
が
練
り
歩
く
。
土
地
の
守
り
神
だ
っ
た
の
に
、生

贄
を
欲
す
る
化
け
物
と
し
て
恐
れ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
。
佐
賀
県
の
誇
る
妖

怪
、化
け
猫
。そ
の
よ
う
に
具
現
化
さ
れ
た
妖
怪

を
、現
代
の
私
た
ち
に
ア
ニ
メ
や
漫
画
で
伝
え
て

く
れ
た『
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
』。

「
人
間
が
驚
い
た
り
、恐
怖
を
感
じ
た
り
、不
安

に
思
っ
た
と
き
に
、不
思
議
な
も
の
が
生
ま
れ
ま

す
。
そ
れ
を
誰
か
が
絵
に
し
て
形
を
与
え
て
妖

怪
に
な
り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
小
さ
い
時
に
こ
ん

な
経
験
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
か
？
暗
い
夜
道
を

帰
っ
て
い
る
と
、う
し
ろ
か
ら
怖
い
も
の
が
迫
っ
て

く
る
よ
う
に
感
じ
た
と
い
う
」

　

続
い
て
西
洋
の
怪
物
へ
。
３
大
モ
ン
ス
タ
ー
と

い
え
ば
、生
徒
が
黒
板
に
も
あ
げ
た
ド
ラ
キ
ュ
ラ
、

フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、狼
男
だ
。

「
狼
男
は
実
在
し
た
ん
で
す
よ
。
中
世
の
共
同

体
で『
悪
い
奴
』と
し
て
追
放
さ
れ
た
者
が
、生

き
る
た
め
に
人
を
襲
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。そ

れ
が
狼
男
の
お
話
に
な
っ
て
い
き
ま
す
」

　

３
大
モ
ン
ス
タ
ー
は
、小
説
や
映
画
を
通
し
て
、

世
界
中
に
知
れ
渡
る
存
在
に
な
っ
た
。

「
た
だ
、西
洋
に
は
ほ
か
に
も
こ
の
プ
リ
ン
ト
の

絵
の
よ
う
に
、い
ろ
い
ろ
な
怪
物
が
い
る
ん
で
す
。

中
世
に
は
森
の
中
に
不
思
議
な
生
き
物
や
、妖

精
や
精
霊
が
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

う
し
た
存
在
は
、な
ぜ
３
大
モ
ン
ス
タ
ー
ほ
ど
知

ら
れ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
？
」

　

堤
先
生
は
こ
れ
ま
で
も
、妖
怪
や
童
話
を
題

材
と
し
た
授
業
を
た
く
さ
ん
行
っ
て
き
た
。

　

理
由
は
２
つ
あ
る
。
第
一
に
、妖
怪
や
童
話
は

　

佐
賀
県
立
佐
賀
東
高
校
の
堤
敏
浩
先
生
は
、

定
期
テ
ス
ト
の
あ
と
は
い
つ
も
特
別
な
授
業
を

行
っ
て
い
る
。今
回
の
世
界
史
の
授
業
の
テ
ー
マ
は

「『
妖
怪（
怪
物
）
』を
通
し
て
み
る
日
本
と
西
洋

の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
」だ
。

　

手
始
め
に
漫
画『
鎌
倉
も
の
が
た
り
』に
関
連

す
る
資
料
に
生
徒
た
ち
が
ふ
れ
て
、気
づ
い
た
こ

と
を
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
た
。
妖
怪
と
人
間
が

共
生
す
る
ま
ち
を
描
い
た
物
語
で
、近
年
、映
画

に
も
な
っ
て
ヒ
ッ
ト
し
た
作
品
だ
。

　

さ
ら
に
自
分
た
ち
の
知
る
日
本
の
妖
怪
や
、

西
洋
の
怪
物
を
、皆
で
黒
板
に
書
き
出
し
た
。

　

で
は
、こ
う
し
た
存
在
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生

ま
れ
た
の
か
。
電
子
黒
板
に
絵
や
写
真
を
次
々

に
映
し
出
し
、妖
怪
の
講
義
が
始
ま
っ
た
。

「
日
本
で
は
怨
霊
か
ら『
妖
し
い
も
の
』が
生
ま

れ
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
ま
す
」

　

