
チ
ボ
ー
ル
を
し
、出
て
き
た
意
見
を
黒
板
に
書
き

出
し
、全
体
で
共
有
し
た
。例
え
ば
あ
る
男
子
生

徒
は
問
Ａ
を
こ
う
読
み
解
い
た
。

「
自
分
た
ち
が
当
た
り
前
に
使
っ
て
い
る
言
葉
は

『
時
間
を
有
効
に
使
え
』だ
け
ど
、筆
者
は
そ
の

一
般
論
を
否
定
し
て
い
て
、『
有
効
に
つ
く
る
』こ

と
が
大
事
だ
と
考
え
て
い
る
」

　

発
言
を
引
き
取
っ
て
延
沢
先
生
が
続
け
る
。

「
そ
う
、評
論
に
は
基
本
、一
般
論
と
筆
者
の
考

え
の『
対
比
』構
造
が
あ
る
ん
だ
っ
た
よ
ね
。
そ
の

対
比
を
見
つ
け
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
が
、互
い
に

食
い
違
う
部
分
の
あ
る『
相
違
点
』。
こ
の
文
章

で
は
、時
間
を
使
う
／
時
間
を
つ
く
る
、と
い
う

相
違
点
が
出
て
く
る
わ
け
だ
け
れ
ど
、じ
ゃ
あ
こ

の
２
つ
は
ど
う
違
う
の
？
」

　

話
を
ふ
ら
れ
た
女
子
生
徒
が
、頭
の
中
か
ら

言
葉
を
引
っ
張
り
だ
す
よ
う
に
し
て
返
答
し
た

「
時
間
を
使
う
は
…
時
間
が
も
う
そ
こ
に
あ
っ

て
、そ
れ
を
使
わ
せ
て
も
ら
う
。
時
間
を
つ
く
る

は
…
自
分
が
時
間
を
支
配
す
る
み
た
い
な
？
」

　

延
沢
先
生
が
応
答
す
る
。

「
そ
う
ね
。
時
間
を
使
う
は『
す
で
に
あ
る
も
の

を
使
う
』。時
間
を
つ
く
る
は『
な
い
も
の
を
生
み

出
す
』感
じ
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」

　

時
間
を
使
う
／
つ
く
る
の
違
い
を
明
確
に
す

る
た
め
に
、問
Ｂ
の
文
章
か
ら
は
何
が
読
み
取
れ

る
か
も
探
っ
た
。
男
子
生
徒
が「
〜
た
り
、〜
た
り
、

と
あ
る
か
ら
具
体
例
っ
ぽ
い
」と
口
に
し
、そ
こ
か

ら「
時
間
を
つ
く
る
こ
と
に
関
わ
る
例
の
よ
う

だ
」と
い
う
話
に
。な
ら
ば「
そ
の
例
の『
共
通
点
』

は
何
？
」と
延
沢
先
生
。

　

山
形
県
立
東
桜
学
館
中
学
校
・
高
校
の
延
沢

恵
理
子
先
生
は
、生
徒
が「
評
論
」に
ふ
れ
る
に

あ
た
り
、筆
者
の
意
図
を
汲
む
き
っ
か
け
と
な
る

汎
用
的
な
枠
組
み
を
伝
授
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

「
対
比・
相
違
点・
共
通
点
」な
ど
だ
。

　

１
学
期
終
盤
の
国
語
の
授
業
。
同
校
の
１
年

生
は
、教
科
書
に
載
る
評
論「
時
間
と
自
由
の

関
係
に
つ
い
て
」を
読
み
込
む
こ
と
に
挑
ん
だ
。昔

の
学
校
に
は
時
計
が
な
く
、時
計
に
支
配
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
、と
い
う
話
か
ら
始
ま
る
評
論
だ
。

　

ま
ず
は
個
々
に
黙
読
。
そ
の
あ
と
で
延
沢
先

生
が
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
配
っ
て
投
げ
か
け
た
。

「
筆
者
の
意
図
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
の
文
章
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
こ
う
い
う
こ
と
か

