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教
材
化
の
工
夫
を
考
え
る
会

「
言
葉
と
わ
た
し
た
ち
」（
三
年
第
一
単
元
）

連
載
―
教
材
化
の
工
夫

―
日
本
語
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
挑
戦
し
よ
う
―

一

は
じ
め
に

「
な
ぜ
、
国
語
を
学
ぶ
の
か
。」
三
年
生
に
な
っ
て
最
初
の
授
業

で
生
徒
た
ち
に
問
う
て
み
た
。「
え
？
先
生
、
い
っ
た
い
何
言
っ

て
る
ん
だ
ろ
う
？
」
と
怪け

訝げ
ん

そ
う
な
表
情
を
見
せ
る
者
も
い
れ
ば
、

考
え
込
ん
で
い
る
者
も
い
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
国
語
科
は
言

葉
の
学
習
、
そ
れ
は
母
語
で
あ
る
日
本
語
の
学
習
で
あ
る
。
こ
こ

数
年
、
日
本
語
ブ
ー
ム
が
訪
れ
、
書
店
で
「
日
本
語
○
△
」
な
ど

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
本
が
平
積
み
さ
れ
て
い
る
の
を
目
に
す
る
機

会
は
多
い
。
す
べ
て
の
教
科
の
基
本
に
な
る
教
科
だ
と
い
わ
れ
な

が
ら
も
、
肝
心
の
生
徒
自
身
が
、
何
の
た
め
に
学
習
す
る
の
か
を

考
え
た
機
会
が
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
質
問
に
す
ぐ
に

答
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
状
況
を
危
機
的
状
況
と
と
ら
え
、
憂
え
て

い
る
国
語
科
教
師
は
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
こ
の
一
年
か
け
て
、『
な
ぜ
国
語
を
学
ぶ
の
か
』
と
い
う
こ
と

を
自
分
自
身
に
問
い
な
が
ら
、
学
習
に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
。」

「
一
年
間
、
日
本
語
に
し
っ
か
り
と
目
を
向
け
て
ほ
し
い
。」
と
投

げ
か
け
て
、
最
初
の
授
業
を
終
え
た
。

三
年
第
一
単
元
「
言
葉
と
わ
た
し
た
ち
」
は
、「
日
本
語
を
考

え
よ
う
」「
日
本
語
を
巡
っ
て
話
し
合
お
う
」
と
い
う
二
つ
の
教

材
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
今
ま
で
、
面
と
向
か
っ
て
日
本
語
に

つ
い
て
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
生
徒
た
ち
が
、
こ
の
学
習
を
通

し
て
、
日
本
語
に
つ
い
て
少
し
で
も
考
え
る
機
会
と
な
れ
ば
い
い

と
考
え
、
指
導
計
画
を
作
成
し
た
。

二
　
指
導
計
画
作
成
に
あ
た
っ
て

第
一
教
材
は
、
日
本
語
に
つ
い
て
調
査
し
た
こ
と
を
報
告
書
に

ま
と
め
る
と
い
う
「
書
く
活
動
」
が
中
心
と
な
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
。
一
次
は
、
吉
野
弘
「
詩
が
生
ま
れ
る
と
き
」
と
小
池
保

「
日
本
語
は
乱
れ
て
い
る
か
」
を
読
み
、
身
近
な
日
本
語
に
つ
い

て
目
を
向
け
、
気
が
つ
い
た
こ
と
を
で
き
る
だ
け
多
く
書
き
留
め

て
お
く
よ
う
に
し
た
。
二
次
は
、
自
分
自
身
が
日
本
語
に
つ
い
て

大
阪
府
立
大
学
総
合
科
学
部
教
授
。
日
中
両
国
の
言
語
、
文
化
を
比
較
と
い
う
角
度
か
ら
研
究
。

日
本
で
出
版
さ
れ
た
主
な
著
書
に
、『
日
本
語
教
育
の
た
め
の
誤
用
分
析
―
中
国
語
話
者
の
母
語
干
渉

20
例
』（
ス
リ
ー
エ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）、『
日
中
言
葉
の
漢
ち
が
い
』（
く
ろ
し
お
出
版
）
な
ど
が
あ
る
。