代
表
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
、菅
原
道
真
、

平
将
門
、崇
徳
上
皇
。無
念
の
思
い
か
ら
怨
霊
に

な
り
、そ
の
後
は
祀
ら
れ
て
神
に
も
な
っ
た
。

「
そ
こ
に
中
国
か
ら
河
童
や
鬼
も
伝
わ
り
ま
す
。

鬼
は
今
や
な
じ
み
深
い
存
在
で
す
ね
。『
鬼
滅
の

刃
』の
ア
ニ
メ
の
新
シ
リ
ー
ズ
も
楽
し
み
で
す
」

　

鬼
は
も
と
も
と
疫
病
を
も
た
ら
す
災
い
で
あ

り
、退
治
す
る
こ
と
で
平
穏
な
世
が
訪
れ
る
と

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、い
つ
の
間
に
か「
人
間
が

鬼
に
な
る
」と
い
う
見
方
も
広
ま
っ
た
。

「
そ
う
し
て
人
々
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、

次
第
に
絵
と
し
て
も
残
さ
れ
て
い
き
ま
す
」

　

例
え
ば
、古
く
は
室
町
時
代
か
ら
描
か
れ
て

き
た「
百
鬼
夜
行
」。
夜
の
京
の
都
を
妖
怪
た
ち

日
本
の
妖
怪
と
西
洋
の
怪
物

そ
こ
に
あ
る
違
い
と
は
？

妖
怪
の
話
や
童
話
を

生
徒
は
ど
う
感
じ
る
の
か

取材・文／松井大助　撮影／諸石 信

大学を卒業後、佐賀県の高校教
員に。39歳の時に大学院に進学
し、「自我関与」を促す歴史学習
について研究。以来、メルヘンや
童話、妖怪などの伝承を題材とす
る世界史や公共の授業の研究
開発と実践を重ねてきた。社会
系教科教育学会の発表や、教育
誌への寄稿で、実践した授業の
発信にも注力。
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先
生
は
解
説
を
続
け
た
。

 

「
全
知
全
能
の
神
様
が
す
べ
て
を
統
べ
る
と
い

う
考
え
が
広
が
る
と
、今
ま
で
語
ら
れ
て
き
た

不
思
議
な
生
き
物
は
、そ
の
神
様
に
対
し
て
ど

う
い
う
存
在
な
の
か
、と
い
う
見
方
を
さ
れ
て
い

く
の
で
す
。
そ
し
て
神
様
に
従
う
も
の
が
残
り
、

ほ
か
は
あ
ま
り
語
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
」

　

そ
こ
か
ら
話
は
、電
子
黒
板
お
よ
び
黒
板
を

め
い
っ
ぱ
い
使
い
な
が
ら「
日
本
と
西
洋
の
も
の

の
見
方
・
考
え
方
」へ
と
一
気
に
広
が
っ
た
。

　

西
洋
で
は
、神
と
そ
れ
以
外（
上
下
関
係
）、

天
国
と
地
獄
、天
使
と
悪
魔
の
よ
う
に
、物
事
を

二
つ
に
分
け
る「
二
元
論
」で
考
え
る
傾
向
が
あ

る
こ
と
。
日
本
で
は
、人
が
神
に
も
な
れ
ば
、神

が
妖
怪
に
も
な
り
、亡
く
な
る
と
誰
も
が
黄
泉

の
国
に
い
く
な
ど
、も
と
も
と
は
一
つ
の
も
の
と

す
る「
一
元
論
」で
考
え
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
。

そ
の
点
を
押
さ
え
た
う
え
で
、プ
リ
ン
ト
に
も
記

載
し
た
問
い
を
投
げ
か
け
た
。

 

「
一
つ
が
い
い
の
か
、分
け
た
ほ
う
が
い
い
の
か
。

一
元
論
と
二
元
論
ど
ち
ら
が
適
切
な
の
か
」

　

答
え
は
生
徒
自
身
に
考
え
て
も
ら
う
も
の
だ

が
、堤
先
生
は
双
方
に
良
い
面
が
あ
る
こ
と
に
ふ

れ
た
う
え
で
、こ
ん
な
ふ
う
に
話
を
結
ん
だ
。

 