な
？
と
い
う
点
を
書
き
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
」

　

シ
ー
ト
に
記
載
さ
れ
て
い
た
の
は
、評
論
の
本

文
か
ら
抜
き
出
し
た
次
の
２
つ
の
文
章
。

問
Ａ「
時
間
に
つ
い
て
話
を
す
る
な
ら『
時
間

を
有
効
に
使
い
な
さ
い
』で
は
な
く
て
、『
時
間

を
有
効
に
つ
く
り
な
さ
い
』で
な
け
れ
ば
、
な

ら
な
か
っ
た
。」

問
Ｂ「
長
い
時
間
が
一
瞬
の
う
ち
に
過
ぎ
去
っ

た
り
、逆
に
僅
か
な
時
間
を
過
ご
す
た
め
に
、

あ
き
あ
き
す
る
ほ
ど
の『
長
い
時
間
』が
必
要

だ
っ
た
り
。
時
計
の
う
え
で
は
長
い
時
間
が
経

過
し
た
の
に
何
も
残
ら
な
い
時
間
が
あ
っ
た
り
、

ほ
ん
の
僅
か
な
時
間
が
自
分
を
変
え
て
し
ま

う
ほ
ど
の
大
き
さ
を
持
っ
て
い
た
り
。」

　

こ
の
文
章
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
、各
自
が

５
分
間
で
記
述
。
次
い
で
隣
同
士
で
２
分
間
議

論
。
さ
ら
に
延
沢
先
生
と
生
徒
で
言
葉
の
キ
ャッ

読
む
た
め
の
枠
組
み
を
も
っ
て

生
徒
が
評
論
と
向
き
合
う

筆
者
の
考
え
に
ふ
れ
な
が
ら

も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
磨
く

取材・文／松井大助　撮影／川島啓司

大学卒業後、山形県で高校教師
に。本記事でふれる国語の指導
のほか、長年、進路指導にも注力
してきた。「全国女性進路指導研
究会」「山形若手・中堅進学指
導研究会」の立ち上げメンバー。
学生時代からあこがれた故・大村
はま氏は生前、毎年山形に来訪。
同氏に若い頃学んだことが現在
のベースとなっている。
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も
ね
」と
言
い
足
し
て
こ
う
締
め
く
く
っ
た
。

「
教
科
書
に
は『
人
間
存
在
と
共
に
あ
る
時
間
』

と
し
か
書
い
て
い
な
い
が
、そ
の
対
比
を
探
れ
ば

『
人
間
疎
外
的
な
時
間
』が
見
え
て
く
る
よ
」

　

国
語
の
授
業
を
通
し
て
、延
沢
先
生
が
目
指

し
て
い
る
こ
と
は
、一
つ
は「
汎
用
性
の
あ
る
読

解
力
」を
育
む
こ
と
だ
。

 

