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【 現 代 文 が 勉 強 し に く い の は な ぜ ？】

　 現 代 文 の 学 習 は 非 常 に 大 切 で す。 特 別 に 大 切 だ と い っ て も 良 い く ら い

大 切 で す。 今 春 の 受 験 生 を 指 導 し て い て も 現 代 文 の 力 ＝ 国 語 力 の 大 切 さ

に つ い て、 あ ら た め て 痛 感 さ せ ら れ も し ま し た。

　 ど う し て も マ ー ク 模 試 で の 現 代 文 の 点 数 が 安 定 し な い、 記 述 試 験 が で

き た り で き な か っ た り す る 。 問 題 文 に よ っ て 出 来 ・ 不 出 来 が 大 き く 左 右

さ れ る。 結 局、 実 際 に 試 験 を 受 け て み な い と で き る か で き な い か わ か ら

な い。

　 こ れ は 他 の 教 科 に く ら べ て 非 常 に 大 き な 特 徴 で す。 数 学 や 英 語 な ら

90 ％ 以 上 を と る 生 徒 は、 基 本 的 に 90 ％ 以 上 と り ま す。 点 数 が だ い た い 読

め ま す。 け れ ど 国 語 に な る と 、 中 で も 現 代 文 に な る と そ う は い か な く な

り ま す。

　 こ れ は 非 常 に 困 り ま す。 入 試 と い う 「人 生 が か か っ た 勝 負」 が、 そ の

時 々 の 当 た り 外 れ み た い な も の に 支 配 さ れ て い る か ら で す。

　 な ぜ そ う な る の か ？

　 理 由 は 単 純 明 快 で す。

　 キチンとした学習がなされていないからです。 「キチンとした」と

「学習がなされていない」の両方です。

　 例 え ば １ ， ２ ヶ 月、 英 語 を 、 あ る い は 数 学 を ま っ た く 勉 強 し な い と い

う 生 徒 は ま ず い な い と 思 い ま す。 け れ ど 主 要 教 科 で あ る に も か か わ ら ず

現 代 文 に な る と 、 そ れ こ そ こ の 半 年、 こ の 1 年、 そ れ ど こ ろ か い ま ま で

一 度 も 勉 強 し た こ と が な い と い う 生 徒 も 珍 し く あ り ま せ ん。 そ し て そ の

こ と に つ い て 「異 常 事 態」 だ と い う 意 識 も あ り ま せ ん。 し か し そ れ こ そ

本 当 に 「異 常 事 態」 だ と い う べ き だ と 思 い ま す。

よ く こ う い う 疑 問 を 耳 に し ま す  。  

①　現代文って学習できるんですか？　センスではないんですか？

→センスだからどうしようもないのではないですか？

②　まぁ日本語だから大丈夫ではないですか？

→まぁ何とか読めるのではないですか？

　 か な り 一 般 的 に 浸 透 し て い る 意 識 で は な い か な と 思 い ま す。 だ か ら 上

記 の よ う な 「異 常 事 態」 が 生 ま れ る の で す ね。

　 簡 単 に 回 答 し ま し ょ う 。

確 か に セ ン ス で す。 け れ ど トレーニングの上に成り立つ「センス」で

す。 そ れ は 行 き 当 た り ば っ た り 、 当 た り 外 れ が あ る よ う な も の と は 根 本

的 に 違 い ま す。 数 学 や 物 理 の セ ン ス が 数 学 の 学 習 の 上 に は じ め て 成 り 立

っ て い る の と 同 じ で す。 「論理」に貫かれたセンスな の で す。

確 か に 日 本 語 で す。 け れ ど 日 本 史 だ っ て 世 界 史 だ っ て 日 本 語 で 書 い て

あ り ま す が、 だ か ら 大 丈 夫 と は 思 わ な い で す よ ね ？ 　 数 学 や 物 理 だ っ て

