
　

点
数
序
列
主
義
に
迎
合
せ
ず
、一
人
ひ
と

り
の
か
け
が
え
の
な
い「
個
」を
大
切
に
す
る

教
育
を
目
指
し
て
設
立
さ
れ
た
自
由
の
森

学
園
。
１
９
８
５
年
の
創
立
当
初
か
ら
、暗

記
重
視
で
は
な
く
対
話
に
よ
り
考
え
る
授

業
を
実
施
し
、評
価
は
点
数
で
は
な
く
教
員

の
記
述
、学
び
の
成
果
は
テ
ス
ト
で
は
な
く

作
品
や
レ
ポ
ー
ト
で
表
現
す
る
教
育
を
実
践

し
て
い
る
。

「
本
校
で
生
徒
に
得
て
ほ
し
い
の
は
点
数
で

は
な
く
、自
分
の
立
ち
位
置
を
見
つ
け
る
こ

と
で
す
。
学
校
と
は
、今
自
分
は
ど
こ
に
立
っ

て
い
て
、ど
こ
を
目
指
し
て
い
く
か
を
探
る
場

所
と
い
う
の
が
本
校
の
考
え
方
で
す
」（
中
学

校
教
頭
日
本
語
科
・
山
口
大
貴
先
生
）

　

生
徒
は
す
べ
て
の
教
科
で
徹
底
的
に
自
分

と
向
き
合
い
、そ
れ
を
言
葉
に
す
る
学
び
を

体
験
し
て
い
る
。「
日
本
語
」科
は
、そ
の
基

礎
を
担
う
教
科
だ
。

　

日
本
語
科
の
授
業
で
は
、単
元
ご
と
に
自

分
の
考
え
を
文
章
化
し
た
作
品
を
作
る
こ

と
を
ゴ
ー
ル
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
至
る
ま
で

は
、ま
ず
単
元
ご
と
に
教
材
を
深
く
読
み
込

み
、内
容
に
つ
い
て
議
論
し
た
り
仲
間
と
対

話
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
こ
か
ら
生
ま

れ
た
自
分
の
考
え
を
文
章
に
し
て
提
出
。
最

初
は
下
書
き
で
、先
生
か
ら
意
見
を
も
ら
い
、

ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
し
て
い
く
。

「『
自
分
の
言
葉
で
自
分
を
語
る
』と
は
、思

い
込
み
で
書
く
の
で
は
な
く
、他
者
に
伝
わ

　

１
９
９
１
年
以
来
、「
国
語
」科
と
は
呼
ば

ず
、国
と
は
切
り
離
し
て
「
自
分
た
ち
の
言

葉
」と
し
、さ
ま
ざ
ま
な
文
章
を
通
し
て
自

己
を
考
え
る
教
科
と
し
て
「
日
本
語
」科
と

呼
ん
で
い
る
。
教
科
目
標
は「
自
分
の
言
葉

で
自
分
を
語
る
〜
言
葉
に
よ
る
自
己
表
現

の
追
求
」。
市
販
の
教
科
書
や
文
科
省
の
指

導
書
に
頼
り
き
ら
ず
、授
業
を
通
し
て
生
徒

が
本
質
的
に
自
分
を
問
う
よ
う
に
、教
員
チ

ー
ム
で
教
材
選
び
か
ら
授
業
の
組
み
立
て
ま

で
行
っ
て
い
る
。

「
自
分
を
語
る
」と
は
自
分
の
考
え
を
文
章

化
し
て
い
く
作
業
だ
が
、ま
ず
は
文
学
作
品

や
評
論
、古
典
な
ど
自
分
の
外
に
あ
る
も
の

ご
と
、さ
ら
に
は
そ
れ
ら
に
対
す
る
他
者
の

意
見
の
受
信
が
必
要
だ
。
他
者
の
考
え
を
受

信
す
る
と
き
に
ど
の
よ
う
な
力
が
自
分
に
働

く
か
を
感
じ
取
り
、受
信
し
た
も
の
を
一
旦

壊
し
て
み
て
再
構
築
す
る
こ
と
で
、「
自
分
」

を
見
つ
け
て
い
く
。
そ
の
た
め
、「
書
く
」「
話

す
」だ
け
で
な
く
、「
読
む
」「
聞
く
」も
同
様

に
重
視
し
て
い
る
。

国
語
で
は
な
い「
日
本
語
」科
で

自
分
の
言
葉
を
見
つ
け
て
い
く

生
徒
一
人
ひ
と
り
と
教
員
が

１
対
１
で
徹
底
的
に
向
き
合
う

言
葉
に
す
る
力
を
育
む
高
校
事
例
生
徒
た
ち
が
自
分
の
内
面
と
向
き
合
う
こ
と
で
、「
私
だ
け
の
言
葉
」
を
見
つ
け
出
し
、