「
教
材
で
扱
う
文
章
を
読
み
込
ん
で
終
わ
り
、と

い
う
授
業
で
は
な
く
、そ
の
学
習
の
な
か
で
、ほ

か
の
文
章
に
も
応
用
で
き
る
読
む
力
を
養
い
た

い
の
で
す
。
評
論
を
読
む
な
ら
対
比
・
相
違
点
・

共
通
点
を
意
識
す
る
な
ど
、ま
ず
は
読
む
と
き
の

『
型
』を
身
に
つ
け
、そ
の
う
え
で
自
分
な
り
の

『
観
方
』を
磨
く
と
い
う
か
。
国
語
が
得
意
な
生

徒
だ
け
で
な
く
、苦
手
な
生
徒
の
な
か
に
も
、文

章
を
深
く
読
む
た
め
の
ト
リ
ガ
ー
を
つ
く
る
こ
と

が
で
き
た
ら
、と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

ま
た
、生
徒
が「
共
通
言
語
」を
獲
得
す
る
こ

と
も
、国
語
学
習
の
最
重
要
課
題
に
置
い
て
い
る
。

共
通
言
語
と
は
、学
問
の
世
界
を
は
じ
め
、社
会

の
な
か
で
互
い
が
同
じ
認
識
を
も
っ
て
用
い
る
言

葉
の
こ
と
。
生
徒
が
そ
の
レ
ベ
ル
で
言
葉
を
使
い

こ
な
せ
る
よ
う
、延
沢
先
生
は
授
業
で
扱
う
文

章
か
ら
キ
ー
ワ
ー
ド
を
抜
き
出
し
て
は
、ど
ん
な

意
味
を
も
つ
か
を
生
徒
に
言
語
化
さ
せ
、「
言
葉

を
耕
す
」こ
と
を
し
て
い
る
の
だ
。

 
「
共
通
言
語
を
身
に
つ
け
て
い
な
い
と
、こ
の
先
、

学
問
や
仕
事
の
た
め
に
本
や
資
料
を
読
ん
で
も

筆
者
の
意
図
を
正
確
に
汲
み
取
れ
ま
せ
ん
。そ
こ

が
課
題
で
あ
る
の
に
、今
は
自
分
の
好
み
に
合
う

も
の
を
Ａ
Ｉ
が
勧
め
て
く
る
時
代
な
の
で
、読
書

　

女
子
生
徒
が
、延
沢
先
生
と
対
話
し
な
が
ら

徐
々
に
見
え
て
き
た
も
の
を
言
葉
に
し
た
。

 

「
後
半
は
…
何
を
体
験
し
た
か
で
時
間
の
価
値

は
変
わ
る
、と
い
う
例
の
よ
う
に
思
い
ま
す
」

 

「
そ
う
だ
ね
。
時
間
の
価
値
と
か
、質
の
話
を
し

て
い
る
ね
。で
は
前
半
の
例
は
？
」

 

「
…
量
？ 

時
間
の
量
や
長
さ
も
、そ
の
人
の
感

じ
方
で
変
わ
る
と
い
う
例
？
」

　

延
沢
先
生
は
や
り
取
り
し
た
要
点
を
黒
板
に

書
き
な
が
ら
、こ
こ
ま
で
の
流
れ
を
総
括
し
た
。

 

「
一
般
的
に
は
時
間
と
い
え
ば
、時
計
の
時
間
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に『
一
定
で
均
質
な
も
の
』で

す
よ
ね
。そ
れ
に
対
し
て
、筆
者
の
論
じ
る
時
間
は

『
一
定
で
も
均
質
で
も
な
い
も
の
』と
い
う
こ
と

が
見
え
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」

　

続
い
て
２
枚
目
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
生
徒
た
ち

に
配
り
、延
沢
先
生
が
改
め
て
呼
び
か
け
た
。

 

「
筆
者
の
考
え
が
つ
か
め
て
き
た
と
思
う
の
で
、

次
の
問
い
の
回
答
を
言
語
化
し
て
み
ま
し
ょ
う
」

　

シ
ー
ト
に
記
さ
れ
て
い
た
の
は
複
数
の
設
問
。

問
１ 
評
論
に
出
て
く
る
「
外
部
化
さ
れ
た
時

間
」と
は
何
か
。
問
２ 

時
間
は
つ
く
る
も
の
と

筆
者
が
考
え
る
の
は
な
ぜ
か
。
生
徒
た
ち
は
こ

こ
ま
で
に
話
題
に
あ
が
っ
た
言
葉
も
生
か
し
て
、

自
分
の
考
え
を
ま
と
め
、回
答
を
記
述
し
た
。

　

