
生
徒
と
の
距
離
感
が
分
か
ら
な
い

　「
学
校
に
行
き
た
く
な
い
」。
新
卒
で
進
路

多
様
校
に
赴
任
し
た
１
年
目
、
私
は
「
不
登

校
の
状
態
」
に
陥
っ
て
い
ま
し
た
。
赴
任
当

初
、
若
手
の
教
師
で
あ
る
自
分
に
生
徒
た
ち

は
無
邪
気
に
近
づ
い
て
き
て
く
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
甘
え
て
教
師
と
し
て
の

立
場
を
わ
き
ま
え
た
指
導
が
出
来
な
か
っ
た

私
は
、
徐
々
に
生
徒
と
の
関
係
性
を
こ
じ
ら

せ
、
す
っ
か
り
自
信
を
失
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
そ
の
時
、
支
え
と
な
っ
た
の
は
先
輩
の
先

生
の
姿
で
し
た
。
生
徒
と
楽
し
げ
に
話
を
し

な
が
ら
も
、
叱
る
時
は
し
っ
か
り
と
叱
る
。

ま
た
、
授
業
も
見
事
で
し
た
。
自
分
が
し
た

い
説
明
で
は
な
く
、
生
徒
の
分
か
り
や
す
さ

を
重
視
し
た
授
業
を
し
て
い
た
の
で
す
。
生

徒
の
目
線
に
立
ち
な
が
ら
、
教
師
の
立
場
で

い
る
こ
と
。
先
輩
の
背
中
か
ら
学
び
、
必
死

に
指
導
を
す
る
う
ち
に
、
少
し
ず
つ
生
徒
の

顔
が
私
の
方
に
向
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
厳
し
く
学
習
指
導
を
し
て
ほ
し
か
っ
た
」

　
２
校
目
に
赴
任
し
た
の
は
県
内
屈
指
の
進

学
校
、
松
阪
高
校
。
私
は
自
身
の
高
校
時
代

を
思
い
出
し
、
自
主
性
を
重
ん
じ
、
効
率
的

な
学
習
法
を
伝
え
る
こ
と
が
教
師
の
役
割
だ

と
意
気
込
み
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
内
容
に

よ
っ
て
は
課
題
提
出
や
補
修
へ
の
参
加
は
任

意
と
し
ま
し
た
。

　
中
に
は
成
績
が
下
が
る
生
徒
も
い
ま
し
た

が
、「
進
学
校
の
生
徒
だ
か
ら
、
や
る
気
に

な
っ
た
時
に
勉
強
す
れ
ば
伸
び
る
だ
ろ
う
」

と
高
を
く
く
り
、
生
徒
任
せ
の
指
導
を
し
て

い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
３
年
生
に
な
っ
て

勉
強
し
始
め
て
も
、
学
力
は
上
が
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
私
は
慌
て
て
補
習
の
回
数
を
増
や

し
ま
し
た
が
、
根
本
的
な
学
習
方
法
が
身
に

付
い
て
い
な
い
者
も
お
り
、
自
分
が
生
徒
に

つ
い
て
何
も
見
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
気

付
き
ま
し
た
。
受
験
を
間
近
に
控
え
た
生
徒

か
ら
「
１
年
生
の
頃
か
ら
も
っ
と
厳
し
く
学

習
指
導
を
し
て
ほ
し
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
た

時
は
、
自
分
が
教
師
と
し
て
の
責
任
を
果
た

せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
痛
感
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
生
徒
に
は
「
す
ま
ん
の
う
」
と
た

