
《

指

導

助

言

》

◎

眞

椙

秀

也

（

徳

島

市

立

高

校

教

頭

）

作

品

評

脇

町

高

校

の

茅

野

先

生

に

は

、
「

読

み

の

枠

組

み

を

問

い

直

す

小

説

の

学

習

│

『

走

れ

メ

ロ

ス

』

の

再

読

を

通

し

て

」

と

題

し

た

研

究

大

会

の

発

表

を

ま

と

め

て

い

た

だ

き

、

大

変

お

世

話

に

な

り

ま

し

た

。

ま

さ

に

統

一

研

大

会

の

発

表

に

ふ

さ

わ

し

い

、

興

味

深

い

内

容

の

も

の

で

し

た

。

今

回

、

茅

野

先

生

は

、

既

習

教

材

の

小

説

を

「

読

む

こ

と

」

を

通

し

て

、

生

徒

た

ち

が

「

読

み

の

枠

組

み

」

を

問

い

直

し

、

生

き

生

き

と

思

考

し

表

現

で

き

る

授

業

の

構

築

に

チ

ャ

レ

ン

ジ

し

て

い

ま

す

。

私

は

そ

の

取

り

組

み

は

、

現

代

文

の

授

業

の

可

能

性

を

更

に

拡

げ

て

く

れ

る

も

の

で

あ

る

と

感

じ

ま

し

た

。

同

時

に

自

ら

の

こ

れ

ま

で

の

現

代

文

の

授

業

実

践

を

振

り

返

り

、

果

た

し

て

ど

れ

だ

け

の

こ

と

が

で

き

た

の

だ

ろ

う

か

と

考

え

さ

せ

ら

れ

も

し

ま

し

た

。

さ

て

、

現

代

文

の

指

導

は

古

典

の

指

導

に

比

べ

、

よ

り

教

員

の

力

量

の

差

が

出

や

す

い

と

言

わ

れ

ま

す

。

そ

の

た

め

か

、

現

代

文

の

指

導

に

意

欲

的

に

取

り

組

む

先

生

が

お

ら

れ

る

一

方

で

、

ど

う

取

り

組

め

ば

良

い

の

か

、

あ

る

い

は

自

分

の

今

の

取

り

組

み

は

果

た

し

て

こ

れ

で

良

い

の

か

と

悩

み

、

試

行

錯

誤

を

繰

り

返

す

先

生

も

お

ら

れ

ま

す

。

今

回

の

発

表

は

そ

の

よ

う

な

方

に

大

き

な

示

唆

を

与

え

る

、

大

変

貴

重

な

も

の

で

あ

り

ま

し

た

。

そ

れ

で

は

、

私

か

ら

は

今

後

ぜ

ひ

と

も

参

考

に

し

て

い

た

だ

き

た

い

と

思

う

点

や

こ

の

取

り

組

み

の

優

れ

た

点

等

に

つ

い

て

述

べ

た

い

と

思

い

ま

す

。

ま

ず

一

点

目

は

、

生

徒

た

ち

の

読

み

の

変

容

を

図

る

た

め

、

作

品

を

「

批

判

的

」

に

読

む

と

い

う

ア

プ

ロ

ー

チ

を

し

た

点

で

す

。

こ

こ

で

い

う

「

批

判

的

」

と

は

、

文

章

の

欠

点

を

あ

げ

つ

ら

う

こ

と

で

は

な

く

、
書

か

れ

て

い

る

内

容

や

表

現

に

つ

い

て

、



な

ぜ

そ

の

よ

う

に

書

か

れ

て

い

る

の

か

、

検

討

し

な

が

ら

読

む

と

い

う

こ

と

で

す

。

し

か

し

、

教

え

る

側

の

教

員

で

す

ら

、

扱

う

作

品

を

「

批

判

的

」

に

読

む

こ

と

は

な

か

な

か

難

し

い

と

こ

ろ

が

あ

り

ま

す

。

更

に

言

え

ば

、

国

語

の

教

師

と

し

て

経

験

を

積

め

ば

積

む

ほ

ど

、

そ

の

作

品

を

固

定

的

に

扱

っ

て

し

ま

う

恐

れ

も

あ

り

ま

す

。

さ

て

、

こ

れ

は

茅

野

先

生

の

授

業

に

対

す

る

私

の

正

直

な

感

想

で

す

が

、

茅

野

先

生

の

授

業

は

「

思

考

」

が

ア

ク

テ

ィ

ブ

に

な

る

そ

ん

な

授

業

で

あ

る

と

つ

く

づ

く

感

心

さ

せ

