の ノ
ー

トが中心。）

7 国語　古典 B 0 ○ 「扇 の 的 」 は全部 と い っ て い い くら い 知 っ て い る 占典 を や さ し く 軽 い

3431C48 （女） 人 が 多い
。

A の 文 噂 　
土

の ．
愚

が
」

っ た か ら こ そ 気持 ち で 学 習 し て い

牛 　れ て い 　 の で
『
。 け る と思 っ た。

8 古典 か ら B ○ ○ 古典 の 勉 強が進む に つ れ て ，もっ ともっ と 読み た お も し ろ く古典 の 勉

3431C54 （女） くな っ て しま っ た 。 強 が で きた。

9 国 語 の 帳 面 C Q 今 と 昔で は ，こ と ば と世 の 中 が ち が う。人 物 の 考 とて もた め に な る。

3431C57 （女） え 方気持な ど は，A
こ
’

じ　　 の が た 　 さ ん あ
’

と 弘は 罵 3 　 共
’

す る 点 が た く　 　 あ 7 ，

10 古典 か ら A （題 は 記録 し て い る が ，作文は綴 じて い ない 。絵

3431C59 〔女） 無 を 貼 り ， 自分 で描 い て古典 を楽 し ん で い る。）
11 古典か ら A ○ ○ 更級 日 記 は 「こ と ば の ち が う現 代 小 説 」 で あ る。 知 らな い 間 に 古典 を

3431C58 （女） 士 　 オ 深　知 る こ とに よっ て 禾た
’

ま
’』『’

　
驫ア

く 読 み，触 れ る こ と が

で 　　の だ　黒 い
’
す。 で きた、

12 占典か ら BQQ0 Q 「扇 の 的 」 で は 那 須 の 与
一が 美 し い 武装 で あ ら わ こ と ば の 壁 が と れ れ

343玉D46 （女） れ た。こ こ で は こ の 「扇 の 的 が ど う し て 世の 中の ば ，古典 は む ず か し

人 に広 く深 く親 し ま れ て い る か 」 を や っ た。 く ない 。

正3 古典か ら B ○ oQ o 私たち は，初 めて 学ぶ 古典 とい う道 を越 え て きた。 学 べ ば 学 ぶ ほ ど ，古

3431D56 （女） 今感 じ る こ と は，新し い も の を ひ とつ 知 っ た 喜 び 典 への 興 味 が わ い て

と，ま だ ま だ，か く され て い る 古代 の 秘 密 の 数 々 く る。
へ の 興味 で ある。

14 古典 Ao ○ 0 古典 とい うの は，読む ま で は と て も と っ っ き に く 学 び とる こ と が 多 く

3431E42 （女） い が ，一
度読む と非常 に お も し ろ く興 味 深 い も の あ り，い ろ い ろ 勉 強

で あ る こ と が わ か る。 に な っ た。
15 古典 か ら 無 （全 集 に 欺 り上 げ られ て い る学習者。学習 記 録 に

3431E43（女） 古典 の 結び の 作文 は 無 い 。）
16 古典 か ら B 発表 （話 し合 い ） や 短 文 （文 章 に つ づ る） こ と が 本 当 に 古典 は 読 め ば

3431E44 （女） 多 い 単元 で あ っ た。古典 は む ず か しい な ど と考 え 楽 し く，又 お も し ろ

る前 に，や さし い の を読 め ば よ い の で す、 い もの で す。
17 国語　古典 B Q ○ 古典が 長 く多くの 人 に読まれ て き た 理 由を 考えた 。 占典 を楽 し く勉 強 し

3431E57 （女〉 耒 し い 古 典 の 堂
丶’
　 法 こ よ っ て 　　 曲 を身

’
な も ま した。

の に歩 じ る こ とが で 身 た
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　2．2．　 古典学習の結びの作文分析

