
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
や
課
題
発
見
・
解

決
力
を
つ
け
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。具
体

的
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。
み
ん
な
で
課
題

を
話
し
合
う
に
は
、ま
ず『
自
分
の
考
え
を
も

つ
』こ
と
が
大
事
。
自
分
の
考
え
が
な
い
と
、意

見
を
述
べ
た
く
て
も
話
せ
な
い
よ
ね
。
だ
か
ら

授
業
で
は
、文
章
を
読
ん
で
考
え
を
も
つ
こ
と

か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。そ
の
う
え
で『
考
え
た
こ

と
を
も
と
に
話
し
合
う
』こ
と
を
し
ま
す
」

　

平
川
先
生
の
思
い
は
生
徒
に
す
ぐ
通
じ
た

わ
け
で
は
な
い
。１
年
生
の
授
業
で「
わ
か
り
ま

せ
ん
」と
答
え
た
男
子
に
、「
わ
か
り
ま
せ
ん
は

ダ
メ
」と
返
す
と
、彼
は「
わ
か
ら
な
い
こ
と
を

わ
か
ら
な
い
と
言
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
で
す

か
？
」と
困
惑
し
た
と
い
う
。平
川
先
生
は「
言

い
方
が
悪
か
っ
た
ね
」と
断
り
、「
わ
か
ら
な
い
は

考
え
る
こ
と
を
諦
め
る
こ
と
。
少
し
で
も
言
葉

に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
」と
呼
び
か
け
た
。

　

１
学
期
の
う
ち
は
、文
章
を
読
ん
で
自
分
の

考
え
を
も
つ
こ
と
に
、多
く
の
生
徒
が
手
こ
ず

っ
た
。人
前
で
発
表
さ
せ
て
み
て
も
、内
容
は
短

く
、本
人
は
す
ご
く
恥
ず
か
し
そ
う
。

　

け
れ
ど
も
、授
業
構
成
を
固
定
化
し
、単
元

ご
と
に
文
章
要
約
・
文
章
読
解
・
ス
ピ
ー
チ
を

く
り
返
す
と（
図
１
参
照
）、生
徒
た
ち
は
読
ん

で
考
え
て
話
し
合
う
こ
と
を
楽
し
む
よ
う
に

な
り
、発
表
も
い
き
い
き
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

平
川
先
生
が
授
業
構
成
で
意
識
し
て
い
る

点
は
３
つ
あ
る
。ひ
と
つ
は
、単
元
の
最
初
の
授

業
で「
文
章
を
読
ん
だ
あ
と
、最
後
に
○
○
の

テ
ー
マ
に
つ
い
て
自
分
が
考
え
た
こ
と
を
各
自

生徒を見取って授業をデザイン

わかりません、とすぐ思考停止してしまいがちな生徒にも、文章を読んだり意見を出し合ったりすることで
「思考を深める」ことの楽しさを届けたい。国語の授業でそんな深い学びに挑戦してきた先生の事例をご紹介します。

取材・文／松井大助
撮影／加来和博

　

今
年
度
か
ら
八
女
工
業
高
校
に
赴
任
し
た

平
川
先
生
は
、春
に
生
徒
に
対
し
て
感
じ
た
こ

と
が
あ
る
。「
自
分
の
考
え
を
言
葉
に
す
る
の
は
、

あ
ま
り
得
意
で
は
な
い
か
な
」と
い
う
こ
と
だ
。

　

八
女
工
業
高
校
は
、優
良
企
業
や
公
務
員

に
人
材
を
輩
出
し
て
い
て
、地
域
の
期
待
も
高

い
。
生
徒
も
就
職
に
向
け
て
一
生
懸
命
勉
強
す

る
。
だ
が
そ
ん
な
生
徒
た
ち
で
も
、国
語
の
授

業
で
意
見
を
求
め
る
と
「
わ
か
り
ま
せ
ん
」と

答
え
た
り
、単
語
で
た
ど
た
ど
し
く
答
え
る
。

　

