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新学習指導要領において，「主体的・対話的で深い学び」の実現が挙
げられています。しかし，「深い学びのイメージがつかみにくい」とい
う声をよく耳にします。今号の特集では，これからの時代に必要な「深
い学び」について考えます。

も
っ
て
い
る
力
だ
け
で
勝
負
し
な
い

甲
斐	

「
深
い
学
び
」
と
い
っ
て
も
、
ち
ょ
っ
と

イ
メ
ー
ジ
が
湧
き
づ
ら
い
で
す
よ
ね
。
生
徒
は
、

自
分
の
も
っ
て
い
る
力
だ
け
で
勝
負
し
て
い
る
と

き
は
す
ら
す
ら
と
文
字
を
書
き
、
ス
ム
ー
ズ
に
話

を
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
今
も
っ
て
い
る
自
分
の

力
で
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
と
き
に
は
、
立
ち

止
ま
っ
て
頭
を
抱
え
、
言
葉
を
本
気
で
探
し
ま
す
。

言
い
方
が
た
ど
た
ど
し
く
て
も
、
そ
こ
に
は
確
か

に
「
深
い
学
び
」
が
あ
る
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
で
す
か
ら
、
授
業
を
す
る
際
は
、
難
し
さ

と
苦
労
を
乗
り
越
え
、
そ
れ
を
喜
ぶ
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
学
習
の
流
れ
を
作
り
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
が
で
き
た
と
き
は
、「
深
い
学
び
」

に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
な
実
感
が
あ
り
ま
す
ね
。

植
田	

生
徒
の
も
っ
て
い
る
力
は
そ
れ
ぞ
れ
だ
か

ら
こ
そ
、
甲
斐
先
生
は
「
も
っ
て
い
る
力
だ
け
で

勝
負
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
常
に
意
識
さ
れ
て

い
ま
す
よ
ね
。
で
き
る
生
徒
は
、
教
師
の
喜
ぶ
答

え
を
わ
か
っ
て
い
て
対
応
し
ま
す
の
で
、
答
え
の

形
を
整
え
る
の
が
上
手
に
な
る
だ
け
で
終
わ
ら
せ

た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
は
、
私
も
も
っ
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
言
葉
を
紡
い
で
い
く
中
で
の
試

行
錯
誤
や
葛
藤
を
通
し
て
、
生
徒
自
身
の
中
で
の

ブ
ラ
シ
ュ
ア
ッ
プ
を
図
れ
る
と
い
い
な
と
思
っ
て

い
ま
す
。

甲
斐	

形
を
整
え
る
こ
と
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い

の
で
す
が
、
形
が
整
う
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
き
ち

ん
と
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
の
答
え
に
向

か
っ
て
い
く
こ
と
も
「
苦
労
」
に
は
違
い
な
い
の

で
す
が
、
ど
こ
へ
向
か
っ
て
行
け
ば
い
い
の
か
わ

か
ら
な
い
く
ら
い
の
困
難
さ
も
必
要
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

植
田	

求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
見
え
て
い
る
か

ら
こ
そ
、
学
び
も
直
線
的
に
な
っ
て
し
ま
う
傾
向

は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
そ
こ
に
た
ど
り
着

く
こ
と
自
体
が
目
的
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い

で
す
ね
。
甲
斐
先
生
と
通
じ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
が
、
私
は
、
生
徒
が
自
分
の
力
の
未
熟
さ
を
自

覚
し
、
自
身
に
足
り
な
い
力
を
獲
得
す
る
た
め
に
、

そ
れ
ぞ
れ
が
学
び
を
追
究
し
て
い
く
過
程
で
、
深

さ
が
生
ま
れ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、「
深
い
学
び
」
が
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
、

そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
が
大
切
で
す
よ
ね
。

甲
斐	

生
徒
が
苦
労
し
な
が
ら
試
行
錯
誤
を
し
、

問
い
を
立
て
て
生
ま
れ
て
き
た
本
当
の
言
葉
が
大

切
で
、
そ
れ
が
深
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
す
か
ら
、
授
業
中
は
生
徒

と
た
く
さ
ん
対
話
を
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
生
徒
の
も
っ
て
い
る
言
葉
の
世
界