　単元全体で の 学習者個 々 の 学びの 実際と成果を捉

えるた め に ，前掲表 1 の まとめ の 課題作文 14編 く17

名 の うち 3名 は作文が ない ）を， 4 つ の 観 点 （  学

習 が 記述 されて い る教材 ，  調査 に よる学習 に言及

して い るか ，  作文 に書 かれ た主 な内容，  古典学

習 を どう評価 して い る か）で 分析 し前掲表 2 に ま と

めた 。 以下 の 学習者番号 は，表 2 の No．に よ る 。 14

編 の うち 7編が 「扇 の 的」学習を取 り上 げ，そ の う

ち の 6 編が調査 に よる学習 に言及 して い る （表 2 の

調査欄○印）。 作文が綴 じられて い ない 学習者 6 は，

与
一

の 絵を学習記録 の 扉 に 2枚貼込ん で い る 。 14編

全て が本単元 の 学習 を肯定的 に評価 し，学んで み る

と難 しくな い ，学 びやす い と記 して い る 。

　本単元の 前年の 昭和 33年 10月に告示された 中学校

学習指導要領 で は学年 ご との 古典教材 の 選定条件や

古典学習指導の あ り方が 述 べ られ古典教育重視 の傾

向が 見 られ る 。 これ に対 して 懸念 を抱 き
一

部で は古

典教 育不要論 も出た 時代 で ある 。 「中学生 に は古 典

の 学習 は，むりで はない か とい う意見 に対 して 1 と

い う作 文課題 は こ れ らを意識 した もの で あ っ た可 能

性が高 い
。

こ れ に対 して ，前掲表 2波線部の ように，

学習者 は 「古典は今 の 生 活 に深 く結び つ い て い る」，

「身近な もの で 現代文 と同 じ よ うに楽 しめ る」，「古

典学習は必要 で ある」な どの こ とを，自身の 古典学

習体験 を根拠 と して ，実感を伴 っ た 自分の こ とば で

表現 して い る 。 学 習者の 生活 と古典 を結ぶ 学習が成

立 して い る こ とが分かる 。

3 ．「扇の的」学習の 実際

　3．1， 教材

　本単元 「扇 の 的」の 教材 は 『平家物語」 （通称高

野本，覚一別本）「那須与一」 の 章段全 部 を中学生

向け に現代語 訳 した もの で ある。『日7KT＃典文学全

集　平家物語二 』
13

の 原 文 ・現代 語訳 と教材本文 を

対照す る と，教材文 は原 文に忠実 にそ い なが ら主語

や 目的語が丁寧 に補わ れ，「腕 きき」 を 「腕 はた し

かな もの 」 とする な ど，文語的 な表現や い い まわ し

が 中学生向けに わか りや す く書き換 えられ て い る。

　平成 18年版教科書で は，中学 2 年で 光村，教 出，

東書 の 3 社が 「扇 の 的」 を採録 して い る 。 その うち

光村，東書が 次の 「弓流」の 冒頭部，与一
が扇の 的

を見事に射た あと義経の 命に よ り平家方の男 を射倒

す場面 を加えて ，美 し く勇 ま しい 劇的な場面 ばか り

で は ない ，武士の 非情 さ，戦場 の 不条理 も描 かれて

い る 。 大村は まは 「国民に愛されて きた」物語とし