現
在
、
光
村
図
書
が
発
行
す
る
日
本
語
教
科
書
『
新
版
中
日
交
流
標
準
日
本
語
・
初
級
』
の
編
集
委
員

を
務
め
る
。

小
、
中
学
校
の
国
語
の
先
生
方

と
た
ま
に
交
流
し
た
り
す
る
が
、

そ
の
際
に
た
び
た
び「
○
○
会
社

の
教
科
書
が
い
ち
ば
ん
よ
い
。」と

い
う
言
い
方
を
耳
に
す
る
。
わ
た

し
は
直
接
そ
の
よ
う
な
教
材
を

使
う
立
場
で
は
な
い
の
で
、「
そ
う

か
、
○
○
会
社
さ
ん
は
い
い
仕
事

を
し
て
い
る
の
か
。」と
感
心
し
た

り
は
す
る
も
の
の
、
た
い
て
い
は

聞
き
流
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
あ

る
と
き
、
そ
の
言
葉
を
、
ひ
ら
が

な
で
は
な
く
漢
字
を
使
っ
て
右
の

タ
イ
ト
ル
の
よ
う
に
書
い
て
み
た

と
こ
ろ
、
愕が

く

然ぜ
ん

と
し
て
し
ま
っ
た
。

「
光
村
図
書
の
教
科
書
は
一
番

良
い
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
日
本

語
と
し
て
は
最
高
の
賞
賛
の
言
葉

に
な
る
の
で
、
も
し
光
村
図
書
の

人
が
こ
れ
を
目
に
し
た
ら
、
間
違

い
な
く
い
い
気
持
ち
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
日
本
語
の
分
か
ら
な
い
中

国
人
の
目
に
触
れ
て
、
そ
の
中
国

人
が
も
し
も
優
し
い
心
の
持
ち
主

な
ら
ば
、「
そ
う
か
、
光
村
図
書

さ
ん
は
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
か
。」
と
、
中
国
語
で
哀
れ
ん

で
く
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
「
光
村
図
書
」「
教
科

書
」「
良
」
な
ど
の
漢
字
は
中
国

語
で
も
日
本
語
で
も
意
味
が
同
じ

だ
が
、「
一
番
」
に
な
る
と
、
中

光
村
図
書
の
教
科
書
は
「
一
」
番
良
い

大
阪
府
立
大
学
教
授

張
ち
ょ
う

麟り
ん

声せ
い

国
語
で
は
い
く
つ
か
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
表
す
こ
と
が
可
能
で
、
そ
の

一
つ
に
「
愛
過
一
番
（
ひ
と
た
び

愛
し
た
）」
の
よ
う
に
「
ひ
と
た

び
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
、「
光
村
図
書
の

教
科
書
は
一
番
良
い
」
と
い
う

フ
レ
ー
ズ
は
、「
光
村
図
書
の
教

科
書
は
ひ
と
た
び
は
良
か
っ

た
。」
と
理
解
し
て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る
と

た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、

同
じ
言
葉
で
も
漢
字
を
使
わ
な
い

で
、「
い
ち
ば
ん
よ
い
」
と
し
た

ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

実
際
、
光
村
図
書
の
教
科
書
を
め

く
っ
て
み
る
と
、
副
詞
と
し
て
の

「
イ
チ
バ
ン
」
は
「
一
番
」
で
は

な
く
て
、「
い
ち
ば
ん
」
と
し
て

い
る
し
、「
ヨ
イ
」
も
「
良
い
」

で
は
な
く
て
、「
よ
い
」
と
し
て

い
る
。
で
も
、
そ
れ
は
怪け

我が

の
功

名
か
な
と
い
う
気
が
し
て
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
光
村
図
書
さ
ん

