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１

Ｚ会の「New Treasure （ニュー ト リ

ジ ャー）stage ３」の終盤近 く を進む

中高一貫校の中学３年生になる生徒さ

んを指導しているときに、あることに

気づいたのです。

その完成度の高さに、ネイテ ィ ブの一

般書レベルとはいえ、今すぐにとはい

えないものの、いずれは原典を確実に

読めるよ うになるだろう という予感を

抱きつつ読み進めてみると、シ リーズ

の「stage３」とはいえ、なかなか読み

応えがあり ます。なお、このＺ会のニ

ュート リ ジャーシ リーズですが、ステ

ージは １ から ５ まであ り、コンセプ ト

は以下のよ うになっています。

「stage １ ～４」で中学校から高校まで

に学ぶ英語文法を主軸として、英検２

級取得を意識した構成になっていて、

英単語や英熟語は勿論のこ と、英語の

独特の表現など、かなり深い部分にま

で網羅され、「stage ５」では、それ

までのことを存分に生かして英文を読

む練習を通し、大学共通テス ト受験へ

といざなう という大きな流れをもって

います。

批判は決していただけない行為とはい

え、公立中学校で使われている英語教

科書のうち、サンシャ インの教科書の

現文・古文・英文

完成度の低さに驚愕しています。

実際に、英語圏で数年間生活をなさっ

た親御様にご覧いただいたのですが、

私と同じよ うな感覚をお持ちで、異口

同音だったのは、この教科書は英語を

キラ イにする出来の悪さであるという

こ とでした。

では、完成度の極めて高いニュート リ

ジャーシ リーズをあてがえば良いでは

ないかという ことになり ますが、それ

はそれで、おそら く半分以上の生徒さ

んがついて行けなくなるレベルなので、

善し悪しであるこ ともまた確かです。

それはともか く、このニュート リ ジャ

ーシ リーズだけでな く て、英検２級の

実力を要するレベルにまで要約された

推理小説『シャーロッ クホームズ』の

一遍である「赤毛同盟」、あるいは、

英検準 １ 級の実力を要する、『シャー

ロッ クホームズ』の原典版の英文を読

むにつけ、現代日本語文（現文）では

な く て、古代日本語文（古文）を読み

解いているのとが、感覚的によ く似て

いるよ うに感じ、なかなか興味深いこ

とだと思ったのです。

『シャーロッ クホームズ』シ リーズを

アーサー・コナン＝ド イルが書いたの

は1800年代のことで、日本になぞらえ

れば、1867年に大政奉還が行われ、同

時に王政復古の大号令が発せれてるい

ので、江戸末期から明治中期までの文

章を読んでいる感覚に近いのではない

かというのは、アメ リ カ人の友人と話

していて感じたのです。

アメ リ ゴ・ベスプッチがアメ リ カ大陸

を発見してからの歴史ではな く て、ア

メ リ カ合衆国という国家の歴史がその

青年にとっての母国の歴史でし ょ うか

ら、精々300年ほどでし ょ う。その青

年を観心寺に案内したときに楠木正成

のことや後醍醐天皇のこ と、ひいては

建武の新政のこ とを話しても、どう も

いまひとつピンとこない様子で、

「それ、何年頃のこ と ？」

「1334年だから約700年ほど前のこ と

だよ。」

と、何気な く言った私の顔を見るなり

首をかしげたのです。

最初はその理由が分からなかったので

すが、次のことで合点がいきました。

わたしたち日本人の頭の中は、それこ

そ「天岩戸（あめのいわと／あまのい

わと）」に登場する天照大神（あまて

らすおおみかみ）のころから一本の線

でつながっているから、古事記（ふる

ことふみ／こじき）の神代（かみよ）か

ら現代まで、ざっと2000年の時空を越

えることが出来る想像力を持っている

のです。

ところが友人である青年の頭の中にあ

るアメ リ カ合衆国としての歴史は、日

本人の時空感覚の７分の １ ほどしかな

いので、2000年前の自国の歴史に思い

を馳せてみよと言われても、とんでも

ないことだから、そ うなると2000年前

も700年前も未知なるものなのです。

そんなこんなの流れから、まだしばら

く日本に滞在しているというので、あ

るこ とを試すために、塾舎に来てもら

いました。

「

アロンゾ君（青年の名前）、

これ、君ならどう感じるの？」

そう言って彼に本棚にある『シャーロ

ックホームズ』の原典の英文を見ても

らいました。

つま り、書かれた年代が1800年代であ

る『シャーロックホームズ』に対して、

日本人が幸田露伴の『五重塔』を読ん

だときと同じよ うな感じ方をするのか

どうかを確かめたかったのです。

アメ リ カ人からすれば外国人である私

ではあるけれど、1800年代に書かれた

英文と現代に書かれた英文、例えばド

ナルド・ ト ランプ氏が大統領を退任し

た直後に書かれた900ページに及ぶ彼

の人間像に迫る書籍（原典版と邦訳版

が発刊されています）とを読み比べる

と、イギ リ ス英語とアメ リ カ英語とい

う違いはあるにせよ、時代的な文体の

違いや語句の使い方の違いなどは、あ