「
今
の
世
の
中
は
、Ｖ
Ｕ
Ｃ
Ａ
時
代
と
言
わ
れ
る

よ
う
に
、変
化
が
激
し
く
て
先
が
読
め
ま
せ
ん
。

そ
う
し
た
混
沌
の
な
か
で
は『
分
け
て
考
え
る
』

『
比
べ
て
考
え
る
』こ
と
を
し
た
ほ
う
が
物
事
を

理
解
し
や
す
く
な
り
ま
す
。し
か
し
現
代
は『
皆

で
一
緒
に
生
き
る
』『
共
生
す
る
』こ
と
も
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
い
う
世
界
共
通
の

目
標
が
掲
げ
ら
れ
た
よ
う
に
。
じ
ゃ
あ
、私
た
ち

は
こ
の
先
を
ど
う
生
き
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
？

　

大
切
な
の
は
何
事
も
自
分
の
こ
と
と
し
て
考

誰
も
が
知
っ
て
い
る
か
ら
。第
二
に
、そ
の
物
語
で

描
か
れ
る
の
は
主
に
市
井
の
人
で
、生
徒
が
自

分
と
も
重
ね
合
わ
せ
や
す
い
か
ら
だ
。

 

「『
赤
ず
き
ん
』な
ど
童
話
か
ら
歴
史
を
読
み
解

く
授
業
を
し
た
と
き
に
、あ
る
生
徒
が
こ
う
言
っ

て
く
れ
ま
し
た
。『
歴
史
の
授
業
は
偉
い
人
の
話

ば
か
り
で
自
分
に
関
係
な
い
』と
思
っ
て
い
た
け

ど
、『
今
日
の
授
業
は
全
部
聞
い
た
こ
と
の
あ
る

話
で
、自
分
た
ち
と
同
じ
庶
民
の
話
だ
か
ら
面

白
か
っ
た
』と
。
共
感
し
や
す
い
と
こ
ろ
か
ら
歴

史
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、生
徒
の
興
味
・
関

心
も
高
ま
る
と
思
う
の
で
す
」

　

以
前
に
は
ス
ポ
ー
ツ
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
題
材

に
し
た
歴
史
の
授
業
を
や
っ
て
み
た
こ
と
も
あ
っ

た
。
だ
が
、ス
ポ
ー
ツ
が
好
き
で
は
な
い
生
徒
や
、

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
興
味
の
な
い
生
徒
が
い
て
、意
外

と「
万
人
受
け
は
し
な
か
っ
た
」と
い
う
。
こ
れ
に

対
し
て
、よ
り
手
応
え
を
得
ら
れ
た
の
が
、伝
承

さ
れ
て
き
た
物
語
を
扱
う
こ
と
だ
っ
た
。

 

「
妖
怪
や
童
話
と
い
う
の
は
、共
感
さ
れ
な
い
も

の
は
ど
ん
ど
ん
消
え
る
な
か
で
、今
に
至
る
ま
で

語
り
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
例
え
ば
桃
太

郎
の
話
は
、誰
が
話
し
て
も
大
筋
は
ほ
ぼ
同
じ

に
な
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
人
が
受
け
と
め
や
す
い

物
語
で
あ
り
、そ
う
し
て
語
り
継
が
れ
て
き
た
も

の
に
は
、普
遍
的
な
見
方
や
考
え
方
が
根
底
に

あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
」

　

か
つ
て
は
西
洋
で
語
ら
れ
て
い
た
多
種
多
様

な
怪
物
が
、日
本
の
妖
怪
ほ
ど
は
今
に
伝
承
さ

れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
そ
こ
に
は「
キ
リ
ス
ト

教
が
広
が
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
ま
す
」と
堤

え
て
み
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。『
自
分
だ
っ
た

ら
ど
う
す
る
か
な
』と
。物
事
を
自
分
の
問
題
と

し
て
捉
え
て
い
く
と
、い
つ
し
か
そ
れ
は
自
ら
考

え
た
く
な
る『
や
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
』に
な

り
、己
に
も
迫
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
も

の
の
見
方
・
考
え
方
を
そ
う
し
て
深
め
て
い
く
と
、

こ
れ
か
ら
の
世
界
で
も
豊
か
に
生
き
て
い
け
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