似
た
よ
う
な
こ
と
は
前
任
校
で
も
あ
っ
た
。

生
徒
に
問
題
集
の
課
題
を
出
す
と
、選
択
肢
の

あ
る
問
題
は
で
き
て
も
、記
述
問
題
で
は
空
欄

が
目
立
っ
た
。
評
論
な
ど
の
文
章
の
読
み
方
は

表
層
的
で
、字
数
制
限
内
で
本
文
を
抜
き
出
す

問
題
で
は
、全
体
の
趣
旨
は
よ
く
わ
か
ら
な
い

ま
ま
、当
て
は
ま
る
箇
所
だ
け
探
そ
う
と
す
る
。

　

平
川
先
生
は
、こ
う
し
た
状
態
を
「
わ
か
ら

な
い
」の
で
は
な
く
て
「
考
え
て
い
な
い
」の
だ

と
と
ら
え
た
。「
文
章
を
読
ん
で
考
え
る
」楽
し

さ
や
、「
考
え
た
こ
と
を
表
現
し
、み
ん
な
と
話

し
合
っ
て
さ
ら
に
思
考
す
る
」面
白
さ
を
知
ら

な
い
か
ら
、本
当
は
も
っ
と
力
が
あ
る
の
に
、深

く
考
え
る
こ
と
を
面
倒
く
さ
が
っ
て
い
る
。

　

国
語
の
授
業
で
目
指
し
て
い
る
の
は
、生
徒

に
そ
の
壁
を
乗
り
越
え
て
も
ら
い
、思
考
力
や

表
現
力
を
一
段
高
め
る
こ
と
だ
。
そ
の
意
図
を
、

平
川
先
生
は
授
業
で
生
徒
に
こ
う
伝
え
て
い
る
。

「
今
の
社
会
で
は
、チ
ー
ム
で
協
力
し
て
課
題

を
解
決
し
て
い
く
力
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
は
国
語
の
授
業
で
、あ
な
た
た
ち
に
そ
の
た

八女工業高校（福岡・県立）

も
っ
と
深
く
考
え
ら
れ
る
は
ず
が

「
わ
か
ら
な
い
」と
答
え
て
し
ま
う

読
む
・
考
え
る
・
表
現
す
る

そ
の
サ
イ
ク
ル
で
学
び
を
深
め
る

子どものころは、図書館の本を全部
読もうとするほどの本好き。大学生
のときに、友人とともに塾を立ち上げ、
講師業務から入塾の面接まで、運
営全般に携わった。卒業後、講師を
経て、正規の教員に。現任校では研
修主任を務め、進路指導部にも所
属する。

国語
平川裕美子先生
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■ 八女工業高校（福岡・県立）

5月

【教材】論評「何のために『働く』のか」
【読み方】要約の仕方を学ぶ／本文のキーワードを探す／生徒一人ひとりの要約
を、まずはペアで、次に全体で検討する
【スピーチテーマ】この文章のキーワードを抜き出し、それについて思うことをスピー
チしよう（条件：自分の体験例を入れて意見を述べる）

9月

【教材】評論『水の東西』
【読み方】要約に改めて挑戦／要約をペアで、次に全体で検討
【スピーチテーマ】この文章の着眼点の面白さはどこにあると思うかスピーチしよう
（条件：本文を引用し、それが面白い理由も説明し、自分の意見も述べる）

11月

～

12月

【教材】小説『羅生門』
【読み方】朗読CDを聞きながら各自が疑問に思うことを３つ探す
グループでこの小説を読んで解決したい「疑問点」を決める
【スピーチテーマ】疑問点に対する答えを出したうえで、『羅生門』の主題について
考えよう（条件：表現面で気づいたことなど根拠を示しながら意見を述べる）

１時間目 ２時間目以降 単元ラストの時間

ス
ピ
ー
チ
し
ま
す
」と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
予
告
す

る
こ
と
だ
。
そ
う
す
る
と
、以
降
の
文
章
読
解

で
は
、各
生
徒
が
ス
ピ
ー
チ
テ
ー
マ
を
胸
に
き
ざ

み
、そ
の
点
を
自
分
の
頭
で
考
え
な
が
ら
主
体

的
に
文
章
を
読
む
よ
う
に
な
る
。

　