る程度なら分かるつも りです。

でも、幸田露伴のお嬢様である幸田文

さんが書いた昭和初期から中期にかけ

ての文体と、明治文学の渦中にいた文

豪幸田露伴さんの文体とでは、時代的

な文体や語句の使い方などの、いわゆ

る語彙には驚くほどの差があるわけで、

日本人である私だからこそ感じるこ と

の出来る明治文体と昭和文体の違いと

同じレベルで、1800年代の英文体と現

代の英文体の違いを感じるのかどうか、

これはネイテ ィ ブの彼だから知り得る

ことではないかと思ったのです。

そういう期待を抱きながら、『シャー

ロックホームズ』の原典版に目を走ら

せる彼を見ていました。

５分程して顔を上げて、彼はこ う言い

ました。

「

う～ん、難しいね。使われていない

言葉とか、形が変わってしまった言葉とかがた

く さんあるからね。かなり勉強していないとネ

イテ ィ ブでも読めないかもね？」

彼の言葉をどう と らえれば良いのか、

曖昧で微妙な部分があるとはいえ、例

えばこんな感じなのだろうなと思う と

ころがあり ます。

「ののしる」という言葉が古文にもあ

り ます。現代語では「大声で相手の悪

口を言いさげずむ」という「罵倒」の

意味ですが、古文では「大声で騒ぐ」

という意味になり、そこに悪意という

意味は含まれません。

「いとをかし」の「をかし」は、平安

時代には「趣があって良い」という意

味でしたが、鎌倉後期から室町期に入

ると、「趣があって良い」という意味

だけでな く て、現代で言う「おもしろ

い」とか「興味深い」という ２つの意

味が現れて、江戸の元禄時代になると

完全に「趣があって良い」という意味

が限りな く薄く なっていきました。

語形変化で言えば「をかし」ではな く

て「おかし」あるいは「おかしい」で

す。

あるいは、文法面の例として、古文の

形容詞には「ク活用」や「シク活用」

という区別があり ますけれど、現代語

にはあり ませんし、平安朝では促音便

（いわゆる「っ」）の表現方法がなく

て、例えば、「走って」は「走り て」

と書き、イ促音便や撥音便（「ん」）

もなくて、「急いで」は「急ぎて」と書

き、「読んで」は「読みて」と書いた

のです。

アロンゾ君の言う英単語、特に動詞に

当たる英単語の語形変化が、正に「走

りて→走って」・「急ぎて→急いで」・

「読みて→読んで」と重なるよ うに感

じました。

日本語を相当勉強している彼ですが、

さすがに『枕草子』は難しすぎると思

ったので、コナン＝ド イルと同年代の

幸田露伴の『五重塔』を見せたところ、

眉間にしわを寄せていましたけれど、

私が現代語に読み替えたのを聞く と、

「 あ、こ

れに近いかも ？」

と言っていたので、言葉は違えども、

言語の世界にはなにがしかの不思議な

共通点があるらしいと感じました。

それで、英語長文が不思議なこ とに日

本の現代文を飛び越えて古文と共通点

があるよ うに感じたのは、次のよ うな

感覚で古文を読み始めたからこそ気づ

けたことでもあり ます。

文法事項と表現事項のバランスという

のか、文法事項をゴ リ ゴ リに使う ワケ

でもな く、かといって、きっち り とし

た下地がなければ、目に入る英文に圧

倒されるだけで手がつけられないわけ

ですし、そこに語彙数と語彙力がかさ

なって く るので、こ ういうバランス感

覚が、英語長文の読み解きの感覚と古

文のそれとよ くが似ているのではない

かという ことなのです。

そこで更に気づかされたのが、小学生

とか中学生が学習する英語と高校生に

なって学習する英語との決定的な違い

です。



２日本語についても英語についても日常

会話の言語レベルはほぼ同程度だとい

うのですね。

つま り、毎日の会話で使われる言語レ

ベルは、そんなに高く ないという こ と

なのです。

ちなみに日本人の日常会話レベルは、

中学２年生レベルなのだそ うです。も

ちろん、大人同士の会話では「大人の

事情」が絡むので、現役の中学２年生

同士の会話をそのまま引っ張ってきて

「大人の会話」と比べるのはナンセン

スという ものです。

でも、中学２年生のお子さんでも、先

生とか先輩とかとちょ っと改まった話

をするときは、むしろ大人同士の会話

に近いし、友達同士でのカジュアルな

会話と先生とのち ょ っとしたフォーマ

ルな会話をちゃんと使い分けられる子

どもさんであれば、かなり しっかり と

した語彙レベルをもっていると言える

でし ょ う。

そして、それは英語でもほぼ同じこ と

が言えそうです。

確かに40％を日本語で60％が英語のア

ロンゾ君との普段の会話って、難しい

レベルの語や言い回しは、ほぼ使いま

せんけれど、私が英語でのふさわしい

現された「読み物」の内容となると、

途端に難し く感じて理解が出来ないと

いう子どもさんが増えて く るのでし ょ

う。

この原因は、おそら く言葉力の後れや

不足にあるよ うに思えます。普段はよ

くおしゃべりをし、友達を楽しませる

のが得意な子でも、いざ作文となると

急に「無口」になるパターンが少な く

ないのは、その子の語彙数について

「しゃべり言葉」の比率の方が「書き