み
た
い
な
も
の
の
輪
郭
が
見
え
て
き
ま
す
。
何
か

を
書
い
た
り
、
話
し
た
り
し
て
い
る
と
き
に
、
そ

の
生
徒
の
本
当
の
言
葉
か
ど
う
か
が
わ
か
っ
て
く

る
ん
で
す
。

植
田	

そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
の
学
習
の
実
態
を
見
て

い
て
、
そ
れ
が
甲
斐
先
生
の
頭
の
中
に
入
っ
て
い

る
か
ら
こ
そ
、
本
当
の
言
葉
か
ど
う
か
わ
か
る
ん

で
す
ね
。

甲
斐	

生
徒
一
人
一
人
と
本
気
で
対
話
を
す
る
こ

と
を
考
え
た
う
え
で
、
授
業
を
組
み
立
て
て
い
く

の
で
、
生
徒
た
ち
の
実
態
を
つ
か
む
チ
ャ
ン
ス
は

多
い
で
す
ね
。
そ
う
や
っ
て
本
気
で
生
徒
た
ち
と

対
話
を
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
形
だ
け
整
え
よ
う

と
し
た
語
彙
は
わ
か
り
ま
す
し
、
無
理
し
て
使
お

う
と
し
て
い
る
語
彙
も
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
過
程

で
、「
学
び
の
深
さ
」
も
感
知
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

植
田	

生
徒
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
し
て
「
深
い

学
び
」
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
ね
。

甲
斐	

本
当
に
そ
う
で
す
ね
。

深い学び

植田恭子

甲斐利恵子

撮影：長岡博史

新しい時代に向けた，

「深い学び」とは何なのか，その先に何があるのか―。
さまざまな授業実践を行っている，甲斐先生・植田先生の対談を

通して，「深い学び」のすがたに迫っていきます。

特
集

対  談
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植
田
恭
子

う
え
だ
き
ょ
う
こ

か
い
り
え
こ

甲
斐
利
恵
子

届
く
言
葉
を
生
み
出
す
力
は
つ
か
な
い
し
、
自
分

の
心
も
育
た
な
い
と
伝
え
て
い
ま
す
。
生
徒
た
ち

も
言
葉
に
は
敏
感
な
身
体
に
な
っ
て
き
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

植
田　
授
業
を
通
し
て
、
言
語
感
覚
が
育
っ
て
い

る
の
は
素
晴
ら
し
い
で
す
。

甲
斐　
生
徒
た
ち
が
普
段
の
会
話
で
も
「
語
感
が

良
く
な
い
」「
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
言
葉
を
使
っ

た
ほ
う
が
い
い
」
な
ど
と
話
し
て
い
る
様
子
を
見

る
と
、
日
常
生
活
で
も
少
し
は
言
語
感
覚
を
磨
い

て
い
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

学
ぶ
価
値
を
実
感
し
て
ほ
し
い

植
田　
「
深
い
学
び
」
に
誘
う
た
め
に
は
、
学
び

か
ら
逃
避
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、「
学
ぶ
価
値

や
意
味
」
を
実
感
す
る
課
題
設
定
を
大
切
に
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

甲
斐　
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
比
べ
、
自
分
た

ち
で
苦
労
し
て
学
ん
だ
こ
と
は
、
鮮
明
に
記
憶
と

し
て
残
り
ま
す
。
そ
う
い
う
学
び
が
多
け
れ
ば
多

い
ほ
ど
、「
学
ぶ
価
値
」
を
感
じ
ら
れ
ま
す
よ
ね
。

自
分
を
認
め
る
、
自
己
肯
定
感
を
生
む
と
い
う
か
。

そ
う
い
う
経
験
は
頭
と
い
う
よ
り
、
身
体
に
染
み

込
み
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

植
田　
「
深
い
学
び
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
の
内

に
あ
る
も
の
な
の
で
、
そ
う
い
っ
た
経
験
は
大
切

で
す
よ
ね
。
学
び
の
結
果
で
は
な
く
、
学
び
の
過

程
に
こ
そ
深
さ
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
甲

斐
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
生
徒
と
真
に
対
話

す
る
こ
と
で
し
か
生
ま
れ
て
こ
な
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
先
生
と
生
徒
の
信
頼
関
係