２
つ
目
は
、文
章
の
読
み
方
や
意
見
の
組
み

立
て
方
に
つ
い
て
は
、さ
ま
ざ
ま
な
手
法
を
段

階
的
に
学
ん
で
い
く
こ
と
だ（
図
２
参
照
）。

　

３
つ
目
は
、ス
ピ
ー
チ
の
評
価
・
振
り
返
り
を

必
ず
行
い
、活
動
自
体
が
目
的
に
な
ら
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
だ
。
授
業
で
何
を
得
た
か
、何

が
ま
だ
足
り
な
い
か
を
明
確
に
意
識
さ
せ
た
。

　

11
月
か
ら
取
り
組
ん
だ
小
説『
羅
生
門
』で

は
、生
徒
た
ち
が
読
ん
で
疑
問
に
思
っ
た
点
を

あ
げ
、次
に
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
、班
ご
と
に

一
番
解
決
し
た
い
疑
問
を
絞
り
込
ん
だ
。
そ
れ

ら
の
疑
問
点
は
、平
川
先
生
が
問
い
た
か
っ
た

発
問
と
見
事
に
重
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
う
え

で
、時
間
を
か
け
て
本
文
を
読
み
込
み
、グ
ル
ー

プ
ご
と
に
、根
拠
に
も
と
づ
い
て
疑
問
点
を
解

消
す
る
こ
と
に
挑
戦
し
た
。

　

迎
え
た
単
元
最
後
の
授
業
。
前
か
ら
設
定

さ
れ
て
い
た
テ
ー
マ
、「
羅
生
門
の
主
題
は
何

か
」に
つ
い
て
各
自
が
ス
ピ
ー
チ
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
生
徒
た
ち
は
ま
ず
、ペ
ア
を
組
ん
で
発
表

し
合
い
、ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
を
使
っ
て
相
手
の「
話

し
方
」「
内
容
」を
A
B
C
で
評
価
し
た
。
平
川

先
生
が「
も
う
ち
ょ
っ
と
な
部
分
に
C
を
つ
け

る
の
は
相
手
へ
の
思
い
や
り
で
プ
レ
ゼ
ン
ト
」と

再
三
言
っ
て
き
た
の
で
、余
計
な
気
遣
い
は
い
ら

な
い
。
次
い
で
、高
評
価
だ
っ
た
数
名
が
み
ん
な

の
前
で
ス
ピ
ー
チ
を
し
た（
図
３
参
照
）。

　

そ
れ
を
受
け
て
平
川
先
生
が
ま
と
め
る
。

 

「
場
所
は
平
安
京
の
入
り
口
、時
刻
は
暮
れ
方
、

主
人
公
は
大
人
と
子
ど
も
の
過
渡
期
。共
通
す

る
の
は
ど
ん
な
設
定
？　

境
界
線
。
で
は
何
の

境
界
線
？　

そ
う
な
ん
だ
よ
ね
。
作
者
の
芥
川

が
書
き
た
か
っ
た
の
は
善
と
悪
の
境
界
線
。
本

当
の
名
前
は
羅
城
門
な
の
に
羅〝
生
〞門
に
し
た

の
は
？　

生
き
る
こ
と
を
描
き
た
か
っ
た
か
ら
だ

ね
。
み
ん
な
が
発
表
し
て
く
れ
た
よ
う
に
、人
間

は
善
と
悪
の
境
界
を
生
き
て
い
る
。
ま
わ
り
に

影
響
さ
れ
る
弱
い
一
面
も
あ
る
。そ
の
な
か
で
何

を
ど
う
判
断
し
、ど
う
生
き
て
い
く
の
か
。そ
う

し
た
こ
と
が
羅
生
門
の
主
題
と
い
え
ま
す
ね
」

各学科の特色を生かした資格取得に力を入れており、も
のづくりコンテスト、ロボット競技など各種大会に積極的
に参加し、九州大会や全国大会にも出場。工業系の生
徒の資格・検定合格および競技会などの成績をもとに
表彰する「ジュニアマイスター顕彰制度」では、９年前に
前期日本一になり、以来全国屈指の成績を収めている。
近年は毎年就職率100％を実現。公務員になる生徒も
多い。