さ
ら
に
延
沢
先
生
は
３
枚
目
の
シ
ー
ト
を
配
付

（
上
の
画
像
参
照
）。
評
論
全
体
を
対
比
構
造
で

整
理
し
、期
末
考
査
で
出
題
し
た
別
の
評
論
と

の
類
比
に
も
ふ
れ
た
も
の
だ
。「
上
段
と
下
段
は

ど
ん
な
グ
ル
ー
プ
だ
と
思
う
？
」と
問
う
と
、生

徒
か
ら「
上
は
外
部
化
、下
は
内
部
化
」と
い
う

意
見
が
。
そ
れ
を
受
け
て
延
沢
先
生
は「
上
は

『
人
間
を
外
部
に
合
わ
せ
る
あ
り
方
』で
、下
は

『
生
き
物
と
し
て
自
然
な
あ
り
方
』と
言
え
る
か

好
き
の
生
徒
で
も
、せ
ま
い
世
界
し
か
知
ら
ず
、

趣
味
の
圏
外
の
言
葉
は
、ま
わ
り
と
の
認
識
の
す

り
合
わ
せ
の
な
い『
個
人
内
言
語
』に
留
ま
っ
て
い

ま
す
。国
語
の
授
業
で
は
、教
科
書
の
教
材
を
中

心
に
、知
ら
な
い
領
域
の
文
章
を
生
徒
に
読
ま
せ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
探
究
的
な
学
び
で『
生
徒

の
や
り
た
い
こ
と
に
寄
り
添
う
』こ
と
も
大
事
で

す
が
、一
方
で
強
制
的
に『
未
知
の
世
界
に
出
会

わ
せ
る
』と
い
う
の
も
、教
員
の
大
切
な
使
命
だ

と
思
う
ん
で
す
よ
」

　

授
業
の
な
か
で「
他
者
」と
真
剣
に
向
き
合
う

機
会
を
つ
く
り
、生
徒
の
価
値
観
を
揺
さ
ぶ
る
こ

と
も
ね
ら
っ
て
い
る
と
い
う
。

 

「
価
値
観
が
一
つ
に
な
る
の
は
危
う
い
、と
感
じ

て
い
る
か
ら
で
す
。
例
え
ば
本
校
の
生
徒
は
、進

学
に
向
け
て
勉
強
を
が
ん
ば
っ
て
い
て
、教
員
も

そ
れ
を
応
援
し
て
い
ま
す
。が
、『
目
的
を
定
め
て

時
間
を
有
効
に
使
お
う
』と
い
う
価
値
観
に
完

全
に
染
ま
る
と
、本
人
が
そ
の
方
向
か
ら
外
れ
た

と
き
に
自
分
を
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
苦
し
ん

だ
り
、あ
る
い
は
違
う
生
き
方
を
す
る
人
を
簡
単

に
見
下
し
た
り
し
ま
す
。か
と
い
っ
て『
自
由
に
楽

し
め
ば
い
い
』と
い
う
価
値
観
に
安
易
に
流
れ
る

と
、自
己
鍛
錬
で
き
る
貴
重
な
学
生
時
代
を
無

下
に
し
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、隣
に
い
る
仲
間
か

ら
、文
章
を
介
し
て
出
会
っ
た
筆
者
ま
で
、さ
ま

ざ
ま
な『
他
者
』と
向
き
合
っ
て
多
様
な
価
値
観

に
ふ
れ
て
、自
分
の
見
方
や
考
え
方
を
絶
え
ず

更
新
し
て
前
に
進
ん
で
ほ
し
い
の
で
す
。
読
解
力

を
高
め
、共
通
言
語
を
身
に
つ
け
、言
葉
を
通
し

て
他
者
と
つ
な
が
る
こ
と
で
、自
分
に
は
な
か
っ

た
も
の
を
知
っ
て
成
長
す
る
。
他
人
と
つ
な
が
っ

て
そ
の
先
に
行
く
力
を
、国
語
の
授
業
で
育
む

こ
と
が
で
き
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
」

生徒と対話しながら要点をまとめた黒板。皆で考えたことが眼
前に立ち現れるチョーク＆トークの凄みを感じる。

生徒が未知の領域の文章と真剣に向き合う機会を生み出せ
る、というのも、国語の授業ならではの魅力。

授業で配ったワークシート。評論の本文中のキーワードのほか、「そのワードの対になる言葉は何か」を考えて足された言葉もある。
対比構造で考えると「見えているところから、見えていないところも推測できる」良さもあるのだ。

何
の
た
め
に
ど
う
や
っ
て

他
者
と
つ
な
が
る
の
か
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延
沢
先
生
は
、中
学
時
代
に
信
頼
で
き
る
先

