
相
手
の
話
を
さ
ら
に
引
き
出
し
て
い
く
。

「
嫌
い
な
食
べ
物
は
な
ん
で
す
か
？
」

「
オ
ク
ラ
と
ナ
ス
、海
鮮
類
」

「
ま
じ
？
」

「
食
わ
ず
嫌
い
っ
て
感
じ
も
あ
る
。
オ
ク
ラ
は

食
べ
て
無
理
だ
っ
た
」

　

ふ
た
ば
未
来
学
園
高
校
の
佐
々
木
一
天
先

生
は
、こ
う
し
た
書
く
・
話
す
・
聞
く
こ
と
の
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
を
週
に
一
度
は
行
っ
て
き
た
。
１
年

次
の「
言
語
文
化
」の
授
業
か
ら
２・３
年
次
の

「
論
理
国
語
」の
授
業
ま
で
継
続
的
に
。

　

き
っ
か
け
は
、以
前
に
３
年
間
も
ち
上
が
り

で
生
徒
と
関
わ
っ
た
と
き
、最
終
学
年
に
な
っ

て
か
ら
の
進
路
相
談
で「
生
徒
も
教
員
も
お
互

い
に
苦
労
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
」か
ら
だ
。

「
進
学
や
就
職
に
向
け
て
小
論
文
や
履
歴
書

を
書
こ
う
、と
な
っ
た
と
き
、言
葉
が
出
て
こ
な

い
生
徒
が
い
た
の
で
す
。
ど
う
い
う
体
験
か
ら

何
を
感
じ
た
か
振
り
返
る
よ
う
に
促
し
て
も
、

体
験
し
た
こ
と
は
多
々
あ
っ
て
も
具
体
例
が
浮

か
ば
な
い
。こ
ち
ら
か
ら
の
問
い
か
け
で
話
を
深

め
よ
う
と
し
て
も
、胸
の
内
か
ら
考
え
を
引
き

出
そ
う
と
す
る
、と
い
う
よ
り
、短
絡
的
に
パ
ッ

と
答
え
て
し
ま
う
生
徒
や
、上
辺
の
言
葉
に
終

始
し
て
し
ま
う
生
徒
が
い
ま
し
た
。『
ふ
た
が
さ

れ
て
い
る
』と
い
う
か
。
冬
の
田
ん
ぼ
の
よ
う
に

表
面
が
ガ
チ
ガ
チ
に
固
ま
っ
て
い
て
、内
側
の
思

い
や
感
情
を
自
分
で
も
と
ら
え
き
れ
ず
に
い
る

生
徒
が
結
構
い
る
と
感
じ
た
の
で
す
」

　

だ
か
ら
授
業
で
、日
常
の
こ
と
を
生
徒
が
言

葉
を
し
ぼ
り
出
し
て
振
り
返
り
、「
生
活
体
験

を
揺
り
動
か
す
」よ
う
に
し
た
。
そ
う
し
て
可

視
化
し
た
自
分
の
思
い
や
感
情
を
、生
徒
同
士

で
伝
え
合
う
こ
と
も
行
っ
て
き
た
。

「
食
事
を
す
る
と
き
、食
べ
る
順
番
は
ど
ん
な

感
じ
で
す
か
？
」

　

３
年
生
の「
論
理
国
語
」の
授
業
は
、定
番

の
文
章
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
か
ら
始
ま
っ
た
。
出
さ
れ

た
お
題
に
対
し
、生
徒
お
の
お
の
が
原
稿
用
紙

に
４
０
０
字
以
内
で
文
章
を
つ
づ
る
取
組
だ
。

書
く
こ
と
の
糸
口
を
つ
か
め
る
よ
う
、ま
ず
は

隣
同
士
で
情
報
交
換
。
そ
の
う
え
で
約
10
分

間
の
作
文
に
挑
む
。
原
稿
用
紙
の
７
割
を
超

え
る
と
こ
ろ
に
赤
い
線
が
引
い
て
あ
り
、８
割

を
超
え
る
と
こ
ろ
に
青
い
線
が
あ
り
、各
ラ
イ

ン
に
達
す
る
か
で
Ａ・
Ｂ・
Ｃ
の
評
価
が
つ
く
。

　