て 「扇の 的」を捉 え，指導の ね らい を 「古典 を自分

た ちの 身の 内の もの と感じさせ る」と定め て い る 。

そ の ため に，「弓流 」は 含 まな い 「那須与 一」 の 全

文の み を完結 した
一

つ の物語 と して教材 とし調査や

話 し合 い の 対象 と した と推察 され る。

　3，2，　 学習活動

　 17名中 10名以上の 学習記録に記述の ある学習活動

は 以下 の 4 項 目で ある 。   「私 と扇 の 的」を書 く （13

名），  調査結果の 集計 （グ ル
ープで）（15名）， 

文法 に つ い て の 記述 （ワ ーク の解答を含む）（10名），

  扇 の 的が 長 く広 く愛 さ れた理 由 （13名）。     は

全集に は記 載が な く学習記 録の み 記録が残 されて い

る 。 全集 と学習記録か ら推察で きる学習の 順序 は次

の 通 りで ある 。

〔1〕調査 の説 明 。 調査 A 「扇の 的」の 話 （那須与

　
一

の話）を知 っ て い ますか。調査 B 「扇の 的」の

　 どうい うと ころが 印象 に残 っ て い ますか 。

〔2 〕読み 。 （グル ープ で ）

〔3 〕学習者 自身が今 まで 知 っ て い た 「扇 の 的」 の

　話 と今 回 の 教材 の ちが っ て い る とこ ろ，新 し く

　知 っ た こ と を箇条書 きにする 。 （個 人）

〔4 〕調査結果 の まとめ 。 （グ ル ープ で ）

〔5 〕調査結果の 発表 。 （グ ル ープご とに）

〔6 〕 5 を もとに 「扇 の 的」の どうい う点が長 く広

　 く国民 に愛され た の か を考える 。 （グ ル
ー

プ）

〔7 〕「扇 の 的」 の 原文 を聞 く。 （全体 ）

〔8 〕「扇 の 的」 の 朗読発表 。 （2 グル ープ）

〔9 〕 6 の 話 し合 い の 結果 を発表する 。 （全体）

〔10〕「扇 の 的」 と自分た ちを書 く。（個人 ）

　調査 を用い た 学習が 〔1〕〔4〕〔5〕 〔6〕 〔9〕で あ

る 。 グ ル ープで の 結果集計，話 し合 い ，発表が学習

活動の 中心で あ る。〔2〕〔7〕〔8〕で 読み の 学習 を行

い 大村が絵 を見せ なが ら語句の 意味 を説明 した こ と

が 記録 され て い る 。 〔3〕〔10〕は書 く学習で ある 。

調査 を中核 に置 きなが ら，それだけで はな く，朗読

や作文を配 して扇の 的 の 鑑賞を成立 させ ，古典を身

の 内の もの とする た め に構造化 され た学習で ある。

　3．3．　 調査学習の 実際

　3，3，1， 調査用紙 と調査の 方法

　調査は後掲資料 1 の 調査用紙 を用 い て行 われ た 。

調査用紙 B の （ ）の 中の こ とばは，相手が 年少で

あ っ た場合の 言 い か えで ある。調査 は こ の カ
ー

ドに

直接記入 して もらっ て も，口頭 で 聞 い て 書 き入 れて
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もよ い とされ た。 1名の 調査 に つ き 1枚の カ
ー