や
個
々
の
学
び
を
感
知
す
る
セ
ン
サ
ー
は
大
切
で

す
よ
ね
。

甲
斐　
そ
う
で
す
ね
、
生
徒
の
も
っ
て
い
る
力
と

い
う
の
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
の
で
、
学
び
の
深
さ
も

そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
ま
す
。「
こ
こ
ま
で
で
き
た

ら
深
い
」
で
は
な
く
、
そ
の
生
徒
が
「
ど
う
や
っ

て
困
難
を
克
服
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
か
」
が

重
要
で
、
植
田
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
深
さ

を
決
め
る
の
は
、
結
果
で
は
な
く
て
過
程
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
普
段
か
ら
生
徒
た

ち
の
こ
と
を
よ
く
知
り
、
学
び
の
過
程
を
よ
く
見

る
こ
と
は
大
切
で
す
ね
。

「
深
い
学
び
」は
す
ぐ
手
の
届
く
と
こ
ろ
に

植
田	

「
深
い
学
び
」
を
考
え
る
う
え
で
、
問
い

を
立
て
て
自
分
な
り
に
探
究
し
て
い
く
と
い
う
、

問
題
発
見
・
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
も
重
要
で
す
。

自
分
の
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
て

植
田　
甲
斐
先
生
は
、
作
品
の
よ
さ
を
語
り
合
う

と
い
う
文
学
教
材
の
実
践
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
こ
で
は
生
徒
一
人
一
人
が
全
て
自
分
の
こ
と
と

し
て
、
作
品
を
語
っ
て
い
ま
し
た
。

甲
斐　
一
人
一
人
が
そ
の
作
品
に
対
し
て
自
分
の

意
見
が
言
え
る
と
、
ど
う
し
て
そ
う
考
え
た
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
自
然
と
湧
い
て
く
る
の
で
、
対
話

的
な
授
業
に
な
っ
て
い
き
ま
す
ね
。

植
田　
表
現
や
テ
ー
マ
な
ど
、
生
徒
の
視
点
や
切

り
口
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
ね
。
そ
の
作
品
と
生
徒
そ

れ
ぞ
れ
が
対
話
し
て
、
そ
こ
か
ら
獲
得
し
た
言
葉

を
、
自
分
の
言
葉
で
紡
ぎ
出
し
、
共
有
し
て
い
く

こ
と
で
、
語
彙
も
増
え
ま
す
し
、
学
び
も
深
ま
っ

て
い
き
ま
す
。

甲
斐　
こ
れ
は
文
学
教
材
だ
け
で
な
く
、
説
明
文

教
材
を
読
む
と
き
に
も
生
き
る
と
思
い
ま
す
。
冒

頭
部
分
の
筆
者
の
問
題
提
起
や
主
張
を
読
み
解
い

て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
も
、「
構
成
」「
作
者
の
意
図
」

「
読
者
」「
表
現
」「
効
果
」
な
ど
、
文
学
で
培
っ

て
き
た
語
彙
も
役
立
ち
ま
す
。

植
田　
文
学
の
語
彙
、
説
明
文
の
語
彙
と
分
か
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
作
品
と
向
き
合
う
と
き

の
語
彙
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
獲
得
し
て
い
く
の

で
す
ね
。

甲
斐　
そ
う
な
ん
で
す
。
獲
得
し
た
語
彙
は
作
品

を
読
む
と
き
だ
け
で
な
く
、
日
常
生
活
の
中
で
も

使
わ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
生
徒
は
無
意

識
の
う
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
獲
得
し
た
語
彙

を
使
い
な
が
ら
、
学
び
を
深
め
て
い
っ
て
い
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。

植
田　
語
彙
を
獲
得
す
る
と
日
常
生
活
が
豊
か
に

な
り
、
学
び
も
深
ま
る
。
そ
う
や
っ
て
教
科
を
超

え
た
と
こ
ろ
で
良
い
連
鎖
が
生
ま
れ
て
い
く
よ
う

な
気
が
し
ま
す
ね
。

甲
斐　

そ
う
で
す
ね
。
そ
う
や
っ
て
「
深
い
学

び
」
を
経
験
し
た
生
徒
の
身
体
の
中
に
は
、
自
分

の
言
葉
が
深
い
か
浅
い
か
を
判
断
す
る
た
め
の
セ

ン
サ
ー
が
で
き
て
い
る
よ
う
な
気
も
し
て
い
ま
す
。

植
田　
甲
斐
先
生
の
教
室
の
生
徒
た
ち
は
、「
こ

の
言
葉
だ
と
ダ
メ
だ
な
」「
こ
れ
は
使
い
古
さ
れ

た
言
葉
だ
な
」「
自
分
の
言
葉
じ
ゃ
な
い
な
」
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
ん
で
す
か
。