は
漢
字
の
正
し
い
用
法
に
の
っ
と

っ
て
い
ち
ば
ん
よ
い
国
語
の
教
材

を
作
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
中
国
語
の
素
養
も
い
ち
ば
ん

か
ど
う
か
は
な
ん
と
も
言
え
な
い

の
だ
か
ら
。

漢字談義「一」「十」「百」

？
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気
が
つ
い
た
こ
と
を
家
に
持
ち
帰
り
、
日
本
語
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
な
問
題
点
が
あ
る
か
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
。
そ
し
て
ミ
ニ
報
告

書
を
作
成
し
た
。

第
二
教
材
は
、
こ
れ
ら
の
報
告
書
を
も
と
に
「
日
本
語
を
巡
っ

て
話
し
合
お
う
」
と
い
う
「
話
し
合
い
活
動
」
が
中
心
と
な
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
。「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
と
い
っ
て
も
、
生
徒
に

は
何
の
こ
と
だ
か
わ
か
ら
な
い
。
ま
し
て
、
新
学
級
に
な
っ
て
す

ぐ
の
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
、
自
分
か
ら
率
先
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ス

ト
（
発
言
者
）
に
な
る
こ
と
自
体
に
抵
抗
感
を
感
じ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
本
実
践
で
は
正
式
な
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
形
式
を
と
ら
ず
、
多
く
の
生
徒
が
安
心
し
て
自
分
の
意
見

を
述
べ
、
聞
き
合
う
国
語
教
室
を
目
ざ
し
た
。
四
月
当
初
、
学
級

内
の
人
間
関
係
が
安
定
し
な
い
中
で
無
理
に
形
式
だ
け
を
整
え
る

の
で
は
な
く
、
お
互
い
の
意
見
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮

し
な
が
ら
計
画
を
立
て
た
。

三
　
学
習
の
実
際

①
指
導
事
項
（
学
習
指
導
要
領
と
の
関
連
）

話
の
中
心
の
部
分
と
付
加
的
な
部
分
、
事
実
と
意
見
と
の

関
係
に
注
意
し
、
話
の
論
理
的
な
構
成
や
展
開
を
考
え
て
、

話
し
た
り
聞
き
取
っ
た
り
す
る
こ
と
。（
Ａ
┃
イ
）

こ
こ
で
の
指
導
事
項
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
＝
話
し
合
い
活
動
＝

（
Ａ
┃
エ
　
話
し
合
い
）
に
は
し
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
想
定
し
て
、
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
活
動
な
の
で
、

（
Ａ
┃
イ
　
構
成
や
論
理
）
と
し
て
い
る
。
話
し
合
い
に
つ
い
て
は
、

年
間
計
画
で
別
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

②
学
習
目
標
（
資
料
１
）

○
話
し
合
い
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
理

解
し
よ
う
。

○
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
（
発
言
者
）
に
な
っ
た
つ
も
り
で
、
自
分
の
考

え
を
発
表
し
よ
う
。

○
友
達
の
意
見
を
聞
き
、
日
本
語
に
対
す
る
見
方
や
考
え
方
を
深

め
よ
う
。

右
の
目
標
は
、
こ
の
学
習
で
何
を
学
ん
で
い
る
の
か
、
ど
の
よ

う
な
力
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
か
を
焦
点
化
し
て
生
徒
に
示
し
た

も
の
で
あ
る
。

③
指
導
の
流
れ

第
一
次
（
第
１
時
）

○
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
は
何
か
を
と
ら
え
る
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
全
体
像
を
と
ら
え
る
た
め
に
、
教
科
書
本
文

の
ほ
か
に
次
の
も
の
を
使
用
し
た
。

・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ビ
デ
オ
（
会
場
の
全
体
風
景
や
、
発
言
の
様