こ とば」のそれよ り も圧倒的に多いか

らと言えます。

それは、数学の証明問題を解かせると

よ く分かり ます。解き方は分かるのに

証明文が書けない、という ものです。

私からすれば、自分の頭の中で解き方

を組み立てられるこ とが出来たのであ

れば、それを、そのまま書けばよいだ

けのこ となのです。

なので、ナンで出来ないのだろう と不

思議でならなかったのですが、頭の中

で解いているときは「しゃべり言葉」

で考えていて、いざ、証明文を書く と

なると、書き方の流儀というのを教科

書で学習するのですが、それが、かえ

って書き難く させてるという こ とが、

最近になって分かってきました。

それだけ、こちらも、国語読解や古文

の読み解き、そして高校の英語の読み

言葉が見つからずに、ちょ っと考たり

迷ったり していたら、彼の方から適当

な言葉をあてがって くれるし、逆のと

きには、目下．日本語を勉強中の彼に

私から日本語をあてがっていて、お互

いに、

「ああ、こ ういう こ とを言いたいんだ

ろうな。」

と、予測しながらの会話が成り立って

いるところをみると、ふだんの会話の

言語レベルは、日本語も英語も、ほぼ

同等と言えるのでし ょ う。

それで、今更ながらに気づかされたと

いうのか、明確に分かったこ とがある

のです。これも、日本語とか英語とか

の区別な く「しゃべり言葉」と「書き

ことば」があるという ことです。

小中学校の英語は、たとえ教科書とい

えども、「しゃべり言葉」を主軸に英

語の文法や表現を学習していて、それ

だけではいけないので、ご く初級的な

「読み物」が随所に挿入され、そこで

「書きこ とば」としての表現を学習す

る、というのが教科書の編集パターン

になっています。

なので、「しゃべり言葉」を中心に展

開される単元学習の部分は比較的理解

できるけれど、その単元とほぼ同等か

やや高いレベルの「書きこ とば」で表

解きが新たに加わったことで、

言葉という ものがどういう「生

き物」なのかという理解が確実に進ん

でいるといえそうです。

小中学校で学習する英語について、特

に文法的な内容は、日常会話、つま り

「しゃべり言葉」を主軸に構成されて

いて、その合間に「書きこ とば」で表

現された「読み物」が随所に置かれて

いるというバランスで構成されている

というのは前述通りです。

2021年度からは英語の教科書が大幅に

改訂され、特に文法内容が上位の学年

から前倒しにされます。

それは、「しゃべり言葉」で構成され

た内容は中学２年生辺りで終えて、中

学３年生からは、「書きこ とば」で表

現されたものがよ り多く入って来る、

という こ となのでし ょ う。

つま り、それだけ、感覚的な英語から

論理的な英語に移行させる時期が １ 学

期分く らい先行されるという こ となの

ですが、文部科学省選定の教科書のう

ちで、サンシャ イ ンの、特に中学 １ 年

生の初期の範囲の雑多さと混沌具合を

見た瞬間に、これはまずいと思ったの

ですけれど、ナンでこんなに出来の悪

いものを選定したのか、その選定に関

わった有識者の頭の中を理解出来ませ

ん。

もっとも、サンシャ イ ンはずっと以前

から出来が悪く て、大阪教育大学の附

属中学校天王寺学舎（文部科学省直轄

の学校です）で採択されたのはたった

１ 年間だけで、翌年からは極めて完成

度の高いクラウンに変更されたことも

あ り ます。

その他に、ニューホラ イズンという、

これまた出来の悪い教科書があったの

ですが、こちらは過去形で、大改訂後

は理路整然とした完成度になりました。

もちろん、現在の教科書も安心して使

う ことが出来ます。

中高一貫校に通う中学３年生の生徒さ

んには、授業の終わりに次のよ うなこ

とを伝えました。

「よ り論理的な英語表現が増え、テキ

ス トの完成度が高く なるという こ と

は、それだけ『書きことば』が増え

てい く という こ とです。

それは、いわゆる、ますますしっか

り と した語彙力、つま り日本語力が

要るという こ と。

『英語なのに日本語力とは、これい

かに ？』なのですが、高校の古文を

しっかり と学習してい く と、私が感

じたことを肌で分かるよ うになり ま

すよ。」

英語力を飛躍的に伸ばすのは、現代国

語の読解力を伸ばすよ り も、古文の解

析力を伸ばす方が 圧倒的に有利であ

り、近道になり ます。

英語も日本語も、今を生きる言語です

が、日本語には、過去から生き続け、

今なお、静かに佇み生きて続けている

言語があり ます。それが、古文。

作家の中野孝次さん（故人）が、

「古典に触れるという ことは、現代に

触れるという こ と。古典の方が、現

代文よ り もずっと進んでいる部分が

あるから、古典は決して古く な く、

むしろずっと新鮮なままです。」

と、おっしゃっていたのを何かの情報

媒体で見聞きした覚えがあり ます。

そのときは、「ふ～

ん。そ うなんだ」と

いう感じで、まるで

実態のない思しかな

かったのですが、今

はそれを実態として

ひしひしと感じてい

る自分がいます。

日本語や英語だけに