あ
る
生
徒
が
も
ど
か
し
そ
う
に
声
を
あ
げ
た
。

「
あ
と
５
文
字
足
り
な
い
！
」

　

す
る
と
ま
わ
り
の
生
徒
が
助
け
舟
を
出
し
た
。

「
好
き
な
食
べ
物
の
こ
と
を
書
け
ば
？
」

「
今
の
食
べ
方
を
こ
れ
か
ら
も
続
け
た
い
か
、と

か
、自
分
の
気
持
ち
も
書
け
ば
い
い
じ
ゃ
ん
」

　

話
題
を
広
げ
る
コ
ツ
を
、生
徒
た
ち
そ
れ
ぞ

れ
が
自
分
な
り
に
培
っ
て
き
た
よ
う
で
、少
な
く

と
も
７
割
の
ラ
イ
ン
は
次
々
に
超
え
て
い
っ
た
。

　

続
い
て
、話
す
・
聞
く
こ
と
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
。

書
い
た
こ
と
を
基
に
話
を
組
み
立
て
、原
稿
は

見
な
い
で
、隣
の
生
徒
に
１
分
間
で
説
明
す
る
。

「
の
ど
を
潤
す
た
め
に
、ま
ず
水
を
飲
み
ま
す
」

「
ご
飯
は
お
か
ず
と
一
緒
に
か
き
こ
ん
で
、あ
い

だ
に
味
噌
汁
を
飲
ん
で
」

「
嫌
い
な
も
の
は
先
に
食
べ
る
よ
う
に
し
て
」

「
朝
は
し
っ
か
り
食
べ
て
、夜
は
軽
め
で
…
」

　

そ
の
あ
と
の
１
分
間
は
、聞
い
た
側
が
質
問

す
る
タ
ー
ン
。気
に
な
っ
た
こ
と
を
投
げ
か
け
て

３
年
間
ず
っ
と
続
け
て
き
た

書
く
・
話
す
・
聞
く
こ
と
の
活
動

取材・文／松井大助　撮影／神田 仁

大学の文学部を卒業後、高校教
員に。教員７年目のときに大学院
で２年間学ぶ。現任校では今現
在、アカデミック系列、トップアス
リート系列、スペシャリスト系列と
いう３系列の生徒すべてと国語
の授業で関わる。バドミントン部
の顧問も長く務めており、現在は、
技術指導は専属の監督やコー
チに委ね、部員の進路支援や事
務作業を主に担当。
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生活体験を
揺り動かす

頭の中にある
言葉を
しぼり出す

（文字化・可視化）

他者にうまく伝える
うまく伝えさせる

読んで感じたことや考えたことを
言葉にして伝え合う

この文章の本質は
どこかを考える

生活体験に関連づけて
教材を読み、考える

体験から感じたことを
言葉にして考えられるように

考えたことを表に出して
伝え合えるように

ふれた文章から
心にぐっとくるものを感じやすくなる

社会に出てからも
本質に迫る学びや創造に挑める

他者との関わりから
考えを広げたり深めたりしていける

ふたが
されている

　

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
あ
と
は
教
科
書
を
使
っ
た

学
習
に
入
る
。ペ
ア
で
の
音
読
。
対
比
構
造
な

ど
着
目
す
べ
き
点
を
押
さ
え
た
う
え
で
、先
生

と
生
徒
の
問
答
に
よ
る
文
章
読
解
。
個
々
で
の

文
章
読
解
。再
び
ペ
ア
に
な
っ
て
意
見
交
換
。

　

さ
ら
に
単
元
ま
と
め
の
授
業
で
は
、読
ん
だ

文
章
か
ら
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
、振

り
返
り
シ
ー
ト
に
各
自
が
記
述
す
る
。
シ
ー
ト

に
は
罫
線
付
き
の
記
述
欄
と
目
標
ラ
イ
ン
が
設

け
ら
れ
て
い
て
、こ
こ
で
も
言
葉
を
し
ぼ
り
出
し

て
。そ
の
思
い
を
ま
た
生
徒
同
士
で
伝
え
合
う
。

　