甲
斐　
「
誰
に
言
っ
て
も
通
じ
る
言
葉
は
、
誰
の

心
に
も
届
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
常
に
意
識
さ

せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
ん
で
す
。
ど
ん
な
言
葉
で

表
す
か
と
い
う
苦
労
を
し
な
い
限
り
、
人
の
心
に



09 08

※１	元岐阜大学教授。日本国語教育学会常任理事。光村図書中学校『国語』教科書編集委員。
※２	「情報化時代の国語科学習指導」（東京都新宿区教育委員会『学校教育研究集録』13号）

習
な
の
で
す
が
、
問
い
を
立
て
る
力
だ
け
で
な
く
、

問
い
を
吟
味
す
る
こ
と
で
物
語
の
背
景
を
理
解
す

る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
し
た
。
友
達
の
書
い
た

文
章
を
読
み
合
う
こ
と
も
「
深
い
学
び
」
に
つ
な

が
っ
た
と
思
い
ま
す
。

自
分
事
と
し
て
情
報
と
向
き
合
う

植
田	

そ
う
い
っ
た
授
業
だ
と
、
自
然
と
作
品
と

の
対
話
が
で
き
ま
す
ね
。
私
の
場
合
、
問
い
を
立

て
て
考
え
る
と
き
に
は
、
情
報
活
用
能
力
が
大
切

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
安
居
總
子
先
生

（
※
1
）
が
昭
和
四
十
六
年
に
出
さ
れ
た
情
報
活

用
に
関
す
る
論
文
（
※
2
）
に
は
、　
①
情
報
操

作
能
力
と
し
て
考
え
る　
②
主
体
性
を
育
て
る　

③
個
か
ら
出
発
す
る　
の
三
点
が
情
報
化
社
会
で

の
国
語
科
学
習
指
導
に
お
い
て
大
切
だ
と
書
か
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
今
の
時
代
に
も
求
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

甲
斐	

ど
の
よ
う
な
実
践
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す

か
。

植
田	

例
え
ば
、
教
科
書
の
教
材
と
リ
ン
ク
さ
せ

る
よ
う
な
形
で
、
時
宜
を
得
た
今
日
的
な
課
題
と
、

今
あ
る
教
科
書
の
課
題
を
併
せ
て
読
ま
せ
る
よ
う

な
実
践
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
自
分
だ
け
で

は
な
く
情
報
と
も
向
き
合
い
、
そ
れ
を
活
用
す
る

プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
学
ぶ
価
値
を
実
感
し
て
ほ
し

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

甲
斐	

以
前
伺
っ
た
植
田
先
生
の
「
時
代
を
生
き

る
一
九
四
五
」
と
い
う
実
践
は
、
胸
に
迫
る
も
の

が
あ
り
ま
し
た
ね
。
自
分
と
向
き
合
う
こ
と
に
つ

い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

植
田	

中
学
二
年
生
の
一
月
か
ら
三
年
生
の
九
月

ま
で
と
い
う
、
と
て
も
長
い
帯
単
元
で
し
た
。
当

時
は
ち
ょ
う
ど
戦
後
七
十
年
で
、
戦
争
に
関
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
あ
ふ
れ
て
い
た
の
で
す

が
、
戦
争
を
過
去
の
歴
史
的
事
実
と
し
て
受
け

止
め
る
だ
け
で
な
く
、
主
体
的
に
情
報
を
活
用
し
、

平
和
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
考
え
を
も
た
せ
た
い

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
生
徒
一
人
に
一
台
の
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
が
あ
る
環
境
だ
っ
た
の
で
、
教
育
用