だ
た
だ
謝
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

三
重
県
立
松
阪
高
校
　

若
宮
一
哉
先
生

歳
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生
徒
の
目
線
で
教
師
の
立
場
か
ら

自
立
的
な
学
習
へ
と
導
け
る
授
業
を
模
索

思
い
込
み
か
ら
生
徒
任
せ
の
指
導
を
し
て
い
た

代
教
師
の

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

代
教
師

30
わ
か
み
や
・
か
ず
や
　
◎
教
職
歴
17
年
。
同
校
に
赴
任
し

て
８
年
目
。
担
当
教
科
は
数
学
。
２
学
年
担
任
。

三
重
県
立
松
阪
高
校
　
◎
全
日
制
・
通
信
制
／
普
通
科
・

理
数
科
／
共
学
。
10
年
度
入
試
で
は
、
国
公
立
大
は
、
横

浜
国
立
大
、
名
古
屋
大
、
三
重
大
な
ど
に
計
１
１
２
人
が

合
格
。
私
立
大
は
、
慶
應
義
塾
大
、
明
治
大
、
早
稲
田
大

な
ど
に
延
べ
５
４
１
人
が
合
格
。

私
が
乗
り
越
え
て
き
た
も
の

ん
で
も

き
る
！

転
起
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数
学
の
本
質
的
な
理
解
を
目
指
す