生
と
出
会
え
た
こ
と
を
機
に
、教
師
を
志
し
た

と
い
う
。
大
学
の
卒
論
で
は
、国
語
教
師
で
あ
り

教
育
研
究
者
で
も
あ
る
大
村
は
ま
氏
を
研
究
。

彼
女
の
よ
う
に「
一
人
ひ
と
り
と
向
き
合
う
教

育
を
し
た
い
」と
理
想
を
抱
い
て
教
師
に
な
っ
た
。

そ
し
て
初
任
校
か
ら
、生
徒
が
活
発
に
発
言
す

る
授
業
を
実
践
し
た
。
今
風
に
言
え
ば「
主
体

的
で
対
話
的
な
授
業
」で
あ
り
、先
進
的
だ
。

　

だ
が
当
の
本
人
は
、授
業
を
重
ね
る
な
か
で

「
自
分
の
未
熟
と
欺
瞞
」を
感
じ
て
い
く
。

「
授
業
は
盛
り
上
が
る
の
で
す
が
、テ
ス
ト
を

す
る
と
生
徒
が
思
い
の
ほ
か
答
え
を
書
け
な
か

っ
た
の
で
す
。
楽
し
く
話
し
て
い
る
が
、学
び
は

し
た
家
族
や
友
人
知
人
の
姿
に
た
だ
た
だ
涙
し

た
。
ぬ
ぐ
い
去
れ
な
い
喪
失
感
。
そ
の
時
に
、変

わ
り
果
て
た
景
色
を
見
な
が
ら「
な
く
な
ら
な

い
も
の
っ
て
何
だ
ろ
う
」と
考
え
た
と
い
う
。

「
な
く
な
ら
な
い
も
の
は
、人
の
心
に
残
し
た

も
の
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
。
自
分
は
生
徒
た

ち
の
心
に
残
せ
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
の
か
。そ

ん
な
問
い
が
浮
か
ん
だ
の
で
す
。
高
校
で
私
が

や
っ
て
き
た
こ
と
は
国
語
の
教
科
指
導
と
進

路
指
導
。
こ
こ
を
も
っ
と
鍛
え
て
、生
徒
の
心

に
残
る
も
の
を
伝
え
て
い
き
た
い
、と
思
い
ま
し

た
」

　

国
語
の
研
究
会
で
は「
作
問
」に
注
力
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
進
学
校
に
勤
務
し
た
時
、入

試
問
題
を
大
量
に
解
く
こ
と
を
経
験
し
、「
思

考
す
る
に
足
る
問
い
」が
あ
る
と
学
び
が
深
ま

る
と
感
じ
た
か
ら
だ
。
山
形
県
最
上
地
域
の
小

中
高
大
の
国
語
の
先
生
た
ち
と
、共
に
学
び
合

う
会
も
立
ち
上
げ
た
。

　

２
０
１
５
年
に
高
大
接
続
改
革
プ
ラ
ン
が

策
定
さ
れ
る
と
、今
後
の
教
育
の
行
方
を
見

定
め
よ
う
と
、地
元
大
学
の
入
試
セ
ン
タ
ー
か

ら
文
部
科
学
省
に
ま
で
直
接
話
を
聞
き
に
い
っ

た
。「
Ｐ
Ｂ
Ｌ（
課
題
解
決
学
習
）」や「
個
別
最

適
化
」と
い
う
概
念
に
も
出
会
い
、外
部
の
講

座
や
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
て
自
ら

学
び
、国
語
の
授
業
で
試
し
て
み
た
。
そ
の
実

践
を
通
し
て
「
生
徒
が『
独
自
性
』を
発
揮
で

き
る
よ
う
寄
り
添
う
こ
と
と
、『
共
通
性
』を
獲

得
で
き
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
の
両
方
が
大

事
で
は
な
い
か
」と
の
思
い
を
深
め
て
い
っ
た
。

　