言
語
化
す
る
授
業
を
教
科
や
探
究
で
実
践
し
て
い
る
学
校
の
取
組
を
紹
介
し
ま
す
。

取材・文／長島佳子

単元ごとに自分の考えを文章にした作品を、クラスごとに冊子
にまとめた作品集。表紙は生徒たちがイラストを描いて作成
する場合もある。

原稿用紙にびっしりと綴られた生徒たちの文章。単元のテー
マに対する自分の考え、そこから見出した自身の内なる思い、
今後どう生きていきたいかなどが表現されている。
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り
、心
に
響
く
言
葉
に
な
っ
て
い
る
か
が
重
要

で
す
」（
山
口
先
生
）

「
こ
の
表
現
で
本
当
に
自
分
の
言
い
た
い
こ

と
が
語
れ
て
い
る
の
か
」「
こ
の
主
述
は
ず
れ

て
い
な
い
か
」「
こ
の
視
点
は
面
白
い
」な
ど
、

検
討
す
べ
き
点
と
良
い
点
の
双
方
に
つ
い
て

先
生
と
個
々
の
生
徒
の
１
対
１
の
や
り
と
り

で
行
わ
れ
て
い
る
。
手
間
は
か
か
る
が
、先
生

と
一
緒
に
生
徒
が
じ
っ
く
り
自
身
と
向
き
合

う
こ
と
で
、最
初
は
自
分
の
意
見
を
う
ま
く

外
に
出
せ
な
か
っ
た
り
、文
章
化
で
き
な
か
っ

た
り
し
た
生
徒
た
ち
が
、自
信
を
も
っ
て
自

分
を
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　

最
終
的
に
完
成
し
た
文
章
は
ク
ラ
ス
ご
と

に
作
品
集
と
し
て
冊
子
化
し
、全
員
で
共
有
。

ほ
か
の
生
徒
の
考
え
や
ま
と
め
方
か
ら
刺
激

を
受
け
、「
次
は
自
分
も
こ
の
よ
う
に
書
け
る

よ
う
に
な
り
た
い
」と
い
う
原
動
力
に
な
る
。

　

単
元
ご
と
に
作
品
集
を
作
る
サ
イ
ク
ル
を

繰
り
返
す
こ
と
で
、自
分
に
つ
い
て
考
え
表
現

す
る
精
度
が
高
ま
り
、自
己
の
あ
り
方
を
生

徒
た
ち
は
見
つ
け
て
い
く
。
こ
う
し
た
教
育
の

結
果
、他
者
に
心
の
あ
り
か
を
委
ね
ず
自
立

し
た
個
を
も
ち
、表
現
力
が
豊
か
な
生
徒
た

ち
が
育
っ
て
い
る
。

「
た
だ
、卒
業
し
た
直
後
は
、本
校
と
世
の

中
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
て
い
る

卒
業
生
も
い
ま
す
。
実
際
の
世
の
中
は
、徹

底
的
に
向
き
合
っ
て
く
れ
る
大
人
が
少
な
か

っ
た
り
、他
者
の
流
れ
に
合
わ
せ
れ
ば
良
い
と

い
う
感
覚
の
方
が
多
い
か
ら
で
す
」（
日
本
語

員
が
ス
ト
イ
ッ
ク
に
独
自
の
授
業
ス
タ
イ
ル
を

貫
い
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
。
今
は
若

手
も
ベ
テ
ラ
ン
も
共
に
教
科
横
断
で
、教
員

チ
ー
ム
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
チ
ー
ム

な
ら
お
互
い
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
す
こ
と
が
で

き
、若
手
か
ら
学
ぶ
こ
と
も
多
い
で
す
。
あ
ら

ゆ
る
人
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
姿
勢
や
、い
ろ
い

ろ
な
方
法
を
試
そ
う
と
す
る
若
手
の
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
さ
に
は
圧
倒
さ
れ
ま
す
。
そ
の
柔
軟