日 本 語 ＋ 数 式 で す。 で も 「だ か ら た い て い 大 丈 夫」 と は 思 わ な い で す よ

ね ？

現 代 文 は 日 本 語 で す。 け れ ど も 現代文の読解は、日本語を 日常的に

「聞ける・話せる」ということとは全く別次元のことがらな の で す。

確 か に 「ま ぁ 何 と か」 読 め ま す。 け れ ど 大 学 受 験 で 要 求 さ れ て い る よ

う に は 読 め ま せ ん。 読 め て も 書 け ま せ ん。

「ま ぁ 読 め る の で は ？」 と い う 意 見 の 背 後 に 潜 ん で い る の は 「読 む」

    と い う こ と に つ い て の 認 識 の 曖 昧 さ  で す。 逆 に 質 問 し て み ま し ょ う 。

「読む」と言うことはどういうことでしょうか？

大 学 受 験 で 要 求 さ れ て い る 「読 解 力」 と は ど う い う 力 で し ょ う か ？  

「読 み 解 く 」 と い う こ と は ど う い う こ と で し ょ う か ？ 　 そ の 手 段 ・ 方 法

は ？

こ う 質 問 す る と た ち ど こ ろ に 曖 昧 な 返 事 に な り ま す。 だ か ら 「ま ぁ 読

め る ん じ ゃ な い か な ぁ ？」 と い う 漠 然 と し た 言 葉 が 出 て く る の で す。

そ の 曖 昧 に、 か つ 漠 然 と イ メ ー ジ だ け さ れ て い る 読 解 力 を 、 身 に つ け

て い く こ と が で き る で し ょ う か ？ 　 で き な い で す よ ね ？ 　 こ の 読 解 力 だ

と か 読 む と 言 う こ と の 中 身 が 曖 昧 だ か ら 、 そ れ が で き る の か で き な い の

か の 判 断 も 曖 昧 に な ら ざ る を 得 な い の で す。 そ し て 勉 強 の し よ う が な い

の で す。 最 初 に の べ た 「キチンとした学習がされていない」と言うこと

の根っこにあるものは、実は「国語力ってなんだろう」 「読解力ってな

んだろう」という点での曖昧さな の で す。

　 こ の 点 が 明 確 に な れ ば、 つ ま り 身 に つ け る べ き 力 の 正 体 が 明 ら か に な

れ ば、 そ の た め の 方 法 論 も 明 確 に な り ま す。 当 然 の こ と で す ね ？ 　 計 算

力 の 正 体 は だ い た い は っ き り し て ま す よ ね ？ だ か ら 計 算 力 を つ け る た め

の ト レ ー ニ ン グ 方 法 も 想 像 が つ き ま す よ ね ？ そ れ と 同 じ こ と な の で す。

ま ず 正 体 を 掴 む こ と 。 そ こ か ら し か キ チ ン と し た 学 習 は 成 り 立 た な い の

で す。

【 現 代 文 の 読 解 力 に つ い て 】

　 こ こ で は 簡 単 に 述 べ ま す。 実 際 に は 講 座 の 中 で 具 体 的 に 明 ら か に し て

い き ま す。

　 大 学 が 要 求 し て い る こ と は 「論理的に読み解く力」 で す。 く わ え て

「正確に記述する力」 で す。 文 学 的 セ ン ス や 比 喩 表 現 な ど に 対 す る 繊 細

な 感 覚 で は あ り ま せ ん。 ま た 読 者 ＝ 受 験 生 の 感 想 で も あ り ま せ ん。

　 当 然 の こ と で す。

　 大 学 は 学 問 を す る、 研 究 を す る こ と を 軸 に し た 教育機関だ か ら で す。

例 え ば 法律を 学ぶた め に、 微妙か つ精緻な 比 喩 表 現への 繊 細 な 感 覚 は必

要 あ り ま せ ん。 あ っ た 方 が 良 い か も し れ な い け れ ど、 論 理 を 論 理 と し て

捉え き っ て い く 力 が 何 よ り も 求 め ら れ ま す。 理系の 学部で も 同 じ こ と で

す。 論 文 を 読 む こ と が で き な い の で は ど う し よ う も な い の で す。