とどまらず、その言語を使ってきたそ

れぞれの民族や国家がもつ独自の文化

や歴史を内包する言語は、本当に奥が

深く、更にそれが深いほどにおもしろ

いと思うのです。

中野孝次

國學院大學ド イツ語学科

教授を経て作家として活

動した。代表作に『清貧

の思想』『ハラスのいた

日々』などがある。古典

に造詣が深い。

先日、友人からこんなLINEメ ッセージ

が届きました。

「温玉を作れるキチングッズを送った

からね。」

ワタシの茹で玉子のブログ記事を読ん

で くれた友人からのサプライズプレゼ

ン ト です。

で、温玉が作れるグッズと言われたも

のの、てっき り茹で玉子を作れるキッ

チングッズだと思っていたのです。こ

ういう と ころ、ホンマに何も知らない

ワタシ。

そして、２日後に届いたのを見て最初

に想像していたのとはかなり違ってい

たこ ともあり、箱から取り出してキ ョ

ト ン と見つめてしまいました。

「ブロッコ リー＆茹で玉子生活」が板

についてきたというのか（７月いっぱ

いで丸３か月）、トマ ト も添えて食べ

ている うちにお腹の調子がすご く良く

て、おまけに食後の膨満感も取れたり

で、ホンマにエエこと尽くめなのです。

温玉といえば醤油。「茹で玉子＋塩」

よ り も塩分過多になりに くいのかもと

いう ことで、早速挑戦してみました。

茹で玉子を作るときと同様に玉子に穴

を開け、沸騰したてのお湯に玉子を入

れて蓋をして、20分間つけおきます。

これだけの作業なのです。

プロの技を知りたい
市販されている温玉のよ うに、殻をサ

クッ と剥く こ とができるものだと思い

きや、これがなかなか難しいのです。

コツは、温玉器きから取り出した直後

に氷水につけるこ と。そ うするこ とで

殻の中で一旦膨張した玉子が縮み、殻

がキレイに剥けるという理屈ですね。

なるほど、こ ういう ところに理科が生

きているのです。ふむふむ。

そして次の日、温玉作りに再挑戦しま

した。

茹で玉子を作るときは殻が剥けやすい

よ うに、あらかじめ穴開け器で玉子の

下ぶくれになっている方の底の部分に

ポチッと穴を開けてお くのですが、前

日の温玉作りのときもそれをしていた

ものの、見事失敗しました。

食べられるこ とは食べられますが、見

栄えがよろし く ないのです。まあ自分

が食べるのですから、見栄えがどうで

あろう とエエのんですが、見た目キレ

イに越したこ とはあ り ません。

で、昨日よ り もち ょいとだけ発展させ

る意味もあって、下ぶくれの底にだけ

でな く て、細くなっている上の方にも

ポチッと穴を開けてみました。

例によって「温玉器」に沸騰したての

湯を入れ、続いて静かに玉子を入れて

蓋をし、20分ほど静かに置き、その後

蓋を開けたらそのまんま流水で冷やし



３ました。

その後、玉子の下半分だけ殻を剥きま

す。あとは皿のち ょっと上辺りで下半

分だけ剥けた茹で玉子を持っていると、

まだ剥いていない上半分の殻の帽子か

ら重力効果でそのままスルリ と抜け皿

にポンと「軟着陸」。上にも小さな穴

分けているので、重力効果と共に上の

小さな穴からも空気が入るので、ス ト

ンと落ちるんとちゃ うかという予想通

りでした。こ こにも理科が役立ってお

り まする。

難を言えば、殻の方に玉子の白身がち

ょ っと多くひっついていることです。

お店で売られているのって殻もパカッ

と割れて中味もツルリ ンと、ホンマに

キレイに出て来ます。

このプロの技、知りたいですね。

初日の結果

失敗した理科の実験結果

みたいですな･･･（汗）

次の日

「軟着陸」できたものの、

白身部分が少ない･･･（汗）

人体の不思議・脳の不思議

食生活を見直すために、色々と試して

いる最中です。とはいう ものの、仕事

柄、夕食にあたる食事の時間がとにか

く遅いのです。

午後10時を過ぎたら、健康のために食

べないよ うにしまし ょ うなんていう世

間の常識は通用しません。というのは、

午後４時から生徒さんがやって来て、

一応、午後10時に業務を終えるのです

けれど、実際はという と、午後２時頃

から塾舎に入り、生徒さんが引けたあ

とにブログなんぞをしたためていると、

気づけば「日付変更線」付近だったり、

ときには「変更線」を １ 時間以上も超

えて、午前 １ 時過ぎに帰宅することも

あ り ます。

一般的なご家庭ですと、午後６時30分

から午後７時く らいの間に夕食を摂ら

れるのでし ょ うか。その時間帯に夕食

を摂るのが、もちろん健康面では良い

のですが、それができないので夕食は

帰宅後になってしまいます。ですから、

早く ても午後11時、「変更線」を超え

た日だと、午前 １ 時過ぎになり ます。

ダンベルごっこなどの「ゆるゆる筋 ト

レ」はその後になるので、就寝するの

は午前３時すぎです。もっとも、午前

中はゆっ く り させていただける、そ う

いう意味では大変恵まれた仕事ですの

で、午前11時頃から １ 時間強を雨天と

か疲労感がない限り、ウォーキングに

使う こ とが出来ます。

夕食というにはあま りにも乱暴な時間

であり、夜食のよ うな感じですので、