取
材
し
た
日
の
授
業
の
終
わ
り
に
は
、前
の

単
元
の
振
り
返
り
シ
ー
ト
を
返
却
し
な
が
ら
、

佐
々
木
先
生
が
参
考
資
料
も
配
付
し
た
。

「
前
回
学
ん
だ『
贈
り
物
』と
し
て
の
ノ
ブ
レ

ス・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
の
一
つ
で
す
。こ
の
言
葉
、ど

こ
か
で
見
た
こ
と
な
い
で
す
か
？
」

「
煉
獄
じ
ゃ
な
い
？　

煉
獄
じ
ゃ
な
い
？
」

「
そ
う
、（
ア
ニ
メ『
鬼
滅
の
刃
』に
登
場
す
る
）

煉
獄
さ
ん
の
お
母
さ
ん
の
言
葉
で
す
ね
」

「
お
ー
か
っ
こ
い
い
ー
!!
」

　

そ
の
よ
う
に
学
習
内
容
と
関
連
す
る
言
葉

を
「
生
徒
の
生
活
体
験
に
近
そ
う
な
と
こ
ろ
」

か
ら
見
つ
け
て
は
共
有
す
る
こ
と
も
し
て
い
る
。

「
教
材
の
本
文
を
、生
徒
が
自
分
の
生
活
か
ら

遠
い
も
の
と
感
じ
た
ま
ま
読
む
と『
な
ん
だ
か

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
』で
終
わ
り
ま
す
。そ
う
で

は
な
く
、こ
の
点
に
つ
い
て
自
分
は
ど
う
か
、な

ど
と
、生
活
体
験
に
関
連
付
け
て
読
む
こ
と
で
、

教
材
で
ふ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
や
考
え
方
を

『
面
白
い
』『
な
る
ほ
ど
』と
感
じ
て
ほ
し
い
の
で

す
。
心
に
ぐ
っ
と
く
る
も
の
が
残
っ
て
ほ
し
い
ん

で
す
よ
ね
。
何
年
後
か
何
十
年
後
に『
授
業
で

あ
ん
な
こ
と
や
っ
た
な
、そ
の
考
え
で
ち
ょ
っ
と

が
ん
ば
ろ
う
』な
ど
と
思
え
る
よ
う
に
」

　

ま
た
、「
文
章
の
本
質
は
ど
こ
か
を
考
え
よ
う
」

と
も
促
し
て
き
た
。筆
者
の
主
張
や
主
題
な
ど
。

そ
の
意
図
は
、一
つ
は
近
い
将
来
の
た
め
だ
。

「
進
学
や
就
職
の
た
め
の
試
験
で
、文
章
読
解

や
、文
章
を
読
ん
だ
う
え
で
の
論
述
を
求
め
ら

れ
た
と
き
は
、『
本
質
を
捉
え
て
か
ら
答
え
る
』

こ
と
が
重
要
だ
と
思
う
か
ら
で
す
。
そ
う
で
な

い
と
的
外
れ
な
回
答
を
し
て
し
ま
い
ま
す
」

　