ドを

用 い る ように大村 はまは指示 して い る。下 の 欄 の 右

の 区分 の 中は，印象 に残 っ て い る と い う場合 を分類

するた め に使われ た 。

　　　　　資料 1　 調 査 用 紙 （全集 よ り）
／4

　3．3．2． 調査結果の ま とめ

　調査結果は ，大村 は ま作成の 整理用紙
15

を用 い て ，

知 っ て い る人 数と知らない 人数 を年齢別 に 集計 し，

印象に残 っ て い る とこ ろ も年齢別 に まとめ られ た 。

グル ープ で 調査 をまとめる と きの様子が次の 資料 2

に記述 さ れ て い る 。

　　 資料 2　学習者 3　 KE さん （A 組）の 記録

「こ こ の 所 よ」，「あら，みん な知 っ て い る わ 」 こ れ は，

グ ル
ープ に なっ た 時，「扇 の 的」 の 調査 を ま とめ る 疇の 会

話 で あ る。き ょ うは ，話 しあ い 風 で ，し か も グル
ープ 風

とい う，ち ょ っ と した カ クテ ル の ような，席になっ た。

　調査結果 を もとに，身を乗 り出す ように して 学習

に 取 り組 み話 し合 っ て い る学習者の 姿が浮 か ぶ 。

　後掲資料 3 の 調査 A の 結果表に見 られ る よ うに，

20才以 上 で は 9 割以上 の人 が ，小 学生 で も 8 割が

知 っ て お り，「扇の 的」は 国民 的 な古 典 と い っ て よ

い 客観的なデ ータが 学習者に 与え られた 。

　印象に残 っ て い る場面の 第 1 位 は 「矢が扇 を射た

と こ ろ 」で
T 回答 の 半数以上 が こ の 場面 を挙 げて い

る 。

一一
方，（2×4）は矢を射る前 の 緊張 した場面，（5×6｝

は与
一

が 決心 す る ま で の 心 の 動 きが 与
一

の 姿 と重

な っ て 描 き出され て い る場面 で あ る 。 冨倉徳 次郎

（1967）は，F扇 の 的の説話 は絵画仕立 て 」で あ り，

辞退の 後与
一

が矢 を射る 決心 を した あ と は ，「源氏

全 軍の 名誉，自己 の 名誉 そ れ を乗 り超 えて た だ紳

に通 じる 弓術その もの の心 に な りきっ て ゆ くと こ ろ

が強 い 感銘 を与 える と思 う」 と記す
16

。 矢 を射る瞬

間に与
一

の 人生が 凝縮 し，そ の 場 の 人 の 目と耳 も読

み手聞 き手の 意識 もそ こ に 集中 して い く。 心 を純粋

に して今こ の 一瞬 に賭 ける姿が共感を呼び現在で も

広 く受容 され て い る こ と を調 査結果は示 して い る 。

　 「教 えられ る」の で は な く，聞き取 り調査 を行 い

集計作業 をする過程 で ，普段 は意識す る こ とが難 し

い r扇の 的」を受容する と い う共同性が可 視化され

た。古典学習の 過 程が ，家族や 地域 の 人 々 と の共 同

性 を自覚 し，学習者個人 と 「扇の 的」を受容する共

同体 との 関係性 を構築す る場 とな っ て い る。

　　　　資料 3　調 査 の 結果 （全集 より抜粋〉

【調査 A 】扇 の 的 （那須与
一

の 話） を 知 っ て い ま す か 。

年　齢 調査 し た 知 っ て い た 知 らな か

総人 数 人 数 っ た 人数

40 才 以 上 38 37 1

20 − 30 代 49 46 3

10代 113 79 34

自分 た ち 50 45 5

本校 1 ・2 年 （72） （50） （22）

（1  代 と重複）

小 学生 た ち 65 52 13

計 315 259 56

　【調査 B 】どうい うと こ ろが 印象 に 残 っ て い ます か

（D 矢が 扇 晩）か な め を射た と こ ろ／矢が扇を射て ，扇が 海

に 蕗 ち た と こ ろ／ 矢 が うま く扇 を 射 た の で ，敵も味 方 も

ど よ め い て い る情景／射 られ た 扇 が ひ ら ひ ら と落 ち る と

こ ろ（計 231 名）   与
一

が しず しず と海 の 中へ馬 を乗 り

入 れ て い く と こ ろ 〔98 名） （3）船が漕 ぎ出 され て き て，

美 し い 女房 が ，こ ちらへ向か っ て 招 い て い る と こ ろ （51

名）（4＞与
一が 弓を引き しぼ っ て ，い ま，放 と うと し て い

る と こ ろ （38 名）（5）与
一

が義経 の 前 に か し こ ま っ て い る

と こ ろ （16 名 ）（6）与一
が決 心 して 義経 の 前 か ら下 が っ て

く る と こ ろ （4 才1）（7）そ の 他（7 名）

　3．3．3， 話 し合 い の 結果 を発 表す る

　考える た め の 手引 きと して 大村 は ま は 「羽 衣」 を

例話と した 。 こ れ は 「扇の 的」の ど うい う点が 長 く

広 く国民 に愛された の か を考 える着眼点 を示すた め

の もの で ある c 音声に よる手引 きで あ り，こ うした

周 到な手だ て に よ っ て 学習が成立 し て い る。

　　 資料 4　学習者 3　 KE さん （A 組） の 記録

・
日本 の 美 し い と い うわ くは ，きちっ と あ る の で あ っ て ，

絵 の よ うな，静 か な美 し さを，愛 して い る。

・い さま し さ

の 中に もあ らそ い を ふ くん だ の を，好 む。・人 と人 との あ

ら そ い が あ る。そ れ を 見 る の は，み な好 む 。そ し て ，そ

の 中に ゆ と り が ある の を 日 本人 は 好む。
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資料5 　学習者 5　 ST さ ん （A 組〉の 記録