およそ健康的とはいえないわけです。

消化物も恐ら く完全に消化しきれない

状態で朝を迎えると思われるので、朝

食は摂らずに水分補給をしたらウォー

キングを開始し、未消化物をなるべく

消費するよ うにしています。

３年ほど前に夜間の頻尿だけでな く て

昼間にも頻尿の症状が出始めたので、

このままだと糖尿病発症へまっし ぐ ら

という危機感を持ったことで運動を始

めましたら、 １ 週間ほどで夜間の頻尿

が止ま り ました。

ところが不思議なのは、朝一番に用を

足したあと １ 時間ほどしたらまた尿意

が起きたり、ウォーキングをする直前

に用足しを済ませたはずなのに、ウォ

ーキング中に尿意を催したりするので

す。

そこで、鍼灸師先生に相談したら、

以下のよ うなこ とでした。

夜間の頻尿が収まったのは正常になっ

たこ とで間違いなし。起床後は内臓の

動きが活発になり始めるので、朝一番

に用を足しても １ 時間後に尿意を発し

た場合は、夜の間に余分な水分が体内

に残っているこ とがあって、内臓が活

動を始めるとその余剰分が濾過されて

排泄されることだから、これもセーフ。

ウォーキングで身体を動かし始めて間

もないときに尿意を催すのも、体内に

残った夜間の余剰水分が濾過されての

反応なのでセーフ。

近頃のよ うに気温が高く なると、余剰

水分が濾過されて尿になる前に汗にな

るので尿意を催さない。気温が低くな

ると発汗作用が落ちるから尿意を催し

て排泄される。「なるほど、そういう

こ とか ！ 」と納得させられました。

ゆるゆるとはいえ、筋ト レを始めて １

年半、ウォーキングを始めて １ 年。内

臓系の調子は随分と改善されました。

そういう流れもあって、遅すぎる夕食

の時間的要素はも う替えよ うがないの

で、食事内容をもっと見直してみよ う

と思い立ちました。

まずご飯を今までの３分の２にし、揚

げ物などの今までのメニューをブロッ

コ リー＆ トマ ト と ２個のゆで玉子、そ

して煮たきものの総菜 １ 品に置き換え

てみるこ とにしました。

その他には、豆腐とネギのみそ汁かタ

マネギのみそ汁を摂っていましたが、

これはそのまま残しました（タマネギ

って結構カロ リーが高いらしい）。

それでも食後に現れる空腹感があり、

それを満たすために、コーヒーブレイ

クと称して食後にコーヒー（ブラック）

と少々の間食を摂っていたのですが、

ブロッコ リーとゆで卵がこの空腹感を

起きないよ うにして くれているのか、

食後にブラックコーヒーは飲みますが、

間食は完全にス ト ップしました。

なんか、こ うやって書きますと、アス

リー ト まがいの食事、ダイエッ ト まが

いの食事のよ うですが、そのよ うなこ

とは意識していません。

スーパーでブロッコ リーを見たとき、

無性に食べた くなったのがきっかけで

今もなお続いていて（３か月続いてい

ます）、その付け合わせに何がエエん

やろかと何とな く考えた結果が茹で玉

子と トマ トだったのです。

で、最近ちょ っと悩んでいるのが茹で

玉子なのです。

なかやま きんに君って、YouTubeで彼

自身が言ってましたが、茹で玉子を １

日に５個も食べるそうですけれど、こ

れはさすがにキツイ。

正直なところ、基本的に野菜は好きな

ので、毎日ブロッコ リー＆ トマ ト とい

う メニューは全く気になり ませんが、

茹で玉子となると ２個でも毎日は結構

キツイ ものを感じます。

これをなんとかしたいと思いながらも

探しているときは得てして見つからな

いものら し く 、掃除道具を求めて100

円シ ョ ップに入り、お目当てのお掃除

グッズが入手できたあと、何気な く店

内を見ていたら、このよ うなキッチン

用品に目が留ま り ました。

ニンゲンの思考のアンテナという もの

は、ホンマに不思議です。

茹でた玉子の殻を剥くのが厄介だと感

じれば、茹でる前に小さな穴を開けて

お く と殻を剥きやす く なるという情報

が耳に入り、穴を開けるためのツール

探しをするし、茹で玉子ってどのく ら

いの時間をかけたらエエんやろかとか、

半熟にするにはどのく らいの時間をか

けたらエエんやろかと思い始めると、

塾生さんのお母様から写真のよ うなグ

ッズを教えて貰ったりあるいは、食べ

に くいと思い始めた茹で玉子を細く切

ったら食べやすいとなると、茹で玉子

を切るグッズが目についたりで、いろ

んな情報収集アンテナが立ち上がるの

です。

人体の摩訶不思議もさることながら、

ニンゲンの脳も摩訶不思議なるもので

す。

そのよ うに考えると、ダイエッ トの効

果とか筋ト レの効果もまた脳の認識が

少なからず関係しているんやろなとい

う ことを実感中であり ます。

そんなこんなで、ジュクチ ョーの「生

体実験」は、まだまだ続きまする。

こちらのグッズも重宝しています。

こ ういうア イデ ィ ア商品は

100円シ ョ ップならではですね。

このエッグタ イマーは重宝してます。

これが100円だなんて。

ホンマにあなどれません。

「にぬき」の話
「にぬき」という言葉を耳になさった

こ とはあり ますか ？ 茹で玉子のこ と