プリントでは漫画やイラストなど視覚にも訴える資料をたくさん活用（併せて読み応えのある文
章中心のプリントも配付）。じーっと眺めている生徒たちの姿が印象的だった。

電子黒板でも、絵巻物やイラスト、写真など100枚以上のスライドを使って妖怪や怪物を解説。
過去から現在まで具現化されてきたその姿に、生徒たちも興味をそそられていた。

歴
史
的
背
景
か
ら
生
じ
た

考
え
方
の
違
い
を
体
感
し
て
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し
て
考
え
、把
握
し
、想
い
を
共
有
す
る
。そ
れ
を

『
自
我
関
与
』と
定
義
し
て
い
ま
す
。
こ
の
視
点

を
も
っ
た
歴
史
学
習
で
は『
自
分
な
ら
ど
う
す

る
か
』と
い
う
問
い
が
生
ま
れ
、時
に
は
そ
の
問
い

が
頭
か
ら
離
れ
な
く
な
り
、答
え
を
出
す
よ
う

に
自
分
に
迫
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。結
果
、

こ
れ
か
ら
の
自
分
の
生
き
方
や
社
会
の
あ
り
方

を
、歴
史
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
の
見
方
や
考
え

方
に
ふ
れ
な
が
ら
、模
索
し
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。
歴
史
学
習
は
す
ご
く
人
の
役
に
立
つ
も

の
な
ん
だ
。
自
分
の
中
で
そ
う
腑
に
落
ち
た
の

で
す
」

　

で
は
、は
る
か
昔
に
起
き
た
こ
と
だ
け
れ
ど
、

生
徒
た
ち
が
そ
こ
に
共
感
し
、自
分
の
こ
と
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
テ
ー
マ
―
―
い
わ
ば
自
我
関

与
の
入
り
口
と
な
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
歴
史
の

題
材
と
い
え
ば
何
だ
ろ
う
？
そ
こ
を
探
る
な
か

で
見
出
し
た
の
が
、妖
怪
や
童
話
と
い
っ
た
、語

り
継
が
れ
て
き
た
伝
承
だ
っ
た
。

　

以
来
、昔
か
ら
あ
る
伝
承
に
旬
の
話
題
も
絡

め
な
が
ら
、過
去
の
人
々
の
見
方
や
考
え
方
に
ふ

れ
る
こ
と
を
通
し
て
、生
徒
が
生
き
方
や
社
会

の
あ
り
方
を
考
え
る
授
業
を
研
究
開
発
し
て
き

た
。『
赤
ず
き
ん
』『
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
』『
ジ

ャ
ッ
ク
と
豆
の
木
』の
話
の
内
容
や
時
代
ご
と
の

話
の
変
遷
を
通
し
て
考
え
る「
子
ど
も
の
捉
え

方
の
変
化
」「
退
治
さ
れ
る
も
の
の
存
在
」。コ
ロ

ナ
禍
に
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
ア
マ
ビ
エ
と
、漫
画
や
ア

ニ
メ
が
大
ヒ
ッ
ト
し
た『
鬼
滅
の
刃
』を
通
し
て
考

え
る「
見
え
な
い
も
の
や
自
然
と
の
共
生
」「
共

同
体
の
あ
り
方
」。

　

ま
た
、普
段
の
授
業
で
も
自
我
関
与
に
つ
な

が
る
話
題
を
は
さ
ん
で
い
っ
た
。
中
国
の
秦
の
時

代
は
統
制
が
厳
し
く
、技
術
者
も
失
敗
が
許
さ

れ
な
い
か
ら
優
れ
た
芸
術
作
品
が
多
数
生
ま
れ

た
。
続
く
漢
の
時
代
は
ゆ
る
や
か
で
芸
術
作
品

も
や
や
し
ま
ら
な
い
。「
あ
な
た
は
ど
ち
ら
の
時

代
に
生
き
た
い
で
す
か
？
」と
い
う
よ
う
に
。

「
高
校
で
歴
史
を
誰
に
教
わ
っ
た
か
は
忘
れ
て

く
れ
て
か
ま
わ
な
い
ん
で
す
。
こ
の
教
室
で
み
ん

な
で
考
え
た
こ
と
が『
生
徒
の
中
に
残
る
』よ
う

な
授
業
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

浮
か
べ
た「
問
い
」が
頭
に
残
り
、

本
人
に
迫
っ
て
く
る
よ
う
な
授
業
を

　