子
な
ど
を
と
ら
え
さ
せ
る
た
め
に
、
ニ
ュ
ー
ス
番
組
を
録
画
し

て
紹
介
し
た
。）

・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
発
表
の
様
子
を
録
音
し
た
Ｃ
Ｄ
（
題
材
が
中
学

生
に
適
し
た
も
の
を
と
探
し
た
が
、
適
当
な
も
の
が
見
つ
か
ら

ず
に
、
平
成
九
年
度
版
中
学
校
国
語
学
習
指
導
書
付
録
「
表
現

教
材
指
導
Ｃ
Ｄ
」
を
使
用
し
た
。
家
族
に
つ
い
て
考
え
る
と
い

う
テ
ー
マ
な
の
で
、
自
分
の
意
見
を
構
築
す
る
の
に
影
響
は
な

い
と
考
え
た
。）

第
二
次
（
第
２
時
・
第
３
時
）

○
発
言
の
内
容
を
考
え
る
。（
資
料
２
）

前
教
材
で
作
成
し
た
ミ
ニ
報
告
書
な
ど
も
参
考
に
し
な
が
ら
内

容
を
考
え
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
か
ら
の
専
門

家
が
発
言
者
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
、
今
回
は
、
こ
れ
か

ら
の
日
本
語
の
担
い
手
で
あ
る
若
者
の
代
表
と
い
う
立
場
を
想
定

し
て
発
言
す
る
こ
と
に
し
た
。

○
発
表
を
す
る
。

視
聴
覚
教
室
を
使
用
し
た
。
司
会
は
、
教
師
が
行
う
。
発
表
者

は
四
人
ず
つ
前
に
出
て
、
一
人
ず
つ
発
表
す
る
。
四
人
が
終
わ
っ

た
段
階
で
、
質
問
し
た
い
人
が
い
れ
ば
そ
の
内
容
を
メ
モ
す
る
こ

と
に
し
た
。（
こ
の
段
階
で
は
実
際
に
質
問
す
る
場
面
は
設
定
し

て
い
な
い
。）
発
表
時
に
は
マ
イ
ク
を
使
う
。
発
表
の
授
業
に
な

る
と
、
と
も
す
る
と
大
き
な
声
で
発
表
す
る
こ
と
＝
評
価
が
高
い

と
考
え
て
い
る
生
徒
も
い
る
。
伝
え
た
い
内
容
が
効
果
的
に
伝
え

ら
れ
る
よ
う
に
話
そ
う
と
指
示
を
し
た
。
ま
た
、
マ
イ
ク
を
使
っ

た
こ
と
で
、
実
際
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
雰
囲
気
を
味
わ
え
た
よ
う

だ
。

○
発
表
を
聞
く
。

生
徒
に
は
、
質
問
し
た
い
内
容
を
聞
き
な
が
ら
メ
モ
し
な
い
よ

う
に
、
と
確
認
し
た
。
確
か
に
わ
た
し
た
ち
大
人
も
、
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
な
ど
に
参
加
し
た
場
合
は
、
メ
モ
を
と
り
な
が
ら
聞
く
こ
と

が
日
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
は
あ
ら
か
じ
め
同
一
の
テ
ー
マ

で
発
表
す
る
の
で
あ
る
。
大
切
な
の
は
、
発
表
者
の
考
え
方
や
具

体
例
や
根
拠
な
ど
と
、
自
分
と
の
違
い
や
同
じ
と
こ
ろ
を
探
し
な

が
ら
聞
き
取
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
。
生
徒
た
ち
に
も
最
初
の

う
ち
は
戸
惑
い
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
次
第
に
自
分
と
の
違
い
を