さ
ら
に
２
０
１
７
年
か
ら
は
中
高
一
貫
校
の

現
任
校
で
、中
学
１
年
生
が
高
校
３
年
生
に
な

る
ま
で
、６
年
間
持
ち
上
が
り
で
国
語
を
教
え

る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
発
達
段
階
の
違
い
を
身

を
も
っ
て
知
り
、例
え
ば
高
校
生
に
な
る
と
、

中
学
で
は
難
し
か
っ
た「
抽
象
度
の
高
い
思
考
」

も
段
々
と
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
体
感
し

た
。だ
か
ら
こ
そ
、「
社
会
に
出
る
手
前
の
高
校

教
育
の
役
割
」と
し
て
、高
校
の
国
語
の
授
業

で
は
、生
徒
が
少
し
背
伸
び
を
し
な
が
ら
抽
象

的
な
こ
と
を
考
え
る
時
間
も
大
切
に
し
た
。

主
体
的
・
対
話
的
で
は
あ
る
が

深
い
学
び
で
は
な
か
っ
た
授
業

心
に
残
る
も
の
を
伝
え
よ
う
と

体
当
た
り
で
学
び
続
け
て

深
ま
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
力
が
つ
く
の
か
。
そ

も
そ
も
国
語
の
力
を
つ
け
る
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。
私
は
そ
こ
が
ま
だ
見
え
て
い
な
い
と
痛

感
し
た
の
で
す
。
20
代
か
ら
30
代
に
か
け
て
は
、

も
が
き
続
け
る
日
々
に
な
り
ま
し
た
」

　

研
修
や
勉
強
会
に
参
加
し
、国
語
と
い
う
教

科
を
も
っ
と
知
ろ
う
と
し
た
。
教
員
２
年
目
に
、

仲
間
と
国
語
学
習
の
研
究
会
も
立
ち
上
げ
た
。

　

そ
う
し
た
模
索
を
続
け
て
い
た
最
中
に
、自

身
に
と
っ
て
国
語
や
教
育
の
こ
と
を
よ
り
切
実

に
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
出
来
事
を
体
験

し
た
。2
0
1
1
年
の
東
日
本
大
震
災
だ
。

　

延
沢
先
生
は
宮
城
県
の
海
沿
い
の
地
域
出

身
。津
波
が
押
し
寄
せ
た
大
震
災
で
、幼
い
こ
ろ

か
ら
の
思
い
出
の
場
所
を
数
多
く
失
っ
た
。
被

災
後
、そ
の
地
元
に
勤
務
地
の
山
形
か
ら
な
ん

と
か
戻
っ
た
時
は
、破
壊
さ
れ
た
土
地
と
憔
悴

同僚の先生INTERVIEW

東桜学館中学校・高校（山形・県立）

山形県内初の併設型中高一貫教
育校。基本理念は「高い志」「創造
的知性」「豊かな人間性」。「スーパ
ーサイエンスハイスクール（SSH）」
指定校として「グローカルな視点を持
った科学技術人材の育成」にも取り
組む。

創立2016年／普通科　生
徒数576名（男子286人／女
子290人）
進路状況（2023年3月卒業）
大学132人、短大2人、専門
学校等24人、就職3人、進学
準備ほか11人

段階を踏みながら
問う力も伸ばしたい
　中高一貫の本校で、高校籍の教員で初めて
中学生を指導したのが延沢先生で、そのあとで私
も中学生を３年間担当しました。中高の両方を経
験して良かったと思うのは、６年間の学習の体系
的なつながりを実感できたことです。語彙力も読む
力も、段階を踏んで深めていくのだな、と。今は高
校生の指導に戻り、延沢
先生と一緒に教材の切り
口などを考えています。理
想としては、卒業までに、生
徒が「自分で問いを立てて
文章を読む」ところまでもっ
ていけたらと思っています。

国語科
吉田 元先生

文法という基礎を
教えることも大切
　延沢先生と吉田先生に続き、高校籍の教員と
して、現在、中学生に国語を教えています。中学１
年生の国語の授業では「口語文法」を教える機
会があり、以降の「古典文法」の指導にも生かせ
るメリットを感じており、自分の勉強にもなっていま
す。延沢先生からは「頭の柔らかい中学生のうち