です。何年か前に生徒さんに尋ねたこ

とがあるのですが、全員が知り ません

でした。ワタシが小学生の頃は友達も

よ く言っていた記憶があるのですけれ

ど、あらためて発してみると、何とも

奇妙な響きの言葉なのです。

実はこれ、京都弁（京ことば）なので

すが、Ｚ ＯＯＭの生徒さんで京都の方

がいらっしゃるので尋ねてみましたけ

れど、「聞いたことない」そうです。

文字通り湯で煮て（中味を）抜く とい

う意味で、元来は「煮抜き玉子」と称

します。京都は嵐山の名物に「赤煮抜

き」があるそ うですが、これは白い殻

のではな く て赤っぽい殻の玉子を茹で

たものなので、この名があるそうです。

80歳で鬼籍に入ったバアチャンは現在

の大阪府富田林市赤坂村の生まれ。い

わゆる南河内出身で、ずっと「にぬき」

と言っていました。なので、てっき り

大阪弁でも特に南河内や泉州地方の方

言だと思っていましたが、京こ とばだ

とは知り ませんでした。

嵐山名物「赤煮抜き」



４小学低学年期の国語読み取り

こ の問題は、奨学社『ハ イ レベ100

小学２年生読解力』という問題集の初

めの方にあるものです。小学 １ 年生の

気配を残しつつも、実際にご家庭でお

母さんと子どもさんで学習するには、

やや手強いか所があり ます。

私の塾の生徒さんで １ 年生の頃から来

て下さっている方であれば、「あ、こ

れ、やったこ とある」とおっしゃるこ

とでし ょ う。

内容自体は難し く あり ませんが、正答

率の低い問題があり ます。それが囲ん

だ（４）の問題です。

９割の子どもさんが、「ジ ョ ンコラ先

生がとてもこわく てきびしい先生だか

ら。」と答えて不正解になり ます。

こ こを読んで下さっているあなたは、

このよ うに思われたのではあり ません

か ？

「あれ？ 正解じゃないの？」

いいえ。不正解なのです。大変なのは

こ こからです。これが不正解になる理

由を子どもさんに納得するように、どう

伝えればよいか。ここが大変なのです。

塾生さんの親御様からもですが、新規

の方からのお問い合わせや面談の際に

少なからず発せられるのが次のせりふ

です。

「答は分かるんですが、どう してこの

答えになるのかを上手く伝えられな

い。」

「説明すればするほど親の方が意地に

なってしまい、なかなか理解しない

わが子を感情的になって、ついつい

責めてしま う。」

まさに左の問題箇所がそうなのです。

では、解説していきますね。

特に低学年期のお子さんで読み取り問

題が好きな子は、多くはあ り ません。

読書が好きな子は結構いますけれど、

「読み取り＝勉強」という「式」はも

う出来上がっていますので、敬遠する

気持ちが発芽しかけています。

中には要領の良い子がいて、それが正

解にたどり着けるこ とが多いという、

いわゆる「プチ成功体験」によって、

「これは使えるやん」という小技（こ

わざ）を使うのです。その小技とは、

題材文を読まずに問題を読んで、その

答の部分を探し出すという ものです。

しかしながら、この（４）ではそれを

通用させない「小技封じ」の問題であ

ることに気づかないで誤答させるこ と

で、全体をきっちり と読まないと

いけないこ とを体感させる設計に

なっています。だから手強い。

では、も う一度全体を丁寧に読み直し

てみまし ょ う。

このミ フールという女の子は、失敗を

よ く する子、いわゆるあわてんぼう さ

んだという ことが、２行目の「前の」

から６行目の「おどろかせてしまいま

した。」までの範囲から分かり ます。

その後、ジ ョ ンコラ先生のところで修

行を重ねるのですが、ジ ョ ンコラ先生

は「じゅ文を一言でも言いまちがえる

とおしりをビシッとたたくのでした。」

と書かれています。

こ こで、「ミ フール＝あわてんぼう＝

じゅ文を間違えてヘマをする＝ジョ

ンコラ先生にたたかれる」と結びつ

けることが出来れば、（４）の答は

「ミフールがよくじゅ文を言いまち

がえるから。」が正解となることが

分かります。

このように、全体の流れから答を導

き出すという思考は、公立小学校の

２年生ではまだ行われません。行わ

れるとすれば、３年生の３学期頃か

らでしょうか。

こ の問題 も 、奨学社『ハ イ レベ100

小学２年生読解力』という問題集の初

めの方にあるものです。

大抵は最後の問題で正答率が落ちるも

のですが、この問題では（ １ ）なので

すね。

この年齢から小学４年生く らいまでの

お子さんが読み取り問題に接する際に、

ある特徴的なことが現れます。

「書きぬきなさい」と「文の中のこ と

ばを使って書きなさい」という指示の

区別がなかなか出来ないこ とと、この

問題のよ うに空白のマス目に、無理矢

理に書き込も う とすることです。

初めの「書きぬきなさい」と「文の中

のことばを使って書きなさい」という

指示の区別が明確にできるよ うになる

には、かなりな時間（年数）がかかり

ます。極端な場合、中学３年生の生徒

さんでも、読解問題に真摯（しんし）

に取り組んでこなかった思考レベルの

生徒さんの場合は区別が出来ていない

ことが多いというのが現状ですので、