堤
先
生
は
、歴
史
が
好
き
で
社
会
科
の
教
師

に
な
っ
た
が
、当
初
は
歴
史
学
習
に
携
わ
る
こ
と

に
、あ
ま
り
胸
を
張
れ
ず
に
い
た
と
い
う
。

　

世
界
史
の
授
業
を
、実
物
大
の
猿
人
の
模
型

を
使
っ
た
解
説
か
ら
始
め
る
な
ど
、生
徒
の
興

味
・
関
心
を
高
め
よ
う
と
創
意
工
夫
は
し
て
い
た
。

有
明
海
の
干
潟
で
運
動
会
を
行
う「
ガ
タ
リ
ン

ピ
ッ
ク
」の
立
ち
上
げ
に
ふ
れ
る
機
会
が
あ
り
、

感
銘
を
受
け
、夏
休
み
に
生
徒
に
地
元
の
歴
史

を
調
べ
る
よ
う
に
促
す
な
ど
、今
の
探
究
活
動

に
通
じ
る
よ
う
な
実
践
も
行
っ
て
き
た
。

　

け
れ
ど
も
、「
歴
史
は
た
し
か
に
面
白
い
の
で

す
が
、そ
こ
で
学
ん
だ
こ
と
が
、ど
れ
だ
け
人
の

役
に
立
つ
の
か
な
、と
も
感
じ
て
い
た
の
で
す
」

　

だ
か
ら
県
下
一
の
進
学
校
に
勤
務
し
た
と
き

歴
史
は
面
白
い
け
れ
ど

役
に
立
つ
の
だ
ろ
う
か
？

は
、生
徒
の
た
め
に「
い
か
に
テ
ス
ト
で
点
数
を
取

ら
せ
る
か
」を
重
視
し
た
。
し
か
し
、受
験
が
う
ま

く
い
っ
て
大
い
に
喜
ん
で
く
れ
た
生
徒
た
ち
が
、大

学
生
に
な
っ
て
母
校
に
遊
び
に
き
た
と
き
に
、「
先

生
か
ら
あ
れ
だ
け
教
わ
っ
た
の
に
、大
学
に
入
っ
た

途
端
、知
識
が
吹
っ
飛
び
ま
し
た
」と
屈
託
も
な

く
言
う
の
を
聞
い
て
、歴
史
の
授
業
に
何
の
意
味

が
あ
る
の
か
、ま
す
ま
す
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。

　

転
機
と
な
っ
た
の
は
、39
歳
の
時
に「
歴
史
学

を
本
格
的
に
勉
強
し
た
い
」と
思
い
、大
学
院
に

２
年
間
通
っ
た
こ
と
だ
。そ
こ
で
大
学
の
先
生
や

小
中
高
の
先
生
た
ち
と
歴
史
学
習
の
あ
り
方

を
議
論
す
る
な
か
で
、「
自
我
関
与
」と
い
う
キ

ー
ワ
ー
ド
を
作
り
出
し
た
。

「
新
し
い
言
葉
を
作
っ
た
つ
も
り
で
し
た
が
、社

会
心
理
学
辞
典
に
同
じ
言
葉
が
す
で
に
あ
る
こ

と
を
あ
と
か
ら
知
り
ま
し
た（
笑
）。
歴
史
の
事

物
や
事
象
を
、生
徒
が
自
分
と
の
関
わ
り
を
通

授業では、知っている妖怪や、伝承を読んで感じたことを、生
徒に挙げてもらう場面も。「正解を答えないといけない」などと
いったプレッシャーは生徒たちにないようだった。