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
、
架
空
の
当
時
の
人
物
に
な
り

き
っ
て
書
き
込
み
を
し
て
い
く
と
い
う
授
業
を
行

い
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
生
徒
は
当
事
者
意

識
を
も
っ
て
、
自
分
事
と
し
て
主
体
的
に
情
報
と

向
き
合
い
、
社
会
的
な
課
題
に
つ
い
て
自
分
な
り

の
考
え
を
も
ち
、
発
信
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が

り
ま
し
た
。

甲
斐	

自
分
事
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
の
は
、
ど

ん
な
学
習
場
面
で
あ
っ
て
も
非
常
に
大
切
で
す
よ

ね
。
当
時
を
知
る
た
め
の
資
料
は
、
ど
の
よ
う
に

用
意
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

植
田	

ま
ず
、
み
ん
な
で
情
報
を
共
有
す
る
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
を
作
り
ま
し
た
。
そ
の
他
に
もNHK	

for	School

や
新
聞
社
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
な
ど
も

活
用
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
用
意
し
ま
し
た
。

そ
う
や
っ
て
複
数
の
情
報
を
重
ね
て
い
く
中
で
、

生
徒
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
な
り
に
情
報
と
向
き
合
っ

て
い
ま
し
た
。

　
私
も
、
京
都
に
住
ん
で
い
る
十
四
歳
の
和
菓
子

屋
の
長
女
に
な
り
き
っ
て
、
先
行
し
て
書
き
込
み

を
し
て
い
き
ま
し
た
。
ひ
た
す
ら
掲
示
板
に
書
き

込
む
よ
う
な
形
な
の
で
、
情
報
交
流
す
る
場
を
設

定
す
る
こ
と
も
意
識
し
ま
し
た
。

甲
斐	

初
め
は
知
識
も
情
報
も
少
な
い
の
で
、
書

き
込
み
の
内
容
が
薄
い
状
態
で
し
た
が
、
だ
ん
だ

ん
一
人
の
人
間
と
し
て
の
厚
み
が
感
じ
ら
れ
る
内

容
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
よ
ね
。

植
田	

最
初
の
書
き
込
み
の
段
階
で
は
、
名
前
と

住
ん
で
い
る
場
所
、
家
族
構
成
の
情
報
く
ら
い
し

か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

生
徒
が
そ
の
地
域
に
関
す
る
情
報
を
自
分
で
獲
得

し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
、
表
現
や
内
容
が
ど
ん

甲
斐	

そ
う
で
す
ね
、
特
に
読
み
の
教
材
で
は
、

問
い
を
立
て
る
力
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

何
事
に
お
い
て
も
常
に
問
う
と
い
う
こ
と
は
、
一

年
生
の
と
き
か
ら
意
識
し
て
い
ま
す
ね
。

　
例
え
ば
、「
ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？
」（
一
年
）

で
学
ぶ
の
は
、
ダ
イ
コ
ン
の
上
の
部
分
と
下
の
部

分
の
辛
み
の
違
い
と
い
う
よ
り
も
、「
ダ
イ
コ
ン
」

と
い
う
身
近
な
野
菜
を
通
し
て
、
文
章
の
書
か
れ

方
そ
の
も
の
の
工
夫
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を

も
つ
こ
と
で
す
よ
ね
。
筆
者
は
ど
う
し
て
こ
の
構

成
に
し
た
の
か
、
な
ぜ
こ
の
言
葉
を
使
っ
た
の
か
、

そ
う
い
っ
た
こ
と
を
自
身
に
問
い
な
が
ら
読
ん
で

い
く
と
、
簡
単
そ
う
に
見
え
た
文
章
も
結
構
難
し

い
ん
で
す
よ
ね
。

　
こ
の
よ
う
に
、
教
材
が
難
し
い
か
ら
学
び
が
深

ま
る
の
で
は
な
く
て
、
先
生
や
生
徒
が
そ
の
文
章

に
ど
う
い
う
姿
勢
で
向
き
合
う
か
に
よ
っ
て
、
深

さ
が
生
ま
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
考
え
る

と
、「
深
い
学
び
」
と
い
う
の
は
、
す
ぐ
手
の
届

く
