
進
学
校
で
打
ち
砕
か
れ
た
自
信

　
歴
史
の
謎
に
真
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
る
魅
力

を
伝
え
、
そ
の
答
え
を
自
分
で
見
つ
け
る
力

を
育
て
た
い
。
そ
ん
な
気
持
ち
を
抱
い
て
教

師
に
な
り
ま
し
た
。
初
任
校
は
生
徒
の
進
路

が
多
様
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
博

物
館
か
ら
借
り
た
土
器
を
教
室
に
持
ち
込
ん

で
観
察
さ
せ
る
な
ど
、
と
に
か
く
日
本
史
に

興
味
を
向
け
よ
う
と
努
め
ま
し
た
。
中
に
は
、

「
先
生
の
お
か
げ
で
日
本
史
が
好
き
に
な
っ

た
」
と
言
う
生
徒
も
お
り
、
指
導
に
は
自
信

を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
次
に
赴
任
し
た
鹿
屋
高
校
で
は
、

限
ら
れ
た
時
数
で
の
受
験
指
導
が
求
め
ら

れ
、
私
の
授
業
ス
タ
イ
ル
は
通
用
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
生
徒
の
興
味
・
関
心
を
引
く
こ
と

が
中
心
の
授
業
で
は
、
教
科
書
の
進
行
は
遅

れ
る
ば
か
り
。
そ
の
た
め
、
模
試
な
ど
の
平

均
点
が
低
迷
し
、
赴
任
後
２
年
間
で
、
生
徒

や
保
護
者
の
間
に
、「
立
神
先
生
の
授
業
は

ハ
ズ
レ
だ
」
と
い
う
評
判
が
広
ま
り
ま
し
た
。

マ
ン
ガ
に
負
け
た
私
の
授
業

　
当
時
、
日
本
史
が
苦
手
で
学
習
意
欲
も
上

が
ら
な
い
理
系
の
生
徒
が
い
ま
し
た
。
私
は

授
業
中
の
声
掛
け
な
ど
で
意
欲
を
高
め
よ
う

と
し
た
も
の
の
、
手
応
え
は
感
じ
ら
れ
ず
、

３
年
の
秋
頃
に
は
す
っ
か
り
諦
め
て
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
生
徒
は
セ
ン
タ
ー
試

験
で
そ
こ
そ
こ
の
点
数
を
取
っ
た
の
で
す
。

数
学
の
教
師
に
勧
め
ら
れ
て
読
ん
だ
歴
史
マ

ン
ガ
が
役
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　
私
は
、
自
身
の
指
導
力
の
な
さ
と
、
教
師

と
し
て
生
徒
の
学
力
伸
長
を
諦
め
た
こ
と
へ

の
恥
ず
か
し
さ
を
痛
感
し
ま
し
た
。「
全
員

が
入
試
で
確
実
に
得
点
で
き
る
授
業
を
し
よ

う
」。
そ
う
決
意
し
、
過
去
の
模
試
や
セ
ン

タ
ー
試
験
を
分
析
し
て
出
題
傾
向
を
把
握

し
、
暗
記
や
ス
キ
ル
を
重
視
し
た
授
業
に
切

り
替
え
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
確
か
に
平
均

点
は
上
が
っ
た
の
で
す
。「
自
分
の
や
り
た

い
授
業
で
は
な
い
」
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
は
あ

っ
た
も
の
の
、
あ
る
種
の
達
成
感
は
抱
い
て

い
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
近
年
、
私
が
受
け
持
つ
生
徒
の

平
均
点
は
、
ふ
た
た
び
低
迷
し
始
め
ま
し
た
。

鹿
児
島
県
立
鹿
屋
高
校
　

立
神
倫
史
先
生
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「
先
生
の
授
業
は
ハ
ズ
レ
」と
評
価
さ
れ