プリントは既存資料のコピーではなく、各種資料から引用した
文章を堤先生が打ち、写真なども挿入している。自作プリント
を解説してこそ伝わる、と若いころに教わったという。

実物大の模型を使って行ってきた、人類の進化について学
ぶ世界史の授業。白川隆信氏の教材キットを活用し、色塗り
を生徒にも手伝ってもらって、模型を自作したという。

校長先生INTERVIEW

社会に出るための
考える材料を多方面から
　堤先生とは、以前に私が本校で教頭を務めた
ときもご一緒しました。学者肌で研究熱心で、責
任感の強い先生。印象的だったのは、その当時
から「妖精」のことなどを研究課題にされていたこ
と。受験指導だけでなく、そうしたアプローチから
も、生徒が社会に出ていくうえで、さまざまなことを
考える材料をもたらしてくださっています。
　本校はスポーツに力を入れていますが、体育だ
けをがんばらせたいのではありません。数学や理
科で科学的な視点を養っ
たり、社会科や探究の学
びで　自分の目標を見つ
けたりと、カリキュラム全体
で、生徒が進路を自ら切り
拓いていけるように支援す
ることを目指しています。

校長
廣重昭博先生

佐賀東高校（佐賀・県立）

かつて体育コースを設けていた学校
で、2024年度より普通科の１コース
として改めて「スポーツ科」を新設。
アスリートから指導者やスポーツビジ
ネスまで、スポーツにかかわる幅広い
進路を目指すためのカリキュラムを
推進中。

創立1963年／普通科
生徒数533人（男子330人／
女子203人）
進路状況（2023年3月卒業）
大学69人、短大8人、専門学
校等73人、就職21人

582024 APR. Vol.450



鏡像
（向きが
逆になる）

こ
と
が
で
き
た
の
で
、面
白
か
っ
た
」

「
自
分
の
こ
と
に
置
き
換
え
て
考
え
る
こ
と
が

で
き
、点
と
点
が
つ
な
が
っ
て
面
白
か
っ
た
」

　

堤
先
生
は
そ
の
よ
う
に
、さ
ま
ざ
ま
な
時
代

の
物
事
を
生
徒
が
自
分
に
重
ね
合
わ
せ
て
考
え

る
よ
う
に
な
る
と
、嬉
し
く
な
る
と
い
う
。

「
最
近
の
歴
史
学
習
は
、現
代
と
結
び
つ
き
の

強
い
近
現
代
に
力
を
入
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、先
の
読
め
な
い
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、そ
れ

と
は
ま
た
違
う
見
方
や
考
え
方
に
ふ
れ
る
こ
と

も
、生
き
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、非
科
学
的
と
一
笑
に
付
さ
れ
そ

う
で
、実
は
現
代
で
も
無
意
識
に
は
多
く
の
人

が
共
感
す
る『
目
に
見
え
な
い
も
の
』と
の
関
わ

り
な
ど
を
。
そ
う
し
た
面
か
ら
も
物
事
を
捉
え

て
い
く
こ
と
が
、人
生
や
こ
の
社
会
を
よ
り
豊
か

に
し
て
い
く
よ
う
に
思
い
ま
す
」

　

こ
れ
ま
で
の
妖
怪
や
鬼
の
授
業
で
は
、生
徒

た
ち
か
ら
こ
ん
な
感
想
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
自
分
も
怖
い
と
き
、妖
怪
の
気
配
を
感
じ
る
」