電子機械科・自動車科・電気科・情報技術科・土木科・
工業化学科／1920年創立
生徒数（2016年度）715人（男子602人・女子113人）
進路状況（2015年度実績）
大学8人・短大1人・専門学校19人・就職205人
〒833-0003　福岡県筑後市羽犬塚301-4

 0942-53-2044
 http://yameth.fku.ed.jp/

図1 授業構成の型（１年生「国語総合」の単元の流れ）

図2 読み方や意見の組み立て方の段階的な学習

図3 生徒のスピーチ抜粋

私は、羅生門の主題について、人間のもつ善と悪の両方を表していると考えました。
その根拠は、下人の、死人の髪の毛を抜く老婆への憎悪が善、老婆から追いはぎを
することが悪だと思ったからです。（後略）

私は、羅生門の主題について、人間の気持ちは他人の影響を受けやすいと考えまし
た。その根拠は、原典の今昔物語集では男が取った行動を淡 と々書いているのに対
し、羅生門では場面場面の心情描写が細かく書かれているからです。（後略）

私は、羅生門の主題について、人の心は、まわりの環境や他人の言葉でどうにでも
変わってしまうのだと学びました。その根拠は、本文で描かれている舞台は、天災など
で荒れはてた京都で、悪を憎む心をもつ下人でさえも悪に染まったのは…（中略）自
分の言葉で相手の心が良くも悪くもなるので、発言には十分に気をつけたいです。

私は、羅生門の主題について、迷いがあるために与えられる第三者からの影響だと
思いました。（中略）私は、自分の考えをしっかりともたず、迷ったあげく、判断を他人に
任せる部分があります。私はこのままだと、自分の人生を他人にコントロールされてし
まう可能性があることに気づきました。

私は、羅生門の主題について、つらいときこそ踏ん張ることが大切だと思いました。
（中略）私も、きついことや辛いことがあったときに、逃げたことがあります。でもそのあ
とは後悔や言い訳しか残らず、すっきりしませんでした。やり遂げたときや我慢できたと
きは、達成感や充実感が自分のなかに残りました。これから大変なことがあっても、中
途半端に投げたりせずに、自分自身の成長につなげていきたいと思います。

※読み方やスピーチの意見の組み立てについては、赤字部分のように段階的に経験値を上げていく

要約（＋疑問点探し）
※本文を読み、ワークシートを参考に、各自
要約をしたり、グループで「この文章で考え
たい疑問点」をあげたりする

本文読解
ワークシートをもとに本文読解。

ワークシートで取り組
んだことは、単元の
最後にスピーチする
テーマについて、生
徒自身が考えを深め

るための材料にもなる（次ページHINT＆
TIPS参照）
※羅生門の「ワークシート一式」「生徒によ
る疑問点一覧」「スピーチ評価シート」につ
いては

ペアでスピーチ
ペアでスピーチ
し合うことを相
手を替えて２回
行う

相互評価
「話し方」と「内
容」両面をシー
トを使って相互
評価

全体発表
机間巡視中に、相互
評価のポイントが高か
った生徒を確認。数名
を指名し、全体に対す
るスピーチを求める

スピーチテーマ設定
※初回で使うワークシートに、単元の最後
の授業で生徒一人ひとりがスピーチするこ
とになるテーマを提示

生徒がグループごとにあ
げた疑問点は、後日用紙
にまとめて配布。

※ダウンロードサイト：リクルート進学総研 ＞＞ 発行メディアのご紹介 ＞＞ キャリアガイダンス（Vol.416）55 2017 FEB. Vol.416
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「
授
業
が
よ
く
わ
か
ら
な
く
て
苦
し
い
、と
い
っ

た
思
い
を
生
徒
に
さ
せ
た
く
な
い
」

　

国
語
の
教
師
に
な
っ
た
と
き
、平
川
先
生
が

第
一
に
目
指
し
た
の
は
そ
の
こ
と
だ
っ
た
。学
校

の
現
場
で
、学
び
が
深
ま
る
ほ
ど
自
分
に
自
信

を
も
ち
、大
き
く
変
化
す
る
と
い
う
生
徒
の
成

長
の
さ
ま
を
見
る
に
つ
け
、「
授
業
の
責
任
と

可
能
性
」を
強
く
感
じ
た
か
ら
だ
。

　