・
風景 が 美 し い 。風景 だ け とい う班 と，着物 な ど の 美 し

さを い っ た班 とが あ る c
・と て も ス リル が あ る 。

・
昔 風 の

こ とばに 興味 が ひ か れ る ・自分 が 命 をか け て や っ た （ス

リル と結 び っ く）・色 彩 が は で で ，で て くる もの が し な や

か で ，とて も は くカ が あ る。・風 流 な と こ ろ が あ る。（昔

風 と関連）・夢 の よ うな と こ ろ があ る ・とて も神秘的で あ

る ・戦 とい うもの が，とて も た の も し く感 じ られ る
・与

一の 功 績 を，て き，み か た，区別 な く，平家 は 船 は た を

た た い て 感嘆し，陸で は，源 氏 が え び らを た た い て 喜び

の 声をあげた，などい か に も国民的 で親 しみ やす い 。（今

目 の 感想） 「扇 の 的」 の ど うい うと こ ろ が ，長 く広 く国民

に愛 さ れて い る か ，と い うこ とに っ い て 話 し あ っ た が，

扇 の 的 の よ うに，老 人 か ら下 は，小 さな幼稚 園の 了
一
も知

っ て い る （調査 に よ る）物 語 は，少 ない と思 う。そ れ だ

け に，こ の 物 語 に は ，お お き な 意義 が あ る と思 う、

　学習者 3 は 「日本 の 美 しい と い うわ くは きち っ と

ある 」と 日本 人の 美意識 を捉 え， 「あらそ い の な か

に もゆ とりの ある の を好む」 と い う記述 は，日本人

の 好み や 国民性 に つ い て言及 した もの で，学習記録

を書 くこ とに よ りそ れ を相対 化して 認識 して い る。

さらに ，扇の 的の魅力や本質 受容 され続 けて きた

理 由を短 い 記述で まとめ 得て い る 。

　学習者 5 は発表 を細か い とこ ろ まで注意 深 く聞

き，理解 した こ とを具体的に記録 して い る 。 風景 だ

けの 美 しさで は な く着物な どの 美 しさも描写 され て

い る こ と 。 班 に よ っ て読み が 異なる こ と 。 矢 を射た

後 の 平家と源氏の 様子が音響 を伴 う映像 として 学習

者に イ メ ージ さ れ，敵 も味方 もな く感嘆の 声 をあげ

た場面が心情的 に も国民的で親 しみやす い 所で ある

と認識 して い る。

　こ の ような国民性や 美意識 に まで達す る深 い 読み

は 自然発生 的，自発的 に行 うこ とは極 め て 難 しい
。

調査 に よ る学 習 と朗読 や原 文 を聞 く学習が …体 と

な っ て，臨場感 を持 っ て作 品世界 を体験 し鑑賞する

こ と が で きては じめ て 可能 となる もの で あ る。

　3．4，　 「古典の 結びに」と題 した作文の 考察

　前掲表 2 で 分析 した作 文の 実例 をあげる 。

　学習者 1 は 「日本人 は今で もこ ん な場面 が好 きで

は ない か 。 昔の 人 も好きだ っ た の だ 。 」と，現代に

も通 じる もの があ る か らこ そ古典なの だ と実感 し，

そ れ を 自分 な りの こ とば で 表現 して い る a 古典学習

に よ っ て，なぜ千年近 い 年月 を経て 読まれ続 けて き

た の か ，古典が 古典で ある理 由を学習者 自身が発見

し，言語化す る こ とで認識 して い る。

　　 資料 6　学習者 1　 ST さ ん （A 組）の 記録

（作文） B 古典 は むずか し くて ，勉強が た い へ ん だ と い う

二 年 生 に，（前略引用 者） 「那須与
．−1 の 話 の 中 で 扇の 的

を 与
一