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
そ
ん
な
に
難
し
い
こ
と
で

は
な
い
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
。

植
田	

終
わ
り
の
な
い
問
い
を
探
究
す
る
喜
び
を

味
わ
う
と
、
そ
れ
は
「
一
生
も
の
」
に
な
り
ま
す
。

ぜ
ひ
中
学
校
の
段
階
で
、
そ
の
し
ん
ど
さ
と
、
し

ん
ど
さ
を
乗
り
越
え
た
先
に
あ
る
楽
し
さ
や
お
も

し
ろ
さ
、
高
み
を
目
指
す
こ
と
の
意
味
と
意
義
を

実
感
さ
せ
た
い
で
す
ね
。

甲
斐	

本
当
に
「
深
い
学
び
」
を
経
験
す
る
と
、

生
徒
は
そ
の
手
ご
た
え
の
お
も
し
ろ
さ
に
気
づ
き
、

実
生
活
の
中
で
も
自
然
と
活
用
し
て
い
き
ま
す
よ

ね
。
一
度
で
も
こ
の
お
も
し
ろ
さ
を
実
感
し
、
自

分
の
中
か
ら
言
葉
が
生
ま
れ
る
感
覚
を
体
感
す
る

と
、
生
徒
た
ち
は
そ
う
で
な
い
学
び
に
、
も
の
足

り
な
さ
を
覚
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
深

い
学
び
」
の
喜
び
を
身
体
が
覚
え
て
い
る
の
で
、

中
学
校
を
卒
業
し
た
後
に
も
生
き
て
き
ま
す
。

　
例
え
ば
、
社
会
人
に
な
っ
て
社
内
で
議
論
し
て

い
る
と
き
、
議
論
の
浅
さ
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き

た
り
、
そ
の
問
い
の
立
て
方
で
本
当
に
い
い
答
え

が
出
せ
る
の
か
と
、
問
い
自
体
を
吟
味
し
た
り
す

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

植
田	

ま
さ
に
生
き
て
働
く
言
葉
の
力
で
す
ね
。

甲
斐	

「
ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？
」
の
他
に
も

一
年
生
の
前
期
に
「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た

ち
に
…
…
」（
一
年
）
を
使
っ
て
、
問
い
を
立
て

て
考
え
る
実
践
を
行
い
ま
し
た
。
物
語
に
関
し
て

自
分
な
り
の
問
い
を
立
て
、
そ
れ
に
対
し
て
自
ら

百
字
以
内
で
答
え
る
、
と
い
う
コ
ン
パ
ク
ト
な
学
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「学び」をひらく国語教室
安居	總子	著
東洋館出版社／1997年

安居總子先生の1971年から	
1996年までの教育実践を通	
しての提案をまとめている。
「第2章学びをひらく」にこの
対談で紹介した「情報化時代
の国語科学習指導」を収録。

学びの質を高める!
 ICTで変える国語授業
―基礎スキル&活用ガイドブック―
野中		潤	編著
明治図書／2019年

国語授業を変えるICT活用の
事例を多数収録。「第3章	実
践!	ICTを取り入れた国語授
業づくり」において，植田恭子
先生の「時代を生きる1945」
を紹介。

ど
ん
深
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

甲
斐	

確
か
に
最
初
は
誰
に
で
も
通
じ
る
、
誰
に

で
も
書
け
る
内
容
だ
っ
た
の
に
、
ど
ん
ど
ん
具
体

的
で
詳
し
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
よ
ね
。
生
徒
の

頭
に
情
報
を
キ
ャ
ッ
チ
す
る
ア
ン
テ
ナ
が
立
っ
て

い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
情
報
の

質
と
量
を
植
田
先
生
が
刺
激
し
続
け
ら
れ
た
こ
と

で
、
深
み
が
増
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
生
徒
ど

う
し
で
情
報
共
有
す
る
場
が
あ
っ
た
の
も
、「
深

い
学
び
」
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
よ
ね
。

植
田	

「
学
年
を
ま
た
ぐ
」「
教
育
用
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
」

と
い
う
点
で
は
、
あ
る
意
味
冒
険
で
し
た
が
、
生

徒
た
ち
が
無
自
覚
の
う
ち
に
情
報
の
活
用
と
共
有

を
通
し
て
、
戦
争
に
対
す
る
考
え
を
深
め
て
い
た

の
で
、
単
元
の
ね
ら
い
は
達
成
で
き
た
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