大
学
を
卒
業
し
た
の
は
、教
員
採
用
が
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
時
期
。
ま
ず
は
講
師
と
し
て
勤

務
し
た
。
１
校
目
は
現
任
校
で
も
あ
る
八
女
工

業
高
校
で
、こ
こ
で
平
川
先
生
は
、理
想
を
な

か
な
か
実
現
で
き
な
い
壁
に
ぶ
つ
か
る
。
工
業

高
校
で
、卒
業
後
は
就
職
が
一
般
的
な
の
で
、

生
徒
の
な
か
に
は
専
門
教
科
に
力
を
入
れ
、国

語
に
は
興
味
を
示
さ
な
い
子
が
い
た
。
進
学
し

な
い
の
で「
入
試
に
出
る
よ
」と
い
う
発
破
も
か

け
ら
れ
な
い
。そ
う
い
う
生
徒
に
、国
語
を
学
ぶ

意
義
と
面
白
さ
を
届
け
た
か
っ
た
。

　

平
川
先
生
は
、韻
を
踏
む
漢
詩
の
授
業
に
、

流
行
っ
て
い
た
ラ
ッ
プ
を
取
り
入
れ
る
な
ど
、授

業
を
い
か
に
生
徒
や
社
会
と
結
び
つ
け
る
か
を

模
索
し
た
。

　

講
師
３
校
目
で
は
、企
業
研
修
に
行
っ
た
同

僚
の
先
生
の
話
か
ら
、新
た
な
ヒ
ン
ト
を
得
た
。

「
そ
の
先
生
は
、商
品
の
箱
詰
め
作
業
を
し
た

そ
う
で
、『
ど
の
時
間
ま
で
に
い
く
つ
を
何
の
た

め
に
箱
詰
め
す
る
の
か
は
わ
か
ら
ず
、た
だ
や

ら
さ
れ
て
つ
ら
か
っ
た
』と
言
う
の
で
す
。
学
校

の
授
業
も
、全
体
が
見
え
な
い
ま
ま
そ
の
場
そ

の
場
で
読
む
こ
と
や
覚
え
る
こ
と
を
や
ら
さ
れ
、

な
お
か
つ
そ
れ
が
ど
う
役
立
つ
か
も
わ
か
ら
な

か
っ
た
ら
、生
徒
に
と
っ
て
は
つ
ら
い
だ
け
な
の

で
は
な
い
か
、と
思
っ
た
の
で
す
」

　

だ
か
ら
、今
か
ら
の
時
間
を
何
の
た
め
に
ど

う
使
う
の
か
、全
体
を
貫
く
骨
子
が
生
徒
に
も

わ
か
る
よ
う
な
授
業
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
う
し
て
正
規
採
用
と
な
っ
た
前
任
校
か

ら
始
め
た
の
が
、ス
ピ
ー
チ
を
す
る
授
業
だ
っ
た
。

　

前
任
校
で
は
ま
た
、生
徒
が
新
聞
記
事
を

読
み
、要
約
し
て
自
分
の
意
見
も
足
し
た
う
え

で
、ニ
ュ
ー
ス
キ
ャ
ス
タ
ー
の
よ
う
に
読
み
上
げ

る
、と
い
う
授
業
も
実
践
。
そ
の
授
業
を
行
う

際
は
、「
新
聞
を
読
む
こ
と

≒

社
会
の
出
来
事

に
関
心
を
も
つ
こ
と
」が
文
章
の「
読
解
力
」と

ど
う
つ
な
が
る
か
も
き
ち
ん
と
説
明
し
て
い
る
。

　