ら

れ

ま

し

た

。

今

回

の

学

習

指

導

要

領

の

改

訂

の

背

景

に

、
「

高

校

で

は

、

教

材

へ

の

依

存

度

が

高

く

、

主

体

的

な

言

語

活

動

が

軽

視

さ

れ

、

依

然

と

し

て

講

義

調

の

伝

達

型

授

業

に

偏

っ

て

い

る

傾

向

が

あ

る

」

こ

と

や

、
「

高

等

学

校

の

国

語

教

育

に

お

い

て

は

、

教

材

の

読

み

取

り

が

指

導

の

中

心

に

な

る

こ

と

が

多

く

、

国

語

に

よ

る

主

体

的

な

表

現

等

が

重

視

さ

れ

得

た

授

業

が

十

分

行

わ

れ

て

い

な

い

こ

と

、

話

し

合

い

や

論

述

な

ど

の

『

話

す

こ

と

・

聞

く

こ

と

』
、
『

書

く

こ

と

』

の

領

域

の

学

習

が

十

分

に

行

わ

れ

て

い

な

い

」

こ

と

な

ど

が

挙

げ

ら

れ

ま

す

。

茅

野

先

生

が

実

践

し

た

授

業

は

、

決

し

て

講

義

調

の

も

の

で

は

な

く

、

生

徒

た

ち

は

教

材

を

通

し

て

読

み

取

っ

た

こ

と

を

踏

ま

え

、

思

考

を

ア

ク

テ

ィ

ブ

に

し

、

主

体

的

な

言

語

活

動

を

通

じ

、

自

分

の

考

え

を

的

確

に

表

現

し

よ

う

と

し

て

い

ま

す

。

こ

れ

は

ま

さ

に

学

習

指

導

要

領

の

改

訂

の

趣

旨

に

添

っ

た

も

の

と

言

え

る

で

し

ょ

う

。

次

に

二

点

目

と

し

て

、

既

習

教

材

で

あ

る

「

走

れ

メ

ロ

ス

」

を

、

教

材

と

し

て

取

り

上

げ

た

点

で

す

。

今

回

授

業

を

受

け

た

の

は

高

校

二

年

生

で

す

。

お

そ

ら

く

生

徒

た

ち

の

中

に

は

、
「

走

れ

メ

ロ

ス

」

と

い

う

中

学

校

で

学

ん

だ

教

材

を

「

ど

う

し

て

今

さ

ら

」

と

思

っ

た

人

も

少

な

く

な

か

っ

た

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

そ

こ

に

は

、

多

く

の

生

徒

が

「

走

れ

メ

ロ

ス

」

を

「

人

を

信

じ

る

こ

と

に

つ

い

て

の

物

語

」
「

メ

ロ

ス

中

心

の

物

語

」

と

捉

え

て

い

る

こ

と

を

上

手

く

利

用

し

、

思

考



の

変

容

を

生

み

や

す

く

す

る

と

い

う

狙

い

が

あ

っ

た

と

言

え

ま

す

。

茅

野

先

生

は

巧

み

に

そ

の

こ

と

を

利

用

し

な

が

ら

、

刑

場

に

集

ま

っ

た

「

群

衆

」

と

い

う

「

テ

ク

ス

ト

の

〈

細

部

〉
」

に

着

目

さ

せ

る

こ

と

で

、

生

徒

た

ち

の

読

み

の

刷

新

を

図

ろ

う

と

し

て

い

ま

す

。

・
「

群

衆

」

は

な

ぜ

刑

場

に

集

ま

っ

て

い

た

の

か

。

・
「

群

衆

」

が

何

を

期

待

し

て

集

ま

っ

て

い

た

の

か

。

・
「

群

衆

」

は

な

ぜ

「

メ

ロ

ス

万

歳

」

と

言

わ

ず

に

、
「

王

様

万

歳

」

と

叫

ん

だ

の

か

、

等

々

。

そ

う

し

た

点

に

着

目

さ

せ

な

が

ら

、

生

徒

た

ち

に

「

走

れ

メ

ロ

ス

」

の

「

別

の

読

み

の

枠

組

み

」

を

獲

得

さ

せ

て

い

っ

て

い

る

の

で

す

。

つ

ま

り

、

そ

の

こ

と

を

、

よ

り

短

期

間

で

、

よ

り

効

果

的

に

で

き

る

の

が

既

習

教

材

で

あ

る

「

走

れ

メ

ロ

ス

」

で

あ

っ

た

と

言

え

ま

す

。

三

点

目

が

、

今

回

の