加
え
て
、本
質
を
つ
か
も
う
と
す
る
姿
勢
は
、

実
社
会
で
も
役
立
つ
と
考
え
て
い
る
か
ら
だ
。

「
例
え
ば
仕
事
で
専
門
性
を
磨
い
て
い
き
た
い

と
き
、自
分
の
仕
事
の
本
質
は
何
か
を
常
に
考

え
て
学
ぼ
う
と
す
る
人
の
ほ
う
が
、成
長
で
き

る
と
思
う
の
で
す
。
ま
た
、仕
事
で
商
品
開
発

や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
挑
む
と
き
も
、そ
こ
で
求
め

ら
れ
る
本
質
は
何
か
を
考
え
な
が
ら
取
り
組

ん
で
こ
そ
、体
裁
だ
け
を
整
え
た
の
で
は
な
い
、

核
心
を
つ
い
た
も
の
を
創
造
し
て
い
け
る
の
で

は
な
い
か
、と
思
っ
て
い
る
の
で
す
」

言語文化・論理国語の授業の展開例とそのねらい

ペアでの教科書の音読。その後、個別に文章読解に取り組んでからま
たペアで意見交換するなど、生徒同士で協力し合う場面も多い。

話す・聞くトレーニング。うなずきながら聞いていた生徒のことを称賛する
など、話す・聞くときの姿勢まで磨くことを目指している。

文章トレーニング。１年生のときに300字以内で作文することから始め、
３年生になった現在は400字以内の作文に取り組んでいる。

書く

話す・聞く

読む①

読む②

書く・話す・聞く

生徒の状態

期待する変化

言葉が出ない生徒
考えるのが苦手な生徒
字面を読むだけの生徒

上辺の言葉で応答する生徒

…毎週のトレーニング
…教科書を使った学習

教
材
を
ど
の
よ
う
に
読
め
ば

生
徒
が
何
を
得
ら
れ
る
か
を
考
え
て
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そ
の
三
者
三
様
の
生
徒
た
ち
と
向
き
合
う

な
か
で
抱
い
た
の
が
、「
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の

思
い
を
も
っ
と
言
葉
に
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
」

と
い
う
意
識
だ
。
生
徒
の
言
語
化
を
促
す
に
は
、

「
書
き
た
く
な
る
場
を
つ
く
る
」こ
と
も
重
要

で
あ
る
こ
と
を
、大
学
院
時
代
に
恩
師
か
ら
学

ん
だ
。そ
こ
で「
お
に
ぎ
り
の
具
は
何
が
い
い
か
」

と
い
っ
た
、く
だ
け
た
テ
ー
マ
で
生
徒
全
員
が
作

文
し
、校
舎
に
掲
示
す
る
取
組
を
や
っ
て
み
た
。

　

さ
ら
に
そ
う
し
た
作
文
を
日
々
の
授
業
で

も
行
え
る
よ
う
、生
徒
か
ら
も
ア
イ
デ
ア
を
募

っ
て
、左
の
図
の
よ
う
に
、書
き
や
す
い
問
い
か

ら
、慣
れ
て
き
た
ら
挑
戦
す
る
思
索
的
な
問
い

ま
で
、さ
ま
ざ
ま
な
問
い
を
編
み
出
し
て
い
っ
た
。

　

文
章
を
読
む
面
白
さ
を
分
け
合
う
よ
う
な
こ

と
を
し
た
い
。
佐
々
木
先
生
は
そ
ん
な
思
い
か
ら

国
語
教
員
に
な
っ
た
が
、初
任
の
進
学
校
で
は

受
験
の
た
め
の
教
科
指
導
に
励
む
こ
と
に
な
っ

た
と
い
う
。
周
囲
が
そ
れ
を
期
待
し
て
い
た
か
ら

で
あ
り
、自
身
も
そ
の
環
境
に
な
じ
ん
で
い
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、２
校
目
で
工
業
高
校
に
異
動
す

る
と
、初
任
校
で
培
っ
た
教
科
指
導
が
ま
る
で

通
用
し
な
く
な
る
。
文
章
の
読
み
書
き
に
苦
手

意
識
を
も
つ
生
徒
が
多
か
っ
た
た
め
だ
。
授
業

中
に
寝
て
い
る
生
徒
を
起
こ
す
と
、「
先
生
、俺

は
学
校
に
来
る
だ
け
で
精
一
杯
な
ん
だ
よ
」と

返
さ
れ
た
。卒
業
後
は
就
職
す
る
生
徒
が
多
く
、

受
験
と
い
う
の
は
国
語
を
勉
強
す
る
理
由
に

受
験
と
い
う
目
標
が
な
く
て
も

生
徒
が
学
び
を
得
ら
れ
る
よ
う
に

さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
生
徒
が

思
い
を
言
葉
で
発
信
で
き
る
よ
う
に

な
ら
な
い
。「
自
分
は
何
の
た
め
に
国
語
の
授
業

を
し
て
い
る
の
か
」。迷
う
こ
と
が
増
え
た
。

　