　 受 験 生 の 論 理 的 に 読 み 解 く 力 を知 り た い か ら評論 文 が 中心に 出 題 さ れ

    る  の で す。

　 評論 文 は、 筆者 が 何 か を 一 般 的 な 読 者 に訴え、 納得 さ せ よ う と し て 書

い た 文章で す。 だ か ら必ず主題 = テーマが あ り 、 結論＝主張が あ り ま す。

そ し て納得 さ せ る た め に根拠を示 し ま す。

　 た だ し こ のテー マ と 根拠 と 結 論 が、 で た ら め な つ な が り で は納得 さ せ

る こ と は で き ま せ ん。 別 言 す れ ば「論理的に説得しよう」とするの で す。

　 そ し て そ の 論 理 に は 基 本 的 に 3 つ し か あ り ま せ ん。

　 ①原因と結果にかかわるもの。因果律。②同一性に関わるもの。抽象

と具体など。③対比・対立に関わるもの。以上です。たったこれだけで

す。

　 試 験 問 題 は こ こ を聞い て き ま す。 ち ゃ ん と筆者 の 結 論 を 理 解 し て い ま

す か ？ 論 理 は た ど れ て い ま す か ？ と い う こ と で す。

　 で す か ら 「筆者 の 主張に即 し て○○を説明 せ よ」 と い っ て み た り 、 結

論 に 対 す る 根拠を 述 べ さ せ る。 同 一性に関わ る と こ ろ で は 「傍線部を 具

体 的 に説明 せ よ」 で あ る と か 「傍線部 と 同 じ こ と を 述 べ て い る 語句を 5

文字で抜 き 出 せ」 と か聞か れ ま す。 ま た原因 と 結果で は 「○○の 理 由 を

説明 せ よ」 と聞か れ ま す。

　 つ ま り 、 テー マ ・ 根拠 ・ 結 論 （ 主張 ） と三つ の 論 理 の ど れ か に傍線部

    が あ り 、 そ の 論 理 の 対 に な っ て い る も う 一 方 を聞い て く る  の で す。 論 理

の糸を た ど れ て い る の か、 と い う こ と で す ね。 そ し て 論 理 の糸は、 文章

中 に あ る の で す。 基 本 的 に必ず あ る の で す。 で あ れ ば、 そ れ を た ど る練

習 を す れ ば い い の で す。

　 加え て語彙力が 要 求 さ れ ま す。 背景的な知識 も あ る程度必要 な場合 も

あ り ま す。 総合的 な 力 を 要 求 し ま す か ら 、 パズルの よ う な わ け に は な か



な か い き ま せ ん。 け れ ど そ の 論 理 を た ど る と 言 う こ と が核心な の で す。

　 もう一つ大切なことは、主観を排除すると言うことです。客観的に読

み切ると言うこと で す。 別言すれば必ず本文中に根拠を求めていく と 言

う こ と で す。 設問 が聞い て い る の は筆者 の 見 解 で あ り 、 書 か れ て い る内

容 と 論 理 で あ り 、 受 験 生 の 意 見 や 感 想 で は な い か ら で す。

＜読む＞ということは、まずは 文章を客観的に、対象として捉え、そ

の内的な論理を捉え筆者の主張をつかむことなのです。

【 国 語 力 は す べ て の 教 科 の 基 礎 】

　 つ い で に も う 一 点。

　 経験的にいって、数学や理科、英語で苦労している生徒は、かなり高

い割合でこの国語力の不足に直面しています 。 率直に 言 っ て 数 学 や 物 理 、

化学、 生 物、 そ し て 英 語 に つ い て 書 か れ て い る 解説や説明、 解 答 な ど が

正 確 に 読 ま れ て い な い の で す。

　 数 学 で も 問 題 文 や 解説の 主 語 と 述 語 を は っ き り と さ せ て 読 む だ け で 質

問 が 解決す る よ う なケー ス が か な り多 く あ り ま す。

　 例 え ば微分。 教 科 書 な ど で は、 微分 と は こ う い う も の と い う 説明 が 言