な
対
応
力
が
、厚
い
生
徒
の
殻
を
、無
理
矢
理

で
は
な
く
破
っ
て
い
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま

す
」（
山
口
先
生
）

　

同
校
の
点
数
序
列
に
迎
合
し
な
い
教
育
に

つ
い
て「
自
由
の
森
学
園
だ
か
ら
で
き
る
」と

他
校
か
ら
言
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

「
本
校
の
取
組
が
す
べ
て
と
は
思
っ
て
い
ま
せ

ん
。
他
校
の
先
生
た
ち
と
も
っ
と
交
流
し
て
、

生
徒
が
自
分
の
あ
り
方
を
見
つ
け
ら
れ
る
教

育
に
つ
い
て
一
緒
に
学
び
合
え
た
ら
い
い
で
す

ね
」（
土
方
先
生
）

科
・
土
方
真
知
先
生
）

　

し
か
し
、前
述
の
よ
う
に
読
む
力
や
受
信
力

を
磨
い
て
き
た
卒
業
生
た
ち
は
、世
の
中
を
読

み
込
み
、見
極
め
る
力
も
身
に
つ
い
て
い
る
。

「
卒
業
し
て
２
年
目
く
ら
い
に
な
る
と
前
向

き
に
諦
め
る
よ
う
で
す
。与
え
ら
れ
た
環
境
の

な
か
で
、世
の
中
の
流
れ
に
の
る
の
で
は
な
く
、

そ
こ
で
自
分
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え
て
行

動
し
て
い
く
。自
然
に
た
く
ま
し
く
成
長
し
て

い
く
卒
業
生
が
多
い
で
す
ね
」（
土
方
先
生
）

　

先
生
た
ち
が
近
年
課
題
と
感
じ
て
い
る
の

は
、文
章
を
添
削
さ
れ
る
と
自
分
を
否
定
さ

れ
て
い
る
と
感
じ
る
生
徒
や
、教
員
受
け
す

る
よ
う
な
答
え
を
出
そ
う
と
す
る
生
徒
が

増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
生
徒

た
ち
に
、可
能
性
を
閉
じ
さ
せ
ず
、自
分
と

向
き
合
う
こ
と
の
意
味
を
伝
え
る
方
法
を

模
索
す
る
た
め
に
、授
業
や
生
徒
へ
の
向
き

合
い
方
も
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
。

「
教
育
目
標
は
同
じ
で
も
、昔
は
個
々
の
教

世
の
中
に
迎
合
せ
ず

た
く
ま
し
く
個
性
を
発
揮
す
る

生
徒
の
変
化
と
と
も
に

教
員
に
も
変
化
が
必
要

単元は説明文や古文など通
常の国語科に含まれる内容を
網羅しつつ、文学作品の授業
を重視している。

書いた文章について、語り切れ
ていないこと、独特な視点で書
けていることなど、一人ひとり個
別に先生から意見をもらう。

完成した文章を作品集としてクラス
でまとめた段階で、仲間の作品につ
いて寸評を書き合う。人の作品から
の刺激が成長の原動力となる。

単元の教材本文を読み込
み、クラスで議論したり、仲間
と対話したりすることで、内容
への理解を深める。

作品集が完成すると次の
単元へ。このサイクルを全
単元で繰り返していく。

納得のいく文章になるまで自分と向
き合い、先生とのやりとりを繰り返し、
文章を完成。クラスで作品集を作る。

教材の内容を理解したうえ
で、そこから自分が感じたこ
と、考えたことについて文章
で表現していく。

写真左から、中学校教頭 日本語科・山口大貴
先生、日本語科・土方真知先生

1985年創立／全日制課程普通科。「人間の自立と自由への教育を追求する深い知性・高い表現・等身大の体験」を教
育理念に、点数序列主義に迎合しない独特の教育を進める。高校では100以上の選択講座を用意し、一人ひとりの生き
方に結びつけていく学びの環境を提供している。 27 2023 OCT. Vol.448

「私にしか言えない言葉」
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