だ
か
ら
、大
学
院
に
通
う
研
修
制
度
が
あ
る

の
を
知
る
と
希
望
し
、２
年
間
、国
語
教
育
に
つ

い
て
改
め
て
研
究
し
た
。「
教
え
る
」か
ら「
学

び
を
提
供
す
る
」に
視
点
が
変
わ
り
、工
業
高

校
に
戻
る
と
、目
の
前
の
生
徒
た
ち
が
ど
う
す

れ
ば
国
語
の
教
材
か
ら
学
び
を
得
ら
れ
る
か
を

模
索
し
た
。
結
果
、生
活
体
験
に
関
連
付
け
て

教
材
を
読
む
授
業
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　

現
在
の
ふ
た
ば
未
来
学
園
高
校
に
は
創
立

時
に
着
任
、幅
広
い
タ
イ
プ
の
生
徒
と
関
わ
っ

て
き
た
。
同
校
に
は
、大
学
進
学
を
目
指
す
ア

カ
デ
ミ
ッ
ク
系
列
、ス
ポ
ー
ツ
の
分
野
で
の
活

躍
を
目
指
す
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
系
列
、農
業
・

工
業
・
商
業
・
福
祉
で
の
活
躍
を
目
指
す
ス
ペ
シ

ャ
リ
ス
ト
系
列
の
３
つ
が
あ
る
か
ら
だ
。

ふたば未来学園高校（福島・県立）

INTERVIEW・教科を越えたつながり

　佐々木先生が学年主任を務める学年団でご一
緒し、３年目になります。すごいと思うのは、１年次か
ら蒔いた種が、実を結びつつあることです。佐々木
先生は、生徒に相当な量の作文を書くことを求め、
それを日々読むような生活をされてきました。課外活
動でも生徒自身で考えるよう促してきました。
　結果、例えば数学の授業で「なぜ間違った回答
になったか話し合ってみよう」と促すと、今ではどのク
ラスの生徒も自分の考えを基に結構話せるのです。
大学進学や就職をゴールと捉えず、その先で何をし
たいかまで考える力もついたと感じています。
　文章や漢字のトレーニングを、本校の３系列の生
徒たちの特性に合わせて、柔軟にされているのも特
徴だと思います。私も数学の授業では、習熟度に合
わせた課題に、生徒たちが毎週取り組むという時間
を設け、各自が達成感を得ながら学んでいけるような
環境にすることを目指しています。

数学
鈴木貴人先生

生徒たちが
達成感を得ながら
思考するには

併設型の中高一貫校で、高校からの
入学も可能。震災と原発事故で、双
葉郡内の中学校や高校の生徒が本
来の校舎を離れて学ばざるを得なか
った期間を経て、教育の復興と新た
な教育の創造を目指して開設され
た。建学の精神は「変革者たれ」。

創立2015年／総合学科
生徒数（高校）458人 (男子
238人、女子220人)
進路状況（2025年3月卒
業）大学79人、短大3人、専
門学校19人、就職24人、そ
の他7人