　「
二
度
と
生
徒
を
後
悔
さ
せ
た
く
な
い
」

と
い
う
一
心
で
、
私
は
自
分
の
指
導
を
大
き

く
変
え
ま
し
た
。
授
業
で
は
課
題
の
量
を
増

や
し
、
提
出
を
義
務
付
け
、
定
期
テ
ス
ト
で

一
定
の
点
数
を
取
れ
な
か
っ
た
生
徒
に
は
補

習
を
受
け
さ
せ
ま
し
た
。
教
師
が
何
も
せ
ず

に
、
生
徒
が
自
ら
机
に
向
か
う
の
を
待
つ
の

は
、
無
責
任
な
指
導
で
す
。「
と
に
か
く
学

習
さ
せ
る
こ
と
が
、
教
師
で
あ
る
自
分
の
責

任
だ
」
と
い
う
気
持
ち
で
し
た
。

　
結
果
と
し
て
、
受
け
持
っ
た
生
徒
の
成
績

は
上
が
り
ま
し
た
。
た
だ
、
同
時
に
生
徒
の

表
情
が
気
に
な
り
始
め
た
の
で
す
。「
先
生

の
言
葉
に
従
っ
て
受
験
の
た
め
に
学
習
す

る
」
と
い
う
姿
勢
に
な
り
、
学
び
の
面
白
さ

を
感
じ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。

目
の
前
の
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
本
当
に
必
要

な
こ
と
は
何
か
。
私
は
多
様
校
で
の
教
訓
を

思
い
返
し
、
生
徒
の
目
線
で
教
師
の
立
場
か

ら
、
指
導
を
も
う
一
度
見
直
し
ま
し
た
。

　
生
徒
の
数
学
へ
の
関
心
を
高
め
る
授
業
と

は
ど
ん
な
も
の
か
。
考
え
た
末
に
、
生
徒
に

解
法
を
覚
え
込
ま
せ
る
指
導
か
ら
、
そ
の
仕

組
み
を
理
解
さ
せ
る
指
導
に
改
め
ま
し
た
。

例
え
ば
数
列
で
は
、
各
項
に
番
号
を
振
っ
て

規
則
性
を
示
し
、Σ
と
い
う
記
号
の
役
割
を

解
説
。
更
に
、
習
得
し
た
知
識
を
活
用
し
て

正
解
を
導
く
練
習
と
し
て
、
公
式
の
機
械
的

な
適
用
で
は
解
け
な
い
問
題
に
取
り
組
ま
せ

ま
す
。
以
前
の
効
率
重
視
の
授
業
よ
り
も
、

扱
え
る
問
題
数
は
減
り
ま
し
た
。
し
か
し
今

は
、数
学
の
「
や
り
方
」
で
は
な
く
「
あ
り
方
」

を
伝
え
て
、
自
ら
学
び
に
向
か
う
生
徒
を
育

て
た
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

他
律
か
ら
自
立
へ
導
け
る
指
導
を
模
索

　
松
阪
高
校
に
赴
任
し
て
８
年
目
の
２
０
１

０
年
度
は
、
３
回
目
の
持
ち
上
が
り
で
２
年

生
を
担
任
し
て
い
ま
す
。
解
答
を
途
中
ま
で

し
か
書
か
な
い
「
ヒ
ン
ト
集
」
を
作
成
し
た

り
、「
若
宮
か
ら
の
挑
戦
状
」
と
題
し
て
成

績
上
位
層
に
難
問
集
を
配
布
し
た
り
と
、
生

徒
に
考
え
さ
せ
る
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。
そ

の
成
果
と
し
て
、
生
徒
が
自
ら
考
え
、
難
問

に
向
き
合
う
姿
勢
が
育
ち
つ
つ
あ
り
ま
す
。

単
に
公
式
を
当
て
は
め
る
の
で
は
な
く
、
自

分
で
考
え
て
解
く
楽
し
さ
を
知
れ
ば
、
生
徒

は
自
然
と
机
に
向
か
う
よ
う
に
な
る
。
そ
う

実
感
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
も
っ
と

も
、
今
の
指
導
で
十
分
だ
と
は
考
え
て
い
ま

せ
ん
。
教
師
が
現
状
に
満
足
す
れ
ば
、
生
徒

は
こ
れ
以
上
伸
び
な
い
の
で
す
か
ら
。

　
最
終
目
標
は
、
自
立
し
た
生
徒
の
育
成
で

す
。
進
路
実
現
に
必
要
な
学
習
計
画
を
、
自

分
で
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

究
極
的
に
は
、「
今
の
自
分
に
は
こ
の
問
題

集
を
解
く
こ
と
の
方
が
大
切
だ
」
と
、
私
が

ク
ラ
ス
全
員
に
一
律
に
与
え
た
課
題
を
後
回

し
に
す
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
生
徒
を
育
て
た

い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
教
師
で
あ
る
自
分
の

手
を
離
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
数
学

を
入
り
口
に
し
て
、
自
立
し
て
社
会
で
生
き

て
い
け
る
力
の
育
成
を
、
教
師
人
生
で
追
究

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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生
徒
に
考
え
さ
せ
、自
立
に
つ
な
が
る
指
導
を
目
指
す

そ
し
て
、こ
れ
か
ら
も
挑
み
続
け
る
目
標

生徒が自力で考え、解法を組み立て
ることが出来るよう、指導をどう工

夫していますか？

家庭学習用に生徒に配布している問
題集の「ヒント集」を自作していま

す。生徒に考えさせる狙いから、解答をす
べては書かず、途中から空欄にして配布し
ます。数学が苦手な生徒も、解法を丸写し
にするのではなく、考えながら解くことが
出来ます。得意な生徒にも必要に応じて参
照するよう指導しています。
　またヒントは、すべて私が手書きします。
「先生もこんなに頑張ってんねんで」とい
う気持ちを伝えることが、「先生の頑張り
に応えられるよう、手を抜かずに取り組も
う」という生徒の意欲を引き出すのです。

数学に苦手意識を持つ生徒が、モチ
ベーションを維持しながら学習でき

るよう、どのような取り組みをしています
か？

定期テストの点数が一定以下の生徒
に、週１回補習を課しています。しかし、

間違えた問題を復習させるばかりでは、「ここが
出来やんかったやないか」と生徒を責めるよう
な指導になってしまいます。苦手意識を持つ生
徒の意欲を更に削ぐようなことがないよう、復
習に加えて、次の定期テストに向けた対策や
授業の予習も行います。補習を受けた生徒は
先取りして理解しているため、授業への集中力
も増します。
　出来なかったことを責める補習ではなく、「次」
につながる補習を心掛けています。

Q

Q&A

A

Q

A

◎更なる授業力の向上を目指す若宮一哉先生
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、若宮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
若宮先生
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