右
の
ス
ラ
イ
ド
を
示
す
と
、生
徒
た
ち
は
本

文
に
書
か
れ
て
な
い
映
画
館
の
設
定
も
読
み
取

る
の
だ
が
、そ
れ
は
知
識
に
支
え
ら
れ
た
〝
思

考
の
枠
組
み
〞が
す
で
に
あ
る
か
ら
。同
じ
よ
う

に
、ニ
ュ
ー
ス
に
ふ
れ
て
世
間
の
話
題
を
知
り
、

新
た
な
思
考
の
枠
組
み
を
得
る
と
、さ
ま
ざ
ま

な
文
章
を
よ
り
正
確
に
読
み
取
れ
る
。
だ
か
ら

「
社
会
の
こ
と
に
も
ア
ン
テ
ナ
を
張
ろ
う
」と
。

授
業
が
で
き
る
ま
で

1 発表に対する条件や評価項目を工夫し
自分に結びつけて読んで考えることを促す

読んだことや調べたことの発表では、既存情報を抜き出しただけ
で、生徒自身はどう思うか「考える」ことをせずに終わることがある。
だから平川先生は、発表に「体験例を入れる」「根拠を明らかに
する」などと条件をつけたり、評価項目に「自分なりの考えが入っ
ているか」を入れたりしている。

2 今回の教材で一番考えてほしいことを
根拠にもとづき生徒自身が考えるように導く

平川先生は教材で一番考えてほしいこと（例：羅生門の主題）
をまず設定し、「そこを生徒が自分で考えるには足がかりとして何
を思考すればいいか」（例：原典との違い）を思い描き、ワークシ
ートを作る。生徒はシートに取り組むと最終テーマを考えるヒント
を自分で発見していけるので、謎解きのような感覚を味わう。

3 学び合いや生徒のアウトプットの共有で
生徒同士で思考を深めていく機会を増やす

スピーチの授業でも新聞記事の授業でも、生徒たちは意見を出
し合い、話し方やその内容をお互いに評価までする。また、代表
に選ばれた生徒の発表内容は、原稿起こしをさせて配布して共
有もする。そのように授業でさまざまな人の意見や見方にふれて
思考を深めることも、平川先生は大事にしている。

4 生徒の実態をつかんだうえで
その生徒たちに必要だと思う授業を展開

平川先生は、生徒に合わせて授業を変えている。八女工業高
校では、新聞を読む授業を３年生に実施。「社会に出る前に専
門性だけでなく視野も広げてほしい」ためだ。一方、普通高校で
は同じ授業を１年生に行った。「早めに社会に目を向けさせて進
路選択の幅を広げ、キャリア教育につなげる」ためだ。

生徒がニュースキャスターに扮する授業は、１コマを①新聞記
事の要約＋意見（15分）、②グループ内で原稿読み上げ→
相互評価→代表者選考（25分）、⑤全体発表（10分）という
構成で実施。そのなかで要約の仕方、意見の組み立て方（小
論文の型）、伝え方などを段階的に学ぶ。ワークシートや評価
シート 。

読解力の源を体感できるスライド。生徒はこの文から、場所は
「映画館」、ヒロとアヤカは「カップル」で、お金を受け取らない
のは「おごりたい」から、アヤカが買ったジュースをヒロが喜ん
で受け取ったのは「お礼と感じたから」と、書かれていない情
報まで読み取る。文章読解力や思考力の根底には知識に支
えられた思考の枠組みが必要であることを伝えるための説明。

授
業
の
活
動
の
意
義
を

生
徒
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に

　僕が平川先生から一番影響を受けたのは、授業をどのようにデ
ザインするかです。積極的に動かないと、何も変わらないんだと実感
しました。本校では生徒から授業アンケートを取っているのですが、
今年度は、研修主任である平川先生が教科ごとに細かく分析して
グラフ化してくださったんですよ。本当にすごいなと思いました。
　授業の話もよくします。卒業したら社会に出る生徒が多い学校
では、入試対策の授業が中心になると実用的ではないと思いま
す。生徒が学ぶことを楽しめるようにしたくて、例えば僕の授業で
は、会話を通して嘘つきを当てる「ワンナイト人狼」というゲームを英
語でしています。ただ、やりっぱなしの活動では何が目的なのかわか
らなくなります。その活動の何をどう評価するのか、考えることも大
事。そうしたことも含めて、教科の枠を越えて話し合っています。