が 射 た 時，適味方 と も
一・

せ い に 与
一

を ほ め た た え

た と こ ろ が あ っ た。日 本人 は 今 で も こ ん な 腸 面 が 好きで

は な い か。昔の 人 も好 き だ っ た の だ。だ か ら内 容 は，現

代 文 と変 わ りは な い 。／最 後 に君 た ち は な ぜ 何 千 年 何 百

年前 の 書物 が 現代 で も よ まれ て い る の か 考 え れば，古典

が むず か し くない と い うこ とが わ か るだ ろ う。

資料 7　学 習 者 13　 NM さん （D 組 ） の 記 録

（作文 課 題 B｝ （前略引 用者）で す か ら，次 の 「扇 の 的」

で は ，もっ と親 し み を 与 え て くれ る だ ろうと，大 きく期

待 を か け ま した。そ れ は，「扇 の 的 」 は ひ ろ く，愛 され た，

F那 須 の 与
一

の 話 」 で した か らで す。／ こ こ で 私 た ち は，

グル
ープ に 分 か れ ，

「なぜ ，こ の 話 が，こ ん な に 長 く，広

く愛 され た か 」 に つ い て ，話 しあ い ま し た。た くさん の

原因 が各班 か ら発 表 され ま した。そ れ を ま と め て み ま す

と，1．射お とせ るか ，射落せ ぬ か の ，ス リル 満点な味わ

い が ある。2．文全 体 が勇 ま し い 。3．とて も美 しい 。（景

色 ，服装）4．ふ っ うの 人 が で き ない こ と を す る 。 5．な

ん と も い えな い な ご や か なふ ん い 気 が流れ て ，戦 い だと

は ，思 え な い 。／ こ うや っ て 話 し あ い ，私 た ち は ，ます
　 　 　 　 ママ

ま す古典へ魂か れ て い き ま した。そ し て ，こ の 話 は，今
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 T

−
I

ま で 聞 い て い た 話 し と少 しち が うの に気 ずき，新 し く眼

を
．．・

っ 開 い た よ うな気持 に な りま し た。（下 線 は 引 用 者）

　学 習者 13 は 「扇の 的」の 前学習 「物語の 中の 少女」

の 学習が 「秘密の 窓をの ぞ くよ うで 」古典へ の 「親

しみ を与えて くれ る」 もの で あっ た と作文 の は じめ

に記 して い る 。 こ の 成功が次の 「扇の 的」学習へ の

期待 と な る 。 教材個々 の 学習が独立 して成立 した上

で ，教材 を 1つ 終える ご とに段階 を踏 んで 「古典に

親 しむ」 が深め られ て い る 。 各班の 発表を場面の 緊

迫感 や美 しさ，文体 の 特徴な どの 5 項 目に 簡潔に ま

とめ学習で得た もの の 要点をつ か んで い る 。

　中学生 はテ ス トや部活動な ど で 日々 勝負を体験 し

て い る 。 小 さな勝負で あ っ て も中学生 に と っ て は毎

回が真剣 な自分 を試 し試 され る 場で ある 。 与
一

が矢

を射 る場面 の ス リ ル を実生活 に重 ね自分 の こ と とし

て教材を読む こ とで古典を身近 な もの と感 じます ま

す古典に惹かれて い っ た と推察で きる 。 今ま で 知 っ

て い た話 を中学 3 年生 で 改め て 学習 し，「眼 を
一

つ

開い た」 ような発見の喜 び，学びの喜びがあ っ た 。

　中学生の 実生活 と古典 を結ぶ 学習方法 と何 を考え
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さ せ 読み取 らせ る の か とい うねら い の 定め 方に よ っ