一

連

の

学

習

活

動

は

、

新

た

な

読

み

の

枠

組

み

の

獲

得

に

止

ま

ら

ず

、

さ

ら

に

も

う

一

歩

踏

み

込

み

、

生

徒

た

ち

が

自

ら

の

こ

と

と

し

て

捉

え

直

す

、

つ

ま

り

思

考

を

深

め

る

と

こ

ろ

ま

で

目

的

と

し

て

行

わ

れ

て

い

る

と

い

う

点

で

す

。

そ

の

た

め

に

、

茅

野

先

生

は

生

徒

た

ち

に

「

流

さ

れ

な

い

で

い

る

こ

と

は

で

き

る

？

」

と

い

う

作

文

課

題

も

提

示

し

て

い

ま

す

。

そ

こ

に

は

、

生

徒

た

ち

の

日

常

に

「

走

れ

メ

ロ

ス

」
の

文

中

に

見

ら

れ

る

「

流

さ

れ

る

『

群

衆

』
や

『

メ

ロ

ス

』
」

が

、

実

は

あ

り

得

る

こ

と

を

実

感

さ

せ

、

意

思

決

定

や

自

己

表

現

の

際

、

果

た

し

て

自

分

た

ち

は

「

流

さ

れ

な

い

で

い

ら

れ

る

の

か

」

を

、

考

え

さ

せ

、

表

現

さ

せ

よ

う

と

し

て

い

ま

す

。

そ

し

て

、

生

徒

た

ち

が

課

題

に

つ

い

て

考

え

や

す

く

、

よ

り

書

き

や

す

い

よ

う

に

選

択

肢

や

書

き

出

し

例

を

示

す

な

ど

、

学

習

者

へ

の

ヒ

ン

ト

と

な

る

よ

う

な

工

夫

が

な

さ

れ

て

い

る

こ

と

も

、

生

徒

に

と

っ

て

は

取

り

組

み

や

す

か

っ

た

の

で

は

な

い

で



し

ょ

う

か

。

更

に

、

作

文

を

書

く

際

に

全

体

交

流

と

し

て

、

生

徒

た

ち

は

教

室

を

立

ち

歩

い

て

相

談

し

た

い

人

に

相

談

で

き

る

よ

う

に

し

て

い

る

点

も

私

に

は

と

て

も

新

鮮

に

映

り

ま

し

た

。

ま

た

、

書

き

上

が

っ

た

作

文

を

ク

ラ

ス

全

体

で

共

有

し

て

い

る

こ

と

も

重

要

な

点

で

す

。

そ

う

す

る

こ

と

で

、

自

己

が

変

容

し

た

こ

と

へ

の

気

づ

き

に

加

え

、
新

た

な

発

見

や

内

省

が

生

ま

れ

、
思

考

を

一

層

深

め

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

た

だ

、

残

念

な

こ

と

は

、

こ

の

実

践

研

究

が

短

期

間

の

も

の

で

あ

っ

た

と

こ

ろ

で

す

。

今

回

の

授

業

実

践

は

、

茅

野

先

生

が

鳴

門

教

育

大

学

大

学

院

へ

派

遣

さ

れ

て

い

た

令

和

２

年

度

に

、

地

籍

校

実

習

の

一

環

と

し

て

、

４

時

間

の

飛

び

込

み

授

業

と

し

て

行

わ

れ

た

も

の

で

す

。

通

常

の

授

業

で

あ

れ

ば

、

茅

野

先

生

が

お

っ

し

ゃ

る

よ

う

に

、

こ

こ

か

ら

更

に

学

習

者

の

思

考

を

深

め

る

こ

と

も

可

能

だ

っ

た

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。
茅

野

先

生

自

身

、
「

生

徒

が

書

い

た

作

文

の

中

に

は
『

状

況

に

よ

っ

て

、

よ

く

考

え

て

判

断

し

た

い

』

と

す

る

感

想

の

よ

う

に

、

判

断

す

る

主

体

を

疑

わ

な

い

立

場

の

者

も

多

く

、

通

常

の

授

業

で

あ

れ

ば

、
『

主

体

の

虚

構

性

』

を

指

摘

す

る

文

章

を

読

ん

で

議

論

す

る

こ

と

で

思

考

を

深

め

る

こ

と

が

可

能

で

あ

っ

た

だ

ろ

う

」

と

振

り

返

っ

て

い

ま

す

。

四

点

目