葉 や グ ラ フ な ど を使 っ て 述 べ ら れ て い き ま す。 そ し て そ れ が平均変化率

の極限 と し て 立 式 さ れ 定義 さ れ ま す。 そ の 定義か ら 　
( ) 1−= nn nxx

dx
d

　 と い

う 公式 が 導 き 出 さ れ ま す。 多 く の 生 徒 が こ の公式 か ら 出発 し 、 問 題 に あ

て は めパズルの よ う に 解 い て い き ま す。

　 公式 を ど う 使え る の か は練習 の量に も よ り ま す が 、 同 時 に公式 と い わ

れ て い る も の の 理 解 の 度合い に も 大 き く 左 右 さ れ ま す 。 と こ ろ で公式 の

理 解 と は ど う い う こ と な の か ？使い 方 だ ろ う か ？

　 使い 方 は 大 切 で す。 け れ ど そ れ だ け で は あ り ま せ ん。

　 こ の公式 に は、 微分 と は 何 か と い う と こ ろ か ら は じ ま っ て そ の全体 が

凝縮 さ れ て い る わ け で す ね。 公式 を 理 解 す る と 言 う こ と は、 こ の公式 の

裏側に微分の 定義式 （ 平均変化率の極限 ） 、 そ の図形的 な 意味な ど を 論

理 と し て も イ メ ー ジ と し て も捉え て い る と い う こ と で す 。 奥行 き と広が

り を も っ てひ と つ の公式 を捉え る と 言 う こ と で す。

　 現 代 文 に つ い て 書 い て い た の に、 数 学 に な っ て し ま い ま し た。 筆者 は

も と も と 理 学部 （ 物 理 学 科 ） だ っ た の で申 し訳な い。

　 で も も う 分か り ま す よ ね ？

　 この全体を捉える力は大半が実は＜国語的読解力＞なのです。

　 実 際 に、 生 徒自身 に説明 さ せ て み て、 キ チ ン と 言 葉 で説明 で き る か ど

う か と 数 学 や 物 理 の 力 はほぼ比 例 し ま す。 数 式 や グ ラ フ な ど も使い な が

ら 、 言 葉 を 読 み取 り 、 言 葉 で 理 解 し て い る の で す。

つ ま り 国 語 力 は あ らゆる 教 科 の 基礎な の で す。 客観的 に 読 む と い う 意

    味で も 大 切 で す。 学 力 が足 り な い 生 徒ほど、 勝 手 に自分の 主観を 式 や グ  

    ラ フ、 文章に付与 し て い ま す  。 自分で 問 題 を混乱 さ せ、 解決不能に陥 っ

て い る こ と が 良 く あ り ま す。 こ れ も 実 は 国 語 力 が か な り 大 き な影響を与

え て い る の で す。

で す か ら 国 語 力 が弱い状態 で 学 習 を進め て い く こ と は 非 常 に 大 き な ロ

ス を 生 み 出 し ま す。 特 に 理系の 生 徒 の 方 は、 で き る だ け早い 段階で 基 本

的 な 読 解 の 方 法 と 力 を 身 に つ け てお く こ と が と て も 大 切 で す。 受 験 本番

に突入 す る と そ れ こ そ 英 語、 数 学、 理 科 な ど で 手 一杯に な り ま す か ら 。

【  夏 期  講 習 の 講 座 の 内 容 】  

【 現 代 文 の ト レ ー ニ ン グ 】  （全      
6
  
  
  回　対象：  

    全学年 ）  

■テキ ス ト 　 「入門編 　 現 代 文 の ト レ ー ニ ン グ」

（ 堀木博禮 　 Z 会出版 　 1000円 ）

※市販のテキ ス ト を そ の ま ま使用 し ま す。 各自で購入 し て く だ さ い。

■現 代 文 読 解 の 入門。

　 ま ず は 問 題 文 を キ チ ン と 読 む こ と 。 そ の 一歩 と し て 「問 題 文 の 中 で ど

    こ が重要 な箇所な の か」 を つ か む こ と か ら  は じ め ま す。 ど こ が 大 切 な と