に語彙をしみ込ませると読
む力が高まるよ」とお聞きし
ており、語彙も意識して指
導中です。中高のどの時
期にどんな力が身につくと
よいか、私も模索していき
たいと思っています。

国語科
山口 優先生

板書をするとき以外は、基本、教壇に上がらず、生徒と同じ立ち位置
からやり取りすることを、初任の時からずっと続けている。

問いに取り組む生徒。現在の延沢先生の授業は、まずは個々でじっ
くり思考し、そのうえで対話するのが基本だ。
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思
う
。『
自
己
破
壊
』と『
未
知
と
の
出
会
い
』を

天
秤
に
か
け
た
時
、『
怖
い
け
ど
飛
び
込
ん
で
み
た

い
』と
思
え
る
と
い
い
ね
。
一
人
で
は
怯
ん
で
し
ま

う
こ
と
も
、少
な
く
と
も
こ
の
学
校
で
学
ん
で
い

る
あ
い
だ
は
、一
緒
に
飛
び
込
ん
で
く
れ
る
仲
間

が
い
る
ん
だ
か
ら
」

　

生
徒
た
ち
が
卒
業
ま
で
に
、教
員
に
自
分
の

考
え
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
―
―
い
わ
ば

「
議
論
で
き
る
人
」に
な
る
こ
と
も
望
ん
で
き
た
。

そ
れ
だ
け
に
、６
年
間
教
え
た
生
徒
た
ち
の
進
路

相
談
に
の
っ
た
時
、こ
ち
ら
の
提
案
や
指
摘
に「
い

や
、私
は
こ
う
考
え
て
い
る
ん
で
す
」と
ガ
ツ
ン
と

反
論
さ
れ
た
時
は
、思
わ
ず
相
好
を
崩
し
て
し
ま

っ
た
そ
う
だ
。

「
反
論
さ
れ
て
喜
ぶ
な
ん
て
ア
ヤ
シ
イ
け
れ
ど

（
笑
）、ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
ち
ゃい
ま
す
よ
ね
」

　

何
よ
り
も
う
れ
し
い
の
は
、生
徒
が
習
っ
た
こ

と
を「
覚
え
て
い
る
」の
で
は
な
く「
自
分
の
言
葉

と
し
て
使
っ
た
と
き
」だ
と
延
沢
先
生
は
語
る
。

　

延
沢
先
生
は
授
業
を
受
け
て
き
た
生
徒
か
ら
、

こ
ん
な
こ
と
を
問
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
現
代
文
の
授
業
っ
て
、今
ま
で
当
た
り
前
だ
と

思
っ
て
い
た
こ
と
を
ぶ
っ
壊
し
て
く
る
感
じ
で
。

先
生
は
や
っ
て
い
て
怖
く
な
い
の
？
」

　

そ
の
受
け
止
め
方
は
延
沢
先
生
に
と
っ
て
嬉

し
い
こ
と
だ
っ
た
。「
学
び
は
あ
る
種
の
自
己
破

壊
で
、怖
い
も
の
」と
自
身
も
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

だ
か
ら
こ
う
返
し
た
。

「
学
ぶ
っ
て
多
分
そ
う
い
う
行
為
な
の
で
は
？　

当
た
り
前
が
壊
れ
る
と
、た
し
か
に
痛
か
っ
た
り

不
安
に
な
っ
た
り
す
る
け
れ
ど
、そ
の
先
で
ま
た

新
し
い
も
の
に
出
会
え
る
の
が
面
白
い
、と
私
は

例
え
ば
コ
ロ
ナ
禍
で
、生
徒
た
ち
の
メ
ン
タ
ル
へ
の

影
響
が
心
配
さ
れ
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た

時
、そ
の
質
問
紙
で
鶴
を
折
っ
て
提
出
し
た
生
徒

が
い
た
。
中
を
開
け
る
と
、そ
こ
に
は
手
書
き
で

こ
う
記
さ
れ
て
い
た
。

「
こ
の
文
章
を
読
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、折

り
紙
を
壊
し
て
中
身
を
見
た
と
い
う
こ
と
。僕
た

ち
は
そ
う
や
っ
て
、痛
み
を
伴
い
な
が
ら
新
し
い

も
の
を
得
て
き
た
は
ず
で
す
」

　