ここでは論じないことにします。

問題なのは、空白のマス目の字数に

合わせるために、無理矢理にでも書

き込も う とするこ とです。

もっとも「書けばイ イんでし ょ ？」

なんていう感情はな く て、むしろ、

なんとかして空白部分を埋めなきゃ

いけないという、この年齢の子が持

っている独特の「正義感」からする

こ とが多いよ うに感じます。

では、どんな答を書く子が少な くな

いのでし ょ うか。

（ １ ）の問題文には、「どんなときに

おこったこ と」と書かれていますね。

子どもさんがこの題材文を読むときに

真っ先に目に入って く るのが「家に帰

るときのことです。」という文言です。

そこで早速問題を見てみると、最初の

マス目が２文字分、次のそれが３文字

分ですねので、「家に」の「家」を平

仮名に書き換えて「いえ」と書き込み、

「帰る」では「としたとき」には続け

られないので、苦肉の策のよ うに「帰

ろう」と書き入れます。「帰るとき」

を「帰ろう（としたとき）」と語形変

化させるこ とが出来るという こ とにつ

いては高い能力なので、ほめて差し上

げた く なり ます。でも、この問題の答

としては無理矢理なので、手放しでほ

められないという と ころが微妙です。

生徒さんとも う少し読み進めていく こ

とにしまし ょ う。

すると、「家に帰るとき」という大き

な行動ではな く て、よ り細かな行動が

書かれている部分が現れます。それは

「電車に乗りた く て」という と ころと

「ドアがあいたらすぐにのろう として

いました」という部分ですね。

そこで、次のよ うに導いていきます。

「ぼくは電車に～のろう としていまし

た。」の部分で、この子は何をしよ う

と していたのかが「文の幹（大切なと

ころ）」になって、「早く電車にのり

た く て」という気持ちの部分は、枝や

葉っぱに当たるところだというのを区

別させるよ うにします。つま り、何を

しようとしたのかという事実の部分と、

何をしたかったのかという気持ちの部

分とをしっかり区別させることで、文

章を論理的に捉えるという考え方とス

キルを伝えるようにします。もっとも、

この年齢のお子さんに「論理的に」と

言ったところで理解は出来ないでし ょ

うから、「これが上手に読み取るコツ

だよ。」と伝えます。こうすることで、

子どもさんの頭の中に「上手に読み取

る」あるいは「上手に」というほめ言

葉が刻まれるのですが、これが「プチ

成功体験」となって積み重ねられてい

きます。

その後、「この子は何をしよ う とした

のか」を考えさせて、「電車にのろう

とした」という と ころまでいざなう こ

とが出来れば、「□□に□□□とした

ときのこと」と、書き抜きで、しかも

字数と文とが合致することが分かり、

お子さんの頭の中をスッキ リ と させる

こ とが出来ます。

大切なのはこの「スッキ リ感」です。

なぜなら、この感覚が達成感につなが

り、それが「プチ成功体験」となるか

らです。そして、この体験の積み重ね

がやがて自己肯定感へと成長し自信と

なるのです。



〈編集後記〉

こ の問題は、奨学社『ハ イ レベ100

小学３年生読解力』という問題集の初

めの方にあるものです。

小学３年生の生徒さんにとって（２）

は難問のよ うです。その証拠に、今ま

で正解した生徒さんはいません。

その前に、（ １ ）でよ く間違う ところ

があり ますので、その紹介から始めま

し ょ う。

問題文の通り、誰と誰の約束かを答え

るだけなのですが、よ く間違えるのは

「ご服屋」という と ころです。

正解は「さむらいとご服屋」なのです

が、「さむらいと服屋」と書く生徒さ

んが結構いるのです。つま り、「ご服

屋」の「ご」を飛ばすのですね。この

理由は、「呉服」を知らないことです。

ましてや「ご服」と書かれているので

余計に見落としやすいのです。

この物語の時代は「百両」というお金

の単位が書かれているので、江戸時代

と考えて間違いないでし ょ う。そのこ

とをまず話して、この時代の人々の服

装の話をします。

「みんな着物を着ていてね、夏は浴衣

なんかを着ていたんだよ。今のよ う

にＴシャツも短パンも、スーツやコ

ー ト もな く てね、みんな着物だった

んだね。そういう着物のこ とを服と

言わないで呉服と言ったんだね。」

という よ うなお話しをまじえながら、

「ご服屋」の「ご」も「漢字で『呉』

と書くんだよ」ということも伝えます。

このとき、「呉」の漢字を覚えさせる

か否かは問題外で、ちゃんと漢字があ

って「呉服」という言葉があるこ とを

伝えればよいのです。

さあ、いよいよ（２）です。

物語分を読み取るコツがあり ます。も

ちろん読み取りのスキルとしては鉄板

です。

それはせりふです。いわゆる「」がつ

けられている部分ですね。極端な言い

方をすれば、それ以外は枝葉に過ぎな

いのです。もっとも、登場人物にある

せりふを言わせるためのシチュエーシ

ョ ンとしての状況説明とか背景の描写

という意味では大切なのですが、漫画

でも同様で、何気なく話しているよ う

に見えるせりふは、実は何気なく書か