思
考
力
と
得
点
力
が
結
び
付
く
授
業
を
模
索

生
徒
の
力
を
伸
ば
す
こ
と
を
諦
め
て
し
ま
っ
た
自
分

代
教
師
の

失
敗
や
つ
ま
ず
き
を
転
機
に
、授
業
力
を
高
め
る
！

代代
教
師

30
た
て
が
み
・
み
ち
ふ
み
　
◎
教
職
歴
12
年
。
同
校
に
赴
任

し
て
５
年
目
。
担
当
教
科
は
日
本
史
。
２
学
年
担
任
。

鹿
児
島
県
立
鹿
屋
高
校
　
◎
全
日
制
／
普
通
科
／
共
学
。

10
年
度
入
試
で
は
、
国
公
立
大
は
、
鹿
児
島
大
、
熊
本
大
、

宮
崎
大
、
九
州
大
、
大
阪
大
な
ど
に
合
格
し
、
医
学
部
医

学
科
や
歯
学
部
に
も
合
格
。
私
立
大
は
、
早
稲
田
大
、
法

政
大
、
明
治
大
、
立
命
館
大
な
ど
に
合
格
。

私
が
乗
り
越
え
て
き
た
も
の

ん
で
も

き
る
！

転
起

か
の
や

る
！
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い
か
に
問
題
文
を
読
み
込
ま
せ
る
か