探
す
聞
き
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

第
三
次
（
第
４
時
）

○
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
振
り
返
る
。

相
互
評
価
と
し
て
、
発
表
者
の
中
か
ら
二
人
を
選
ん
で
、
質
問

や
意
見
を
メ
モ
に
書
い
て
見
せ
合
う
と
い
う
活
動
を
取
り
入
れ
、

意
見
交
換
が
行
え
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
最
後
に
、
こ
の
学
習

を
通
し
て
日
本
語
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
、
発
表
を
通
し
て
、
発

表
を
聞
い
て
、
変
容
し
た
こ
と
は
な
い
か
と
い
う
視
点
か
ら
自
己

評
価
を
行
っ
た
。
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四
　
お
わ
り
に

三
年
の
第
一
単
元
で
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
領
域
の
実

践
を
紹
介
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
新
し

い
形
式
の
話
し
合
い
に
出
会
っ
た
。
四
月
当
初
の
新
学
級
で
の
人

間
関
係
が
希
薄
な
中
で
あ
っ
た
が
、
全
員
が
発
表
す
る
活
動
を
取

り
入
れ
た
か
ら
か
、
ふ
だ
ん
は
教
室
で
は
発
言
し
な
い
生
徒
で
も

安
心
し
て
発
言
で
き
る
雰
囲
気
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
。
予
期
せ

ず
し
て
、
第
二
単
元
以
降
の
学
習
で
も
教
室
で
自
由
に
安
心
し
て

発
言
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

ま
た
、「
聞
く
」
活
動
に
も
焦
点
を
当
て
た
の
で
、
ほ
か
の
人

の
発
言
を
聞
い
て
、「
質
問
し
た
い
こ
と
」「
疑
問
に
感
じ
た
こ
と
」

な
ど
を
探
そ
う
と
努
力
し
て
い
た
。「
日
本
語
に
つ
い
て
考
え
る
」

と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
目
的
が
達
成
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
最
後
に
、
自
己
評
価
に
書
か
れ
た
生
徒
の
振
り
返
り
を
紹

介
し
た
い
。

毎
日
、
話
し
て
い
る
日
本
語
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
さ
せ

ら
れ
ま
し
た
。
ど
れ
だ
け
、
わ
た
し
が
言
葉
を
大
切
に
し
て

い
な
か
っ
た
か
発
表
を
聞
き
な
が
ら
思
い
ま
し
た
。
わ
た
し

自
身
も
若
者
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
が
日
本

語
を
ど
の
よ
う
に
で
も
変
え
ら
れ
る
と
い
う
意
見
を
聞
い
て
、

責
任
の
重
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

（
以
下
略
）

▲

資
料
１

▼ 資料2

左
の
よ
う
な
評
価
規
準
を
作
成
し
た
。
発
表
の
場
面
で
は
、「
話

す
・
聞
く
能
力
」「
言
語
」
を
評
価
項
目
と
し
た
カ
ー
ド
を
使
用
し

た
。
発
表
を
聞
き
な
が
ら
評
価
カ
ー
ド
に
メ
モ
を
し
て
、
後
日
、
生

徒
に
手
渡
す
よ
う
に
し
た
。

Ｂ：日本語について自ら課題意識や問題意識を
持って、発表原稿を考えようとしている。

Ａ：日本語について自ら課題意識や問題意識を
持って、発表原稿を考え準備を進め、シンポ
ジウムに積極的に参加し、自分の考えを深め
ようとしている。

国語への関心・
意欲・態度

話す・聞く能力

言語についての
知識・理解・技能

Ｂ：自分の意見、根拠や具体例を明確に分けて、
発言の内容を組み立てている。

Ａ：話題として取り上げた動機やそれに対する自
分の意見を明確にし、その意見を支える根
拠、具体例などを盛り込んで話を組み立てて
いる。

Ｂ：発表をするとき、説得力のある表現になるよ
うに、話す速度や強弱などを意識している。

Ａ：発言や質問をするとき、説得力のある話し方
をしたり、その場にふさわしい語句を適切に
選んだりしている。

④
評
価
規
準
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