れてはいないのです。物語の進行上で

必要なこ としか書かれていません。だ

って日常の会話を全部書き込んだら、

とんでもないことになり ますからね。

それは漫画・小説・物語に関係な く同

じこ とが言えます。ですから、せりふ

（話しこ とば）はあるべく と ころに書

かれているのです。ですから読み取り

問題を解く ための大きな鍵になるので

す。

ただし、この物語の場合は、せりふだ

けを追いかけただけでは解けません。

だから難問なのです。

「では、わたしが～ことでよろしいで

すね。」（２行目～３行目）が最初の

話しことばです。その後、「今までだ

れが打っても鳴らなかったつづみが」と

いう、２つめのせりふの部分が現れま

す。

「あの鳴らずのつづみの音が聞けると

は」という ところです。（２）の答が

あり ましたね？ あなたは見つけるこ

とが出来ましたか？

正解は「鳴らずの」です。

問題なのは「鳴らずの」という言葉で

す。「鳴らない」だったら分かるので

すけれど、この問題の対象年齢のお子

さんの頭の中に「鳴らずの」という語

彙はおそら く ないと思われます。ここ

に言葉の壁があるのです。それもあっ

ての難問なのですね。

ちなみに、中学 １ 年生に解いてもらっ

たところ、さすがに答えられましたが、

結構苦戦しており ました。

こちらは古文です。対象年齢は中学３

年生。「新中学問題集国語発展遍」の

終盤に収録されている問題です。問題

ですので空白部分があり、お読み辛い

部分があり ますが、ご容赦下さい。

実はこの「新中学問題集国語発展遍・

中学３年生」の終盤付近の現代文のレ

ベルが大阪府立高校の入試のうち「Ｃ

問題」と言われる難関レベルの問題に

相当します。というのは、この問題集

の中に2017年度に出題されたものと全

く同じ範囲の題材文が収録されている

からです（もちろん設問は大き く異な

り ます）。

とはいう ものの、あ く までも中学生の

範囲での古文なので、古文の文法が絡

む問題はあり ません。

というのは、古文の文法に関しては係

り結びの法則で、「ぞ・なん・や・か」

は文の結びが連体形になり、「こそ」

は「已然形（いぜんけい）」になるこ

と、その結びの助動詞が「けり・たり

（ともに終止形）」が「ぞ・なん・や

・か」のときは「ける・たる」となり、

「こそ」の已然形のときは「けれ・た

れ」となるこ とを覚えておけば事足り

ます。

むしろ、この文章の大意をつかめるか

どうかが大切になってきます。このニ

ュースレターの １ ページから ２ページ

にかけて述べましたが、この大意をつ

かむという頭脳作業が、英語長文を解

く ときの感覚と本当によ く似ているの

ですね。ですから、大意をつかむセン

スの善し悪しが大切になってきます。

解釈や物語の内容については、紙面の

余裕がも うあ り ませんので。次回のニ

ュースレターでお話をしますね。

こんな小難しいものを、最後までお読

み下さ り、ありがと うございます。と

いうのは、このすぐ左にある古文につ

いての文章を自分が読むにつけ、めっ

ちゃ上から目線な印象を受けるのです

が、気のせいであることを願ってやみ

ません。

先日、６年生の塾生さんから、夏休み

の宿題で社会が分からないから教えて

欲しいというレスキュー要請を受けま

した。

「どれどれ？」と見まするに、日本国

憲法についてでした。その中に天皇に

ついて憲法での地位を書く部分があっ

たのです。いわゆる、「日本国の象徴

であり日本国民統合の象徴であって」

という部分です。

「先生、これ、どういう意味ですか？」

これには困り ました。だって、普段、

こんなこと考えてませんもの。不謹慎

だと言われればそれまでなんですけれ

ど、いきなり斜め上を行く質問を投げ

かけられたワケですが、ジュクチ ョー

としては「分からない」とは言えませ

ん。だからといってエエ加減なことは

言えませんし、言い方によっては右傾

的左傾的となるのも、ワタシ自身が納

得出来ないしで。（苦笑）

そこで、塾舎に『明仁天皇物語』とい

う漫画がひっそ り と置かれており まし

て、それを読んだときにナンかグッ と

来るものがあったのを思い出しました。

「日本国の象徴」という ところは分か

りやすいのですね。外国人から見た日

本という国を代表して下さっているの

が天皇ですから。問題なのは「日本国

民統合の」という と ころです。

『明仁天皇物語』を読んだとき、「あ

あ、ニッポンのお父さんとお母さんみ

たいだな」と感じたのです。明仁上皇

と上皇后美智子様との象徴としてのあ

り方だけでな く て、ご夫婦としてある

いは父母としてのあり方とかについて、

「日本人はこ ういう思想と意識で生き

ている民族であり ます」というのを体

現して下さっているよ うに感じたので

すね。これぞ「日本国民統合の象徴」

ではないかと思うのです。

生徒さんに説明しながら、こ ういう こ

とをスッと言えるよ うになった自身を

鑑（かんが）

みて（鏡に映

してみて）年

齢を重ねたの

を改めて実感

しました。

本棚にひっそ

り と佇ませて

おり まする。

探し当ててお読み下さればと思います。