　
平
均
点
の
低
下
に
目
を
疑
っ
た
私
は
、
セ

ン
タ
ー
試
験
を
受
け
た
全
生
徒
の
問
題
用
紙

を
集
め
、
思
考
過
程
を
生
徒
の
メ
モ
か
ら
分

析
し
ま
し
た
。
見
え
て
き
た
の
は
、
２
０
１

３
年
度
全
面
実
施
の
新
課
程
に
合
わ
せ
て
思

考
力
や
分
析
力
を
要
す
る
問
題
が
増
え
、
多

く
の
生
徒
が
そ
れ
に
対
応
で
き
て
い
な
い
状

況
で
す
。
文
章
を
読
ん
で
正
誤
を
判
定
す
る

問
題
や
、
前
後
の
時
代
と
の
関
連
を
問
う
問

題
を
間
違
え
る
生
徒
が
目
立
ち
ま
し
た
。

　
原
因
は
明
ら
か
で
し
た
。
私
が
「
必
ず
得

点
力
が
付
く
」
と
豪
語
し
て
行
っ
て
い
た
の

は
、
出
題
頻
度
の
高
い
箇
所
を
暗
記
す
る
よ

う
指
導
す
る
授
業
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
暗
記

に
よ
る
寄
せ
集
め
の
知
識
で
は
、
歴
史
を
ス

ト
ー
リ
ー
と
し
て
捉
え
ら
れ
ず
、
歴
史
の
流

れ
か
ら
問
題
文
を
批
判
的
に
読
む
こ
と
も
、

時
代
の
つ
な
が
り
を
意
識
す
る
こ
と
も
、
出

来
な
く
て
当
然
で
す
。
ま
た
、
そ
ん
な
一
方

的
に
与
え
る
だ
け
の
授
業
で
は
、
生
徒
が
考

え
る
力
を
付
け
ら
れ
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ

ん
。
自
分
で
弱
点
を
見
つ
け
る
主
体
的
学
習

に
発
展
し
な
い
た
め
、
授
業
で
扱
わ
な
か
っ

た
内
容
は
、
大
半
の
生
徒
が
不
正
解
で
し
た
。

思
考
力
を
育
む
授
業
を
し
た
い

　
自
分
の
指
導
を
根
底
か
ら
改
め
る
必
要
を

感
じ
た
私
は
、
ま
ず
、
教
科
書
を
熟
読
す
る

こ
と
で
、
歴
史
事
項
を
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
に

位
置
付
け
さ
せ
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

　
教
科
書
は
あ
ら
か
じ
め
家
庭
で
読
ん
で
く

る
よ
う
指
示
し
、
授
業
で
は
重
要
な
段
落
だ

け
を
選
び
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ

ン
を
引
か
せ
な
が
ら
、
声
に
出
し
て
読
ま
せ

ま
す
。
空
い
た
時
間
は
、
人
物
同
士
の
関
係

や
事
件
・
出
来
事
の
相
互
の
影
響
を
理
解
で

き
る
よ
う
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
な
い
背
景

知
識
の
解
説
に
充
て
て
い
ま
す
。
毎
回
授
業

の
冒
頭
で
、
私
が
そ
の
日
の
内
容
に
関
連
す

る
寸
劇
を
演
じ
る
な
ど
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
印

象
を
強
め
る
工
夫
も
し
て
い
ま
す
。
家
庭
学

習
で
も
、
や
み
く
も
に
用
語
を
覚
え
る
の
で

は
な
く
、
常
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
意
識
し
て
教

科
書
を
読
み
返
す
よ
う
指
導
し
て
い
ま
す
。

　
更
に
、
弱
点
を
自
覚
さ
せ
る
た
め
、
模
試

や
定
期
テ
ス
ト
の
後
、
間
違
え
た
問
題
を
自

分
な
り
に
ま
と
め
て
提
出
さ
せ
る
指
導
も
始

め
ま
し
た
。
最
初
は
私
が
ポ
イ
ン
ト
を
整
理

し
た
プ
リ
ン
ト
を
参
考
に
し
て
い
ま
し
た

が
、
赴
任
５
年
目
の
２
０
１
０
年
度
は
、
自

主
的
に
教
科
書
な
ど
を
調
べ
て
ま
と
め
て
く

る
生
徒
が
増
え
て
お
り
、
考
え
る
習
慣
が
定

着
し
て
き
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

　
教
師
が
歴
史
の
謎
を
問
い
掛
け
、
生
徒
自

身
が
考
え
る
と
い
う
私
の
理
想
の
授
業
は
、

思
考
力
を
育
む
工
夫
の
中
で
、
少
し
ず
つ
で

す
が
、
実
現
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。「
も
っ
と

歴
史
を
勉
強
し
た
い
」
と
、
考
古
学
専
攻
に

進
学
し
た
生
徒
が
現
れ
た
こ
と
も
、
自
分
の

指
導
を
後
押
し
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
考
え
る
こ
と
の
大
切
さ
を
伝
え
な
が
ら
、

そ
れ
を
生
徒
の
進
路
実
現
に
結
び
付
け
て
い

く
指
導
の
確
立
に
、
今
後
の
教
師
人
生
を
通

し
て
挑
み
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

バックナンバーはBenesse 教育研究開発センターのウェブサイトでご覧いただけます。http://benesse.jp/berd/

教
師
人
生
を
通
し
て
挑
む
指
導
テ
ー
マ
と
の
出
会
い

そ
し
て
、こ
れ
か
ら
も
挑
み
続
け
る
目
標

思考力を付けるために、模試や定期
テストの結果をどのように活用して

いますか？

振り返りノートを用意させて、問題
用紙から間違った設問や解説を切り

取って貼らせます。その際に十分なスペー
スを確保しておき、そこに正解と共に、関
連する内容を生徒たちなりにまとめさせま
す。例えば、正解が「白鳳文化」という問
題に対し、「飛鳥文化」と誤答した場合は、
二つの文化の特徴をまとめて比較します。
知識の補強だけでなく、「自分は何が分かっ
ていないのか」を自覚し、自分自身で弱点
を理解して学習に向かっていく姿勢の育成
を期待できます。

歴史をストーリーとして捉えさせる
ために、授業でどのような工夫をし

ていますか？

「本能寺の変で討たれる６時間前の信
長」「大坂夏の陣で真田幸村に本陣を

急襲された時の家康」など、生徒が興味を持
ちそうなテーマを選び、寸劇を行っています。
気を付けているのは、単に面白おかしく創作す
るのではなく、「この文献に基づいて再現して
いる」など、明確な根拠を示すこと。これにより、
寸劇の内容と学習内容がつながり、歴史がス
トーリーとして認識されます。教科書に沿った授
業はどうしても淡 と々進行しますが、寸劇を始め
てから授業にメリハリが出て、生徒の集中力が
高まっているように感じます。

Q

Q&A

A

Q

A

◎更なる授業力の向上を目指す立神倫史先生
へメッセージをお願いします。同じ課題を抱え
ている同世代の先生の共感の言葉、独自の授
業スタイルを確立された先輩からの応援やアド
バイスなどを自由にお寄せください。編集部よ
り、立神先生へお届けします。

下記のe-mailアドレスに
メッセージを送信ください

view21_since-1975@mail.benesse.co.jp

メッセージを
お寄せください

　　　　　の

授業実践
立神先生
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