英語科
堤 健太郎先生

活動をやりっぱなしで
終わらせないために

■ INTERVIEW
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授業で生徒につけたい力

知識 能力 意欲・態度

つ
け
た
い
力

小説・評論などの読み方
・ 表現法（比喩・擬人法）
・ 風景描写＝心情描写
・ 新聞の紙面構成、面立て
語彙
文学史
社会についての幅広い知識

想像力／考え抜く力
・ 授業で文章を読み、物事を心に思い浮かべた
り、根拠をもって推し量ったりする（想像力）
・ 授業で文章を読み、疑問点をあげ、その疑問を
みんなで話し合って解消していく
要約力／伝える力／傾聴力
・ 授業で文章を要約し、自分の意見を加えて原稿
にまとめ、生徒同士で発表と傾聴をする

文章を読むのが面白いという感覚
・ 文章を読んで気づきを得る面白さを味わう
自分の意見をもち、伝える楽しさ
・ 意見を述べて理解されたときの嬉しさを体感
人の意見を聴くことの楽しさ
・ 人の意見から気づきを得る楽しさを味わう
社会に目を向ける態度

そ
の
力
が
将
来
に

ど
う
生
き
る
？

物語の表現意図を読み取れる
・ 小説や映画やドラマなどを、作者がその表現に
込めた意図を読み取って一層楽しめる
情報収集が的確にできる
・ ニュースを理解することや、仕事相手や友人のメ
ッセージを的確に読み取ることができる
文章や社会事象への理解力が高まる
・ 文章の読解力も、社会に対する理解力も高まる

見通しをもった行動ができる
・ さまざまな資料をもとに根拠をもって先のことを
予測し、見通しをもって行動できる
チームで課題発見・解決に取り組める
・ 課題を見つけ仲間と話し合って解決していける
人と向き合う柔軟性が高まる
・ 主張もすれば他の意見にも耳を傾け、思いを共
有したり立場の違いを理解したりしていける。

読書や表現を楽しんでいける
語彙力を伸ばすエネルギーになる
・ 読むことや聴くこと、伝えることをもっと楽しむため
に、語彙を増やしたくなる
より良い社会を構築していける
・ 社会に関心をもち、自分ごととしてとらえて、より
良い社会の構築を目指すことができる

発
表
が
一つ
も
な
く
、『
自
分
の
言
葉
で
考
え
を

話
そ
う
と
し
て
い
る
』の
が
伝
わ
っ
て
き
た
」

　

さ
っ
そ
く
平
川
先
生
は
そ
の
コ
メ
ン
ト
を
生

徒
た
ち
と
も
シ
ェ
ア
し
て
称
賛
し
た
。

 

「
み
ん
な
す
ご
く
上
手
に
な
っ
た
よ
ね
。
そ
う

し
て
自
分
の
考
え
を
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
か
ら
、も
っ
と
伝
え
合
っ
て
磨
き
合
え
ば
、よ

り
考
え
を
深
め
て
い
け
る
と
思
う
よ
」

　

平
川
先
生
が
授
業
を
し
て
い
て
嬉
し
く
な

る
の
は
、こ
の
よ
う
な
活
動
を
通
し
て
「
生
徒

た
ち
が
自
信
を
も
て
た
と
き
」だ
と
い
う
。

 
「
生
徒
が『
で
き
た
』と
感
じ
た
と
き
。読
め
た

と
か
話
せ
た
と
か
。一
番
は『
わ
か
っ
た
！
』と
思

え
た
と
き
で
す
ね
。
そ
の
楽
し
さ
を
知
っ
た
こ

と
で『
も
っ
と
読
み
た
い
』『
も
っ
と
話
せ
る
よ
う

に
な
り
た
い
』と
な
っ
て
ほ
し
い
。
国
語
の
授
業

が
、生
徒
が
自
ら
学
ぼ
う
と
す
る
そ
の
足
が
か

り
に
な
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

生
徒
の
ほ
う
も
手
ご
た
え
を
感
じ
て
い
る

よ
う
だ
。
小
説『
羅
生
門
』を
読
ん
で
考
え
て

　

