
「 古 典 の 世 界 を 科 学 す る 」 十 一 月 二 十 日 （ 火 ） 古 典 編

（

 

） 年 （

 

） 組 （

 

）

● 『 古 事 記 』

● 『 魏 志 倭 人 伝 』

『 更 級 日 記 』 よ り

母 、 一 尺 の 鏡 を ○ア 鋳 さ せ て 、 え ゐ て 参 ら ぬ か は り に と て 、

僧 を い だ し た て て 、 初 瀬 に ま う で さ す め り 。

○訳 【 母が、約30 ｃｍほどの鏡を鋳させ、私を連れて参

ることが出来ない代わりに、僧をかわりにたてて、初瀬（長

谷寺）に詣でさせるようだ。】

い み じ う け だ か う 、 き よ げ に お は す る 女 の 、 う る は し く

さ う ぞ き 給 へ る が 、 た て ま つ り し 鏡 を ひ き さ げ て 、

○訳 【 非常に気高く、清楚な女性で正装しておいでになる

方が、奉納した鏡を手に提げて】

『 こ の 鏡 を 、 こ な た に う つ れ る か げ を 見 よ 。 こ れ 見 れ ば 、

あ は れ に か な し き ぞ 』 と て 、 さ め ざ め と 泣 き 給 ふ を 見 れ ば 、

○イ ふ し ま ろ び 、 泣 き な げ き た る か げ う つ れ り 。

○訳 【 『この鏡を、こちら側から見て映っている姿（未来

の姿）をご覧なさい。これを見れば気の毒で悲しいことで

す』と言ってさめざめとお泣きになるので見ると、○イ

       

 

】

い ま 片 つ か た に う つ れ る か げ を 見 せ た ま へ ば 、 ○ウ 御 簾 ど

も あ お や か に 、 几 帳 お し い で た る 下 よ り 、 い ろ い ろ の 衣 こ

ぼ れ い で 、 梅 、 桜 さ き た る に 、 う ぐ ひ す 木 伝 ひ な き た る を

見 せ て 、 『 こ れ を 見 る は う れ し な 』 と 、 の た ま ふ 」

○訳 【 もう一方から映っている姿をお見せになると、○ウ何

帳もの御簾が清々しく掛かり、几帳の下から様々な色彩の

衣がこぼれ出て、庭には梅や桜が咲いているところに鶯が

枝を伝って鳴いている光景であったのを見せて、『これを

見るのは本当にうれしいことですね』と仰った】

① 傍 線 ○ア

 

文 法 的 説 明 を し て み よ う 。

鋳

 

さ

 

せ

 

て

 

→ 鏡 は で つ く ら れ て い た 。

 

② 傍 線 ○イ

 

口 語 訳 を 埋 め て み よ う 。

③ 傍 線 ○ウ

 

ど の よ う な 姿 が 鏡 に 映 っ て い た ？

④ 「 鏡 」 は 姿 ・ 形 を 映 す だ け で は な か っ た ？

● 自 分 の 趣 味 は ？

● 自 分 の 得 意 ・ 苦 手 な こ と は ？

● 隣 の 人 は ど ん な ひ と ？

『 徒 然 草 』 よ り

高 倉 院 の 法 華 堂 の 三 昧 僧 、 な に が し の 律 師 と か や い ふ も

の 、 或 時 、 鏡 を 取 り て 、 顔 を つ く づ く と 見 て 、 我 が か た ち

の 見 に く く 、 あ さ ま し き 事 を 余 り に 心 う く 覚 え て 、 鏡 さ へ

う と ま し き 心 地 し け れ ば 、 そ の 後 長 く 鏡 を 恐 れ て 手 に だ に

取 ら ず 、 更 に 人 に ま じ は る 事 な し 。

賢 げ な る 人 も 、 人 の 上 を の み は か り て 、 己 れ を ば 知 ら ざ

る な り 。 我 を 知 ら ず し て 、 外 を 知 る と い ふ 理 あ る べ か ら ず 。

さ れ ば 、 お の れ を 知 る を 、 物 知 れ る 人 と い ふ べ し 。

○ア か た ち を 改 め 、 齢 を 若 く せ よ と に は あ ら ず 。 拙 き を 知

ら ば 、 な ん ぞ や が て 退 か ざ る 。 老 い ぬ と 知 ら ば 、 な ん ぞ し

ず か に 身 を 安 く せ ざ る 。 行 ひ お ろ か な り と 知 ら ば 、 な ん ぞ

こ れ を 思 ふ こ と こ れ に あ ら ざ る 。

① 「 徒 然 草 」 っ て 何 年 前 に 、 誰 が 書 い た ？

成 立 ・ ・

作 者 ・ ・

② 物 事 を よ く 知 っ て い る 人 は を よ く

知 っ て い る 人 で あ る 。

 

③ 傍 線 ○ア 「 か た ち を 改 め 、 齢 を 若 く せ よ 」 で は な く て 、

ど う す べ き だ と 言 っ て い る ？

メ モ 欄

18-7　授業解題

島名：グローバル・ヒストリー

教科（領域）：国語・理科・英語

単元（教材）：古典を科学する

対象：高校一年

授業者：川井亮先生（国語）、岡本幹先生（理科）、佐古孝義先生（英語）

1．グローバル・スタディーズの観点からみた本授業の「強み」

〇国語（古典）、英語、化学を横断するこの授業では、まず授業前半で古典の知識を用いて

文献を精読し、「鏡」が各時代に持った社会・文化的役割の比較を行った。さらに西洋の歴

史で「鏡」が登場するエピソードなども紹介することで鏡の役割の違いの東西比較が試みら

れた。それらを踏まえたうえで後半の理科の授業では、青銅鏡と現代の鏡をそれぞれ実際に

製作することによって、古典で理解した内容を実際に「触れて」体感するという試みがなさ

れた。

○本授業の強みの一つは、東洋・西洋はもとより多くの地域・文化圏で重要な意味を持つ

「鏡」に着目することで文化を時間軸と空間軸で比較的に論じるための足掛かりを築いて

いることにある。

〇その際、古典と英語に立脚する前半部分では鏡が含意する自己と他者の認知機能にまで

踏み込んでおり、それだけに高度に抽象的な概念の理解と操作が必要とされている。こうし

た取り組みは、時にアイデンティティ・クライシスを伴う現代のグローバル世界を生きるう

えでも有意義といえる。そのうえで本授業がグローバル・ヒストリーの一環として持つ特色

は、後半の理科の授業で銀鏡や古代の青銅鏡を実際に作らせることによって、理解を立体化

する、あるいは知識に「中身」を入れるという試みがなされていることである。これによっ

て、鏡という具体的なモノを通じて歴史・古典・英語・化学を相互関連的に理解するための

枠組みが設けられていた。

2．グローバル・スタディーズのカリキュラム開発にむけて 

〇本授業は鏡という古今東西の社会で重要な意味を持つモノに着目して多面的・分野横断

的なアプローチを図っているところに最大の特色があるが、その着想と方法において応用

性の高い授業といえる。鏡以外にも、例えば日時計や水時計をふくむ時計など、実用だけで

なく象徴的な意味も持つ様々なモノを題材とすることで様々な授業が可能になると思われ

る。

○また本授業をカリキュラムの一環として発展させていく可能性としては、鏡を題材とし

た授業を既に受けた生徒を対象として別の題材に取り組み、様々なモノが持つ技術的・文化

的背景をさらに多元的かつ比較的に理解していくというアプローチが考えられる。
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