こ ろ な の か 掴 め な い と 読会が始ま り ま せ ん。

■目的 と概要

　 評論 文 を 中心に 問 題演習 を通 し な が ら 、 文章を 読 む こ と 、 問 題 文 を 読

む こ と 、 設問 に 対 し て ど の よ う に捉え、 考え て い け ば い い の か、 ま た ど

の よ う に 論 理 を追い か け て い け ば い い の か を考え、 実 際 に練習 し て い き

ま す。

※解 答 や 解説を精読 し て き て く だ さ い。

　 問 題集の設問 以 外 にオ リ ジナルの設問 を用意 し ま す。

■注意 事項

　 必ず予習 す る こ と 。 詳細 な 解 答 ・ 解説が つ い て い る け れ ど も 、 そ れ を

精読 す る こ と 。

　 具 体 的 に は、

①問 題 文 を し っ か り 読 み込み、 問 題 を 解 く 。

②重要箇所の マ ー ク を す る 。

③マ ー ク し た部分を巻末の 模範例 と 比較 し検討す る。

④解 答 と 解説を 読 み込み、 自分の 解 答 と 比較検討す る 。

　 上 記 の こ と を必ず 行 っ て か ら授業に臨ん で く だ さ い。 上 記 の こ と を 行

っ て き た こ と を前提に授業を 行 い ま す。

　 問 題 文 を 読 ん で い な い、 問 題 は 解 い た け れ ど も 、 解 答 や 解説は し っ か

り 読 ん で い な い状態 で は ク ラ ス授業を 受 け る 意味が 大 き く 減 り ま す。

【 現 代 文 の 論 理 】  （全      
6
  
  
  回　対象：全学年 ）  

■冬期 ・ 春 期 講 習 と 同 一 の内容で す

■オ リ ジナルプ リ ン ト 使用 （ テキ ス ト 代 不 要 ）

■目的 と概要

　 現 代 文 の 読会に 不可欠な 論 理 と し て 「同 一性」 、 「対 比 ; ・ 対 立」 、

「原因＝ 結果」 、 同 一性の関連 と し て 「抽象 と 具 体」 「比 喩 表 現」 を整

理 し ま す。

■要予習

　 通常 の 現 代 文 の 問 題演習 と あ わ せ て少 し 異 な る 「作業」 を し て も ら い

ま す。 例 え ば＜同 一性＞に関連す る 問 題 を扱 う 場合は、 問 題 文 中 の 同 一

の内容を示 し て い る部分に つ い て ピ ッ ク ア ッ プ し 、 関連づけ て い く と い

う よ う な こ と を 行 い ま す。 問 題演習 だ け で は で き な い こ と で す。 い わ ば

演習 のプ ロセ ス そ の も の を取 り扱い ま す。

■現 代 文 読 解 の 基 本 的 な 論 理 を 、

①同 一性、 ②対 比関係、 ③因果関係、 ④具 体 と抽象の関係、 ⑤比 喩 の関

係を 中心に 5 回 に分け て演習 し ま す。 　 こ れ ら の 論 理 を十分に駆使で き

る よ う に な る に は演習 が必要 で す が、 そ の た め の 一歩に な る 講 座 で す。

【 記 述 問 題 の 整 理 】  （全      
6
  
  
  回　対象：受験生中心）  

■レベル 　 2 次試 験 で の 記 述 問 題 を視野に 入 れ て 行 い ま す。

■プ リ ン ト 使用

■目的

　 し っ か り し た 記 述 の 解 答 を作 り 上げて い く た め に、 ポ イ ン ト の整理 の

仕方、 記 述 の仕方 に つ い て の整理 を 行 い ま す。

■概要

　 記 述 す る た め に は、 必要 な 要素を網羅 し な く て は い け ま せ ん が、 そ の

要素が設問部分の近 く に あ る場合、 遠 く 離れ て い る場合、 分散 し て い る

場合に分け て演習 し ま す。

　 ま た 記 述 の作成 に つ い て、 文章中 の 言 葉 をほぼそ の ま ま使 う 場合 と自

分の 言 葉 で 書 か な く て は な ら な い場合に分け、 実 際 の 解 答 の作成 を 行 い

ま す。