ス
ピ
ー
チ
や
ニ
ュ
ー
ス
キ
ャ
ス
タ
ー
の
授
業
に

取
り
組
む
と
、前
任
校
で
も
今
の
学
校
で
も
、

明
ら
か
な
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

テ
ス
ト
や
宿
題
で
は
、記
述
式
の
問
題
へ
の

無
回
答
率
が
大
幅
に
減
少
。
ス
ピ
ー
チ
の
授
業

に
取
り
組
ん
だ
１
年
生
は
、半
年
で
全
国
模
試

の
偏
差
値
も
ア
ッ
プ
し
、上
位
層
に
食
い
込
む

生
徒
が
増
え
た
。
今
の
高
校
で
は
、３
年
生
の

選
択
科
目「
国
語
表
現
」で
、ニ
ュー
ス
キ
ャ
ス
タ

ー
に
扮
す
る
授
業
を
実
施
。
そ
の
経
験
を
、就

職
の
試
験
や
面
接
で
生
か
す
こ
と
も
で
き
た
と

い
う
。
ま
た
、授
業
を
見
学
し
た
教
育
関
係
者

か
ら
は
、こ
ん
な
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

 

「『
情
報
を
ま
と
め
た
原
稿
を
読
む
だ
け
』の

き
た
１
年
生
は
、授
業
の
振
り
返
り
シ
ー
ト
に
、

次
の
よ
う
な
記
述
を
残
し
て
い
る
。

 

「
よ
く
考
え
て
読
ま
な
い
と
解
決
で
き
な
か
っ

た
。
疑
問
点
を
自
分
た
ち
で
考
え
、解
決
し
た
。

こ
ん
な
授
業
は
初
め
て
で
と
て
も
楽
し
か
っ
た
」

 

「
い
ろ
い
ろ
な
人
と
意
見
を
出
し
合
い
、共
有

す
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

い
ろ
い
ろ
な
表
現
の
仕
方
や
、新
し
い
言
葉
と

出
会
う
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
」

 

「
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
わ
か
る
こ
と
が
で

き
た
。
ど
の
班
も
話
し
合
い
で
い
い
答
え
を
出

せ
て
い
た
の
で
ま
た
次
も
し
た
い
と
思
っ
た
」

 

「
ま
だ
解
決
で
き
て
い
な
い
疑
問
も
あ
る
の
で
、

も
っ
と
細
か
い
部
分
ま
で
読
ん
で
解
決
し
た
い
」

 

「
こ
れ
か
ら
も
っ
と
他
の
文
学
作
品
も
自
分
で

読
ん
で
い
き
た
い
」

　

生
徒
が
深
く
読
ん
で
深
く
思
考
し
た
く
な

る
よ
う
な
授
業
を
目
指
し
て
、教
材
を
再
構

築
す
る
。
平
川
先
生
は
そ
の
授
業
準
備
を「
ひ

と
つ
の
作
品
づ
く
り
」と
感
じ
て
い
る
と
い
う
。

生
徒
は
こ
う
変
わ
る

■ INTERVIEW 読
ん
で
話
し
合
う
こ
と
で

思
考
を
深
め
て
い
く

選
択
科
目「
国
語
表
現
」を
学
ん
で
い

る
３
年
生
の
皆
さ
ん

――記事を要約し、自分の意見も入れて、原稿を
読み上げる。最初からうまくできました？
「最初のころは、自分の意見は『何々がいいと思う』
とか、そこらへんまでしか出てこなかったんですけれ
ど、回数を重ねるうちに、記事を要約するなかで『こ
ういうところが問題』とか浮かんできて、書けるように
なりました」
「賛成・反対を言ってから理由を述べるとか、意見
の組み立て方もいくつか学んだのですが、それに当
てはまらないパターンも出てくるので、そのときはまた
自分なりに考えました」
――人前で読み上げるのはどうでしたか？
「はじめはガチガチに緊張しました」
「恥ずかしくて抵抗があったんですけれど、数をこな
すうちに楽しくなってきました」
――何が楽しいのでしょう？
「自分が一番伝えたいことを原稿にして、それを話し
たら、相手に理解してもらえた、というのが、面白くな
ってきたんです」
「就職したら人前で話す機会も増えるし、自分のプ
ラスにもなっていると思います」
――読むときに気をつけていることは？
「相手にわかりやすい言葉で伝えることです」
「抑揚とか、イントネーションです」
「まわりを見て、気持ちを伝えることです」

伝えたくて原稿にしたことを
理解してもらえると楽しい
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