「
恐
れ
ら
れ
て
き
た
妖
怪
を『
何
か
へ
の
危
機

感
』と
い
う
視
点
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
」

「
日
本
と
西
洋
の
違
い
を
、宗
教
や
歴
史
的
背

景
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
て
面
白
か
っ
た
」

「
架
空
の
存
在
は
昔
の
人
々
や
歴
史
を
動
か
し

た
一
つ
の
モ
ノ
と
い
う
の
に
興
味
が
湧
い
た
」

「
空
想
の
物
語
で
も
、自
分
に
ひ
き
つ
け
な
が
ら

考
え
た
こ
と
で
、今
ま
で
に
な
い
考
え
方
を
も
つ

歴
史
上
の
多
様
な
価
値
観
か
ら

今
ま
で
に
な
い
考
え
を
見
出
す

生徒INTERVIEW

――堤先生の授業の特徴といえばなんだと思いますか？
堤（知貴）さん　電子黒板を使ってくれて、黒板には大事なことを
書いてくれて、プリントも毎時間いろいろ配って説明してくれます。
松村さん　そのプリントが、教科書に書いてないようなことも書いてあ
って奥が深いんです。それを基に解説してくれるので面白いです。
――印象に残っている授業を教えていただけませんか？
岩下さん　サンタクロースの由来の授業です。「本当にいるの？」とい
う少女の質問から話が広がり、すごく面白かったです。クリスマスはキリ
ストの誕生日ぐらいの印象でしたが、西洋の歴史を知りたくなりました。
中村さん　妖怪の授業です。西洋の怪物やモンスターは、日本の
妖怪とはまた違うでき方をしたんだ、とわかってきて、日本と海外の考
え方の違いとか、そういうのをもっと知りたくなりました。

森山さん　今のロシア
とウクライナの情勢にち
なんで、歴史を説明して
くれた授業です。昔の国
と国の関係とかを知る
と、今の状況もわかりや
すくなったので、そういう
歴史をもっと知れたら
な、と思いました。

物事の背景にある歴史にもふれて
考えを深めてみたくなった

左より、松村琉愛さん、岩下 麗さん、堤 知
貴さん、森山大貴さん、中村陽人さん

図1 「興味・関心」と「学ぶ意味・意義」の接点となる自我関与

歴史上の事象と
今の事象を重ねる

堤先生は、ある事象を過去の
人々がどう受けとめたかを紹介し
ながら、そこに通じる現代の出来
事も挙げ、生徒に自分ならどうす
るか考えるように促している。疫
病の歴史と、コロナ禍の出来事
を対比する、といったように。

創作物の人や社会を
歴史に重ね合わせる

歴史の事象に絡めて、はやりの
アニメやドラマの「人や社会の
描かれ方」も題材や小ネタで活
用。昔の考え方が現代にも息づ
いている例として示し、生徒が好
きな創作物と歴史の両面から生
き方を模索できるようにしている。

映像や画像で
過去と現在をつなぐ

妖怪の授業のあとは、現代のス
ターバックスのロゴマークと、歴
史上の絵画の共通点から、中
世の両性具有やタブーに迫る
授業も実施中。妖怪の絵もそう
だが、視覚的な情報でも過去と
現代のつながりを提示している。

自我関与の学びに
教師ものめり込む

定期テスト後に行う授業は、配
付用の資料から、電子黒板用
の資料まで合わせると相当な準
備が必要になる。でも堤先生は、
そのように歴史を通して生き方
や社会のあり方を考えるのが、
自身にとっても「楽しい」そうだ。

・ 歴史の事物・事象を、生徒が自分との関わりを通して考えられるようにしたいと思っています。
・ 過去の人々の見方や考え方に、生徒が共感したり、新たな気づきを得たりしながら、「自分ならどうするか」
を考え、そうして自分の心に残ったものを基に、生き方や社会のあり方を考えていってほしいです。

歴史への
興味・関心
心ひかれた歴史
の事物や事象を
もっと知りたくなる 自我関与

教師は、生徒が「心ひかれる」ような歴史の事物・事象を提示する。
（興味・関心の喚起）

提示する際、その題材を、生徒が「自分との関わりを通して考え、把握し、想いを共有」（自我関与）で
きるように工夫、アレンジする。または、生徒が「自分との関わりを模索」できそうな題材を選定する。こ
うして、そこから生まれる問いは、「自分のこととして考えざるを得ない問題」である。

すると、今度は、この問いが、生徒に、問いに答えるよう迫ってくる。歴史学者・阿部謹也氏の言う「そ
れをやらねば生きていけない問題」となり、生徒はその問いを（歴史を通して）考えるなかで、歴史を
学ぶ意味・意義を感じるようになる。（興味・関心から追ったものが学ぶ意味・意義あるものに反転）

歴史を学ぶ
意味・意義
歴史の事物や事象に
自分を重ね合わせて
生き方も考えるように
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