は

、

評

価

に

つ

い

て

し

っ

か

り

考

え

て

い

る

点

で

す

。

今

回

の

授

業

は

投

げ

込

み

で

実

施

さ

れ

た

た

め

評

価

に

つ

い

て

は

対

象

外

と

な

り

ま

し

た

。

茅

野

先

生

は

こ

の

よ

う

な

授

業

実

践

に

は

、

ル

ー

ブ

リ

ッ

ク

な

ど

の

試

案

を

作

成

す

る

必

要

性

が

あ

る

こ

と

も

述

べ

て

い

ま

す

。

個

人

的

に

は

茅

野

先

生

が

、

ど

の

よ

う

な

ル

ー

ブ

リ

ッ

ク

を

作

る

の

か

非

常

に

楽

し

み

な

と

こ

ろ

も

あ

り

ま

す

。

た

だ

、

課

題

も

あ

り

ま

す

。

そ

れ

は

こ

の

よ

う

な

取

り

組

み

を

、

い

く

つ

か

の

ク

ラ

ス

で

並

行

し

て

実

施

し

た

場

合

、

評

価

の

負

担

が

大

き

い

点

で

す

。

良

い

取

り

組

み

で

あ

る

ゆ

え

に

、

い

く

つ

か

の

ク

ラ

ス

で

実

施

す

る

場

合

の

評

価

の

負

担

は

乗

り

越

え

た

い

課

題

で

も

あ

り

ま

す

。



新

学

習

指

導

要

領

で

は

「

個

別

の

知

識

・

技

能

」
「

思

考

力

・

判

断

力

・

表

現

力

等

」
「

学

び

に

向

か

う

力

・

人

間

性

等

」

を

生

徒

が

学

校

教

育

の

中

で

身

に

つ

け

る

べ

き

３

つ

の

観

点

と

し

、
そ

れ

に

対

応

し

た

形

で

評

価

す

る

こ

と

と

な

っ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

ペ

ー

パ

ー

テ

ス

ト

だ

け

に

偏

ら

な

い

多

様

な

試

験

方

法

を

用

い

る

こ

と

も

可

能

で

あ

り

、

そ

の

一

つ

が

茅

野

先

生

が

お

っ

し

ゃ

る

と

お

り

「

ル

ー

ブ

リ

ッ

ク

」

と

い

う

こ

と

に

な

る

の

で

し

ょ

う

。

さ

て

、

紙

面

の

都

合

上

終

わ

り

に

し

ま

す

が

、

次

年

度

か

ら

新

学

習

指

導

要

領

の

施

行

に

と

も

な

い

、

一

年

生

で

は

新

し

い

科

目

で

あ

る

「

現

代

の

国

語

」

と

「

言

語

文

化

」
を

履

修

す

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。
そ

の

中

で

「

小

説

」
が

、
「

現

代

の

国

語

」

で

は

な

く

、
「

言

語

文

化

」

に

、
「

古

文

」

や

「

漢

文

」

と

一

緒

に

収

め

ら

れ

て

い

ま

す

。

学

校

に

よ

っ

て

は

単

位

数

の

関

係

か

ら

古

典

の

学

習

が

中

心

に

な

り

、

な

か

な

か

「

小

説

」

ま

で

扱

え

な

い

の

で

は

な

い

か

と

危

惧

す

る

と

こ

ろ

も

あ

る

と

聞

き

ま

す

。

今

回

の

茅

野

先

生

の

発

表

を

読

む

に

つ

け

、

何

と

か

各

学

校

で

工

夫

を

凝

ら

し

、

こ

う

し

た

「

小

説

」

で

の

取

り

組

み

を

活

用

し

て

い

た

だ

き

た

い

と

願

う

ば

か

り

で

す

。

最

後

に

な

り

ま

す

が

、

茅

野

先

生

に

は

お

忙

し

い

中

、

貴

重

な

発

表

を

し

て

い

た

だ

き

心

か

ら

お

礼

を

申

し

上

げ

る

と

と

も

に

、

こ

れ

か

ら

も

本

県

の

高

校

に

お

け

る

国

語

教

育

を

牽

引

す

る

よ

う

な

研

究

や

取

り

組

み

を

引

き

続

き

お

願

い

し

、

私

か

ら

の

講

評

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。