授
業
で
伝
え
て
き
た
こ
と
を
咀
嚼
し
た
、ま
ぎ

れ
も
な
く
彼
自
身
の
言
葉
で
あ
り
、延
沢
先
生

は
胸
が
熱
く
な
っ
た
と
い
う
。

「
生
徒
た
ち
に
は『
方
丈
記
』の
一
節
を
引
き
合

い
に
出
し
て
話
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。『
ゆ

く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、し
か
も
も
と
の
水

に
あ
ら
ず
』。
流
れ
て
い
る
も
の
は
腐
ら
な
い
、と
。

こ
れ
か
ら
も
生
徒
と
一
緒
に
自
己
破
壊
を
繰
り

返
し
な
が
ら
、私
自
身
も
学
び
続
け
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
」

怖
く
も
あ
る
自
己
破
壊
に

仲
間
と
一
緒
に
飛
び
込
ん
で
い
く

一緒に学ぶ仲間がいる。その環境下で成しえる「学校だからこその学び」
がある、と延沢先生は考えている。

卒業生INTERVIEW

　延沢先生には６年間、国語を教わりました。よく覚えて
いるのは、小説を読んだあとで「私はこう思う」と言った
生徒の考えに先生が応える形でしか解説を受けられな
い授業です。中学生の時で、そんな授業は初めてだった
のでびっくりしました。学びとは与えられるものではなく、
取りに行くものだ、と教わったというか。「わからないこと
があれば自分の言葉で投げかけにきなさい」とも言われ
ていたので、次第にみんな、先生に質問をしにいくように
なりました。「私はこう思ったんですけれど」って。お世辞
で褒めることはしない先生。でも私たちが自分で考えて
がんばったことは、いつも本気で応援してくれました。
　思考の仕方も教わりました。例えば、全体像がつかめ
ないときは細かく分割して考えてみる。１本の物差しを置
いて、その物差しに対して当てはまるか当てはまらないか
で考えてみる。そうした頭の使い方は、大学受験から今
の大学での勉強、そして普段の生活で課題にぶつかっ
たときの対策まで、幅広く生かせるものだった、と今感じ
ています。

東北大学
今野和香さん

自分で思考するとは
どういうことかを
的確に教えてくれた

読むときの
型を教える

評論の対比のほか、文章の展
開には「期待されている何かが
ある→想定に反することが起き
る→驚く／落胆する」という流れ
が多いことも伝えている。延沢
先生はこの展開を「びっくり問
題」「がっかり問題」と呼んでいる。

ハッとする体験で
読む以前を耕す

例えば、物事を知らないと読解
が変わってしまう体験をさせて、
知識を軽視しないように促して
いる。また、作品が書かれた時代
に立って文章を読まないと読み
違える例を指摘して、「読む以
前」を耕している。

入試問題から
時代を見つめる

延沢先生は入試問題の分析も
大事にしている。受験対策となる
ほか、どんなテーマで何を問うた
かに着目すると「大学の先生方
の今の問題意識が見えてくる」か
らだ。そこで感じた時代の変化を
生徒とも共有していくという。

寄り添う以外に
壁にもなる

生徒の考えを否定せず伸ばすこ
とが大事な場面もあれば、他者
とつながるための共通項を生徒
が学べるよう促すことが重要な
場面もある。だから、生徒の「思
考の壁」になることも教師の仕
事だ、と延沢先生は思っている。

読むときの型から学ぶことで、国語が苦手な生徒でも、文章を深く読めるようになってもらいたいです。
知らない領域の文章と向き合わせ、他者とつながるための共通言語の獲得を促したいと思っています。
自分を壊して新しいものを得るという、痛みや怖さを伴う学びに仲間と一緒に飛び込んでほしいです。
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