て，発達段階に応 じた読み味わ い や 理 解が行われ て

い る 。 小学校で は分か らなか っ た作 品の 価値が 中学

校で 理解で きる よ うに なる 。 読み の 深 ま りや 白身 の

成長を自覚 で きる こ と も小 中で共通教材 を学習する

意義の ひ とつ で ある こ とを資料 7 は示唆 して い る。

　　 資料 8　学習者 f7　NT さん （E 組）の 記録

（作 文課題 B ） （前 略引用者） あ る
一

つ の 古典 を選 び ，そ

れ が，今 円ま で ，い ろ い ろ な 階級 の 人 に読ま れ て き た 理

由を考え ， 皆 で 発 表 し あい
，

こ こ に も私 たち の 思想 と，

昔 の 人 々 の 思想 の 相違の 小 さい こ と に気 づ き ま した。こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’モ　　　　．T
の よ うに 古 典 を 勉 強 して ，私 た ち は，古典 が む ず か しな

ど と身 の あ か ほ ど も 感 じま せ ん で した 。 み な さん の 中 に

は，古典 の 勉強を，古典 の 本 を読 み ，多 くの わか らない

字 を 字引で 引 く，こ れ が 勉 強 だ と考 え て い る方 も 多 い こ

と と思 い ます。し か し，私 た ち か らみ れ ば，そ ん な 勉 強

の 仕方 は 古 い の で す。／ 私 た ちは ，古典 の 中 の 思想や，

こ と ばの 相違な どを勉強 し ，多くの 人 々 か ら，遠 い もの

だ と思 わ れ て い た ，古典を身 近 か な も の に し て い っ て い

ま す。こ の よ うに 勉強 して ，私 た ち は ，古 典 を 深 く で は

あ りませ ん が，理解 で きた と思 い ます。ただ，読 む だけ

の 理 解以上 に。

　訓詰注釈 的な古典学習で はない 学習方法は新鮮で

意欲的 に取 り組め た 達 成感の 得 られ た もの で あ っ

　 　 　 　 　 　 マ 　 　 　 　 マ

た c 「古典 をむずか しな どと身の あか ほ ども感 じま

せ ん で した」は学習者 に と っ て 古典が 身近 な もの に

な っ た 自信 に裏打 ちされ た表現で ある 。

　 「読むだけの理解」以上の理解 とは昔の 人の 思想

に まで 達 した読み を指す もの だと考え られ る 。

4 ．調査 によ る学習 と言語化 する こ との 有効性

　 「扇の 的」の 調査学習 の 意義 を 「個 と共同体 との

関係性」「学習者 の 側」か ら捉 え直す こ とに よ っ て ，

新た に次の 6 点の 有効性が 明 らか にな っ た 。

L 調査は学習者 の 身の ま わ りの 幅広 い 年齢層 の

　人 々 の 「扇の 的」受容の 実態 を客観的 な数字 と し

　て示 し，学習に科学 的な視 点を与 えた 。

2 ，　 調査結果 を集計 し正確 に記録 する こ とが 「古

　典 とは何 か」「古典は ど うして今 まで 読み続 け ら

　れて きた の か」「古典 と自分 は ど の よ うに繋 が っ

　て い る の か」 を考 える 実 の 場 と な り，「扇 の 的」

　を受容 して きた言語共同体の 時間軸 を もつ 共同性

　 を獲得する過程 そ の もの とな っ た 。

3 ．調査 に よ っ て 学習者 は新 た な読みの 観点 を見出

　 し教材の 読み深 めが 主体的能動的 に行 われ た 。

4 ．調査結果 をもとにグ ル
ープや教室全体で 話 し合

　 うこ とで，学習者は世代を越 えた人 達との 古典受

　容の 共通性 ，同質性 を自覚 し，自己の 感性や感覚，

　美意識 や考 え方が どの よ うに して 形成 され て い る

　の か に 目を向け，それ を相対化す る こ とが で きた 、

5 ，身の まわ りの 人 々 に 聞 き取 り調査 をす る こ とで

　教室 内で の 古典の 学び が学習者の 生活 圏に まで 広

　 がる学 び となっ た 。

6 ，学習者 は 「扇 の 的」 を共通項 と して家族 や周囲