文章トレーニングでは、難しいテーマでも諦めずに作文するなど、培
った筆力で生徒たちが佐々木先生を驚かせることも増えてきた。

コミュニケーションが苦手な生徒もいたが、自分の思いを文字にし
てから話すことを重ねていくと、徐々に慣れていったという。

文章トレーニングの問い一例

書きやすい・書きたくなる問い

就職や進学を見すえた問い

学習した教材を踏まえた問い

最近あったちょっとラッキーなことを教えてください。

最近メチャクチャ寒いですが、寒さをしのぐ方法、
寒い時のオススメの過ごし方、寒い時期に気を付
けていること等々、教えてください。

「金と時間には糸目をつけねーぜ！」となったとした
ら、どこか行ってみたいところはありますか？？　詳
しく教えてください。

高校入学時と比べて、「少しは自分も成長したな
あ」と思うところはどこですか。成長させてくれたも
の（こと）を交えながら説明してください。

苦手な物事に対応しなければならなくなった時に、
あなたはどのような行動を取りますか？？　具体
的に教えてください。

あなたが持つ「美意識」にはどのようなものがあり
ますか？？　具体例を踏まえながら、600字以内
で説明してください。

あなたが今までにした「選択」の中で、大きなター
ニングポイントになったものは何ですか。具体例を
踏まえながら、600字以内で説明してください。
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　佐々木先生の授業では、文章トレーニングや、隣
の人との意見交換をよくします。もともと自分は、書く
ことも、コミュニケーションを取ることも苦手だったの
で、最初は嫌だなあと思っていました。でも毎週続け
ていくと、段 と々書ける分量が増えていき、そうやって
頭の中にあることを一度言葉にしてから話すうちに、
対話にも慣れてきました。
　今ではさまざまなお題をみんなで考えるのが楽しい
です。これまで考えたことがなかったことまで文章に
し、意見交換すると、視野が広がるので。その影響
で、いろいろな人の文章を読むことも好きになりまし
た。この先は栄養学を勉強し、まわりの健康を支えら
れる人になりたいと思っています。

スペシャリスト系列農業
赤塚優翔さん（3年生）

書き続けると
考えがまとまり
話せるように

　佐々木先生の授業の特徴は、自分はどう思うかを
文章にして、生徒同士で伝え合うことまですることで
す。また、現代文や古典を読むときに、今に通じるプ
ラスαのことも教えてくださるので、文章をより深く読
めるとも感じています。自分の考えを言語化し、同級
生や筆者の考えにもふれる。そうした活動を通して、
人間のことや物事について考えを深める姿勢が身
についたように思います。
　今後は、大学で歴史を学びたいと思っています。
ある国とある国はどうして今の関係になったのか。お
祭りなどの文化はどのように継承されてきたのか。歴
史をひも解き、自分たちのこれからの道しるべとなる
ものを見いだしていきたいからです。

アカデミック系列文系
紺野琉美子さん（3年生）

思いを言語化し
人の考えにもふれて
物事を見つめる

っ
た
の
で
す
が
、最
近
で
は
記
述
式
の
回
答
欄

も
、生
徒
た
ち
が
投
げ
出
さ
ず
に
言
葉
を
埋
め

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
模
範
回
答
の
よ
う
な

内
容
の
も
の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、お
の

お
の
が
出
題
文
を
よ
く
読
ん
で
向
き
合
い
、格

闘
し
な
が
ら
回
答
を
作
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
ん
で
す
。
こ
ち
ら
も
そ
の
回
答
を
き
ち
ん
と

読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
、体
感
で
す
が
、

採
点
に
か
か
る
時
間
は
長
く
な
り
ま
し
た
」

　

探
究
活
動
で
も
、以
前
は
自
分
の
思
い
を
言

葉
に
す
る
こ
と
や
、人
前
で
発
表
す
る
こ
と
に

強
烈
な
苦
手
意
識
を
も
っ
て
し
ま
う
生
徒
が
い

た
が
、ト
レ
ー
ニ
ン
グ
し
て
き
た
生
徒
た
ち
に
そ

こ
ま
で
の
つ
ま
ず
き
は
な
い
。
ま
た
、３
年
生
に

な
っ
て
進
路
面
談
が
始
ま
る
と
、担
任
の
先
生

た
ち
か
ら「
ち
ゃ
ん
と
備
え
て
き
て
い
ま
す
」と

い
う
声
が
あ
が
る
よ
う
に
な
っ
た
。
目
指
し
た
い

分
野
を
生
徒
が
自
分
な
り
に
考
え
て
、親
に
も

相
談
し
た
り
、調
べ
物
を
し
た
り
し
た
う
え
で

面
談
に
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

　

自
身
の
生
活
を
振
り
返
っ
て
文
章
を
書
き
、

そ
れ
を
基
に
話
す
・
聞
く
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
毎
週

行
っ
て
き
た
生
徒
た
ち
。始
め
た
ば
か
り
の
１
年

生
の
こ
ろ
は
、筆
が
進
ま
ず
、話
も
途
切
れ
が
ち

だ
っ
た
が
、３
年
生
に
な
っ
た
今
で
は
、少
し
難
し

い
お
題
で
も
言
葉
を
し
ぼ
り
出
し
て
作
文
し
、

そ
の
後
の
対
話
も
盛
り
上
が
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
う
し
て
可
視
化
し
た
自
分
の
生
活
体
験
と

結
び
つ
け
な
が
ら
、教
材
に
ふ
れ
る
こ
と
で
、さ

ま
ざ
ま
な
文
章
を
読
む
こ
と
に
も
な
じ
ん
で
き

た
よ
う
に
佐
々
木
先
生
は
感
じ
て
い
る
。

　

具
体
的
な
変
化
と
し
て
見
て
と
れ
る
の
が
、

定
期
テ
ス
ト
の
回
答
だ
。

「
最
初
の
こ
ろ
は
白
っ
ぽ
い
回
答
用
紙
が
多
か

「
国
語
の
授
業
だ
け
で
な
く
、ほ
か
の
先
生
方

の
授
業
や
課
外
活
動
も
通
し
て
生
徒
が
成
長

し
た
か
ら
で
す
が
、『
自
分
は
何
を
し
た
い
か
、

言
葉
を
使
っ
て
考
え
、ま
わ
り
に
も
伝
え
て
い

く
』と
い
う
、そ
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
は
築
く
こ
と

が
で
き
た
の
か
な
、と
感
じ
て
い
ま
す
」

　

現
３
年
生
に
対
し
て
は
、今
後
、毎
週
の
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
で
、次
の
よ
う
な
意
識
で
言
葉
を

使
う
こ
と
も
さ
ら
に
促
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

文
字
化
し
た
自
分
の
思
い
を
基
に「
原
稿
は
見

な
い
で
、書
い
た
原
稿
を
そ
ら
ん
じ
る
の
で
も

な
く
、相
手
の
目
を
見
な
が
ら
、伝
わ
る
よ
う

に
そ
の
場
で
ス
ピ
ー
チ
す
る
」。そ
う
し
た
姿
勢

は
、進
学
や
就
職
の
面
接
に
も
欠
か
せ
な
い
し
、

社
会
に
出
て
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や

話
し
合
い
で
も
生
き
て
く
る
と
思
う
か
ら
だ
。

「
私
た
ち
は
言
葉
と
一
緒
に
生
き
て
い
き
ま
す
。

そ
の
言
葉
を
豊
か
に
使
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と

が
、生
徒
た
ち
の
人
生
を
豊
か
に
す
る
一
つ
の

道
筋
に
な
れ
ば
よ
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
」

言
葉
を
使
う
こ
と
に
な
じ
み

自
分
の
思
い
を
周
囲
に
も
伝
え
る

生徒INTERVIEW

生活体験を
言語化する

日々の生活のなかで感じている
ことや考えていることを、生徒が
毎週、お題に沿って文章にする
ことで、自分の感情や思考を可
視化。それを基に生徒同士で対
話もして、自分の考えをさらに広
げたり深めたりする。

生活体験と
教材をつなげる

毎週行う生活体験の言語化と、
教材の学習内容に関連性をも
たせて、生徒の読むことへの意
欲を高める。また、教材を通して
学んだテーマ（美意識や選択な
ど）に沿って、生徒が生活体験を
言葉にして振り返ることも促す。

共有する言葉を
ストックする

生徒たちの関心が強いドラマや
著名人などにもアンテナを張り
ながら、先生自身が共有したい
言葉を見つけてはストック。その
言葉と関連する教材のテーマが
あったときに示して、日々の生活
と教材をさらにつなげる。

ＮＯ原稿で
スピーチ

生徒同士の対話は、おのおのが
自分の考えを一度文章にしてか
ら行うのが基本。ただし文章を
読み上げるのではなく、そこで整
理された思考を基に、相手の目
を見て、伝え方を工夫して話すよ
う、生徒に繰り返し求めている。

・ 自分の生活体験を言葉を使って振り返ることや、その体験と関連づけながら、さまざまな文章を読むことや
 対話をすることにも挑むなかで、ものの見方や考え方を深めていってほしいと思っています。
・ 言葉で伝え合う力も磨き、周囲とうまくコミュニケーションを取って生活できるようになってほしいです。
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