　の 人 々 と の 共 同性を獲i得 し，「扇 の 的」を受容す

　る 共同体 と学 習者の 自律的 な 関係性が構築 され

　 た 。

　 ス ト
ー

リ
ーを知る学習や文語 に親 しむ学習 は小 学

校で も可 能な もの とい え よう。そ れ を基盤 として ，

中学校段 階で は表現 に即 しなが らその 奥に流 れる古

典文学の 命に 触れ楽 しみ 味わ い ，さ ら に 古典 を生 み

出し受容 し続けて きた民族の 精神史 に まで 達す る古

典学習が
ー
口∫能 とな る。大村は まは 「扇の 的 」学習 に

調査活動 を取 り入れ る こ とで 質の 高い 学習 を成立 さ

せ た 。 調査学習が万能で は ない が，教材 と学習者の

実生活を結ぶ ため に は，教材特性 と学習者 の 実態 に

応 じた，こ の よ うな具体的 な手だ てが必 要で ある。

　学習記録 を読む と，小学校で は 「扇の 的ゴ を知 っ

て い る と い う無 自覚で 自然 な共同体 と の 関係性が 築

か れ て い た こ とが わか る 。 そ れ が，中学 3年生で の

学習 に よ り，学習者 は 「扇の 的」の 魅力を十分 に知

り味 わ う鑑賞者 と して 「扇の 的」の 読者共同体の 成

員 とな りその 共同性 を自覚 して い る v こ れか らの 古

典学習指導で は，小 中共通教材を発達段階に応 じて

指導 し展 開す るこ とが大 きな課題で ある 。 何を 目標

と し， 目標 を達成す る た め に学習活動 をど う組織 す

る の か，本実践か ら学ぶ べ きもの は多 い 。

5 ，お わ りに

　自分の 内に存在す る 日本人的な もの ， 日本 とい う

土 地 に 生 まれ 育 っ た 自分 の 感性 や美意識 心 情や も

の の 考え方 を，「こ れはある意味 で は 日本的な もの

の 見方，感 じ方であ る」 と メ タ的に認知で きる こ と

は，他の 民族や他国の 人達の そ れ を認め る こ とが で

きる 基底 となる 。 自己 を形成する もの を 自覚 し相対

化で きて 始め て他者 へ の 理解 と共感が生 まれ る とい

えよ う。 国際化の 中で の 古典学習の 意義 は，時間軸

をもつ 共同性の 観念 を獲得 し，言 語 や文化 を共有す

る共 同体 へ の 帰属意識 を形成 して アイ デ ン テ ィ テ ィ

を確立す る場 となる こ とで あ る 。 しか し ，

一
方で は ，
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それ を客観化 し自己の 態度や感性，思考 の枠組 み を

相対化する視座 を得 る こ と も極 めて 重要で ある 。 中

学校の 調査 を用 い た 「扇の 的」学習は，そ の どちら

をも成立 させ る可 能性を示唆し て い る。

　 占典の 学 びは 学習者の 実生活 と結 び つ きに くく，

狭 い 教 室の 中で の 学び とな りやす い
。 生活 と乖離iし

た机上 の 知識や教養 は，学習者 と共 同体 との 関係性

を育む こ とが 少な い 。 あらゆる文化 は生活 と結 び つ

い て 始め て ，そ れ を受け取 っ た者が 新 しい 文化 を生

活の 中で 創造 して い く力 の 源泉 となる 。 伝統 的な言

語 文化を継承 し発展 させ，生態 として の 言語共 同体

の 生産性 を高め る ため には，占典教材と学習者の 生

活 を結 ぶ 古典 学習指導 が創 造 され なけれ ば な らな

い c 大村 は まの 「扇の 的」学習は そ うい っ た古典の

学びの 創造的展 開を可能にする実践で あ っ た。

　時間軸 を有す る共同性の獲得が なされ る古典教材

の 発掘 と再発見に 努め る こ と 。 そ の教材特性 を見極

め教材 と学習 者の 生活 を結ぶ 学習方法 を探 る こ と

が，中学校古典学習指導研究 の 今後の 課題で ある 。
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