甲
斐	

他
に
も
植
田
先
生
は
学
校
図
書
館
や
Ｉ
Ｃ

Ｔ
機
器
を
使
っ
た
実
践
を
た
く
さ
ん
さ
れ
て
い
ま

す
よ
ね
。

植
田	

先
日
、
大
学
で
「
生
き
る
」（
谷
川
俊
太

郎
）
の
後
に
句
を
続
け
た
連
句
を
グ
ル
ー
プ
で
作

り
、
そ
れ
を
群
読
し
、
詩
の
授
業
づ
く
り
に
つ
い

て
考
え
ま
し
た
。
そ
の
際
の
情
報
収
集
で
は
タ
ブ

レ
ッ
ト
を
活
用
し
て
い
ま
す
。「
生
き
る
」
の
場

植
田　
そ
う
や
っ
て
学
習
を
積
み
重
ね
て
い
く
過

程
で
、
学
び
の
深
ま
り
を
実
感
で
き
る
場
の
設
定

は
大
事
で
す
ね
。

授
業
づ
く
り
も
自
分
事
と
し
て

植
田	

若
い
先
生
方
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
お
願
い

し
ま
す
。

甲
斐	

い
い
授
業
を
つ
く
る
た
め
に
、
指
導
書
や

学
習
指
導
要
領
を
よ
く
読
む
こ
と
、
先
輩
や
書
籍

合
、Youtube

に
朗
読
や
群
読
の
動
画
が
た
く
さ

ん
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
の
で
、
非
常
に
参
考
に
な

り
ま
す
。
他
に
も
「
雨
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で

詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
作
る
授
業
を
し
ま
し
た
が
、

こ
の
と
き
も
図
書
館
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
活
用
し
て
、

多
様
な
情
報
と
出
会
え
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　
甲
斐
先
生
は
今
ど
う
い
っ
た
授
業
を
さ
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

甲
斐	

教
科
書
も
含
め
て
、『
声
に
出
し
て
読
み

た
い
論
語
』（
齋
藤
孝
／
草
思
社
文
庫
）
の
中
か

ら
一
つ
の
章
句
を
選
び
、
同
じ
も
の
を
選
ん
だ
生

徒
た
ち
が
パ
ネ
リ
ス
ト
に
な
っ
て
、
フ
ロ
ア
も
交

え
て
語
り
合
う
と
い
う
授
業
を
し
て
い
ま
す
。
論

語
は
自
分
事
と
し
て
語
り
や
す
く
、
中
学
三
年
生

に
は
ぴ
っ
た
り
の
学
習
材
だ
と
思
い
ま
す
。

植
田	
自
分
事
と
し
て
捉
え
た
う
え
で
、
生
徒
ど

う
し
が
学
び
合
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

甲
斐	

授
業
づ
く
り
で
は
、
生
徒
た
ち
が
本
気
で

取
り
組
み
た
い
と
思
う
よ
う
な
準
備
が
必
要
で
す
。

論
語
も
自
分
の
価
値
観
・
経
験
・
失
敗
談
な
ど
を

交
え
て
語
り
合
え
る
よ
う
な
手
引
き
を
作
り
ま
し

た
。
一
人
一
人
の
心
の
中
に
話
し
た
い
こ
と
が

い
っ
ぱ
い
あ
る
と
い
う
準
備
を
し
、
和
や
か
な
雰

囲
気
の
中
で
語
り
合
え
る
よ
う
に
工
夫
し
ま
し
た
。

の
ア
ド
バ
イ
ス
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
大
切
で
す

が
、「
自
分
は
こ
う
い
う
授
業
を
し
た
い
」
と
い

う
思
い
が
、
授
業
を
つ
く
る
原
動
力
に
な
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
初
め
は
難
し
い
と
思
う
の

で
、
70
％
は
指
導
書
、
30
％
は
自
分
の
工
夫
、
と

い
う
よ
う
に
挑
戦
し
て
み
る
と
、
自
分
が
ど
う
い

う
授
業
を
や
り
た
い
の
か
が
見
え
て
く
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
生
徒
が
学
び
を
自
分
事
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

大
切
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
先
生
も

一
緒
で
、
授
業
を
自
分
事
と
し
て
捉
え
、
自
分
の

責
任
に
お
い
て
、
楽
し
い
こ
と
や
自
分
の
好
き

な
も
の
を
取
り
入
れ
て
授
業
を
つ
く
っ
て
み
る
こ

と
が
、
授
業
改
善
の
ス
タ
ー
ト
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
国
語
科
は
他
教
科
に
比
べ
て
、

授
業
の
形
が
明
確
で
は
な
い
分
、
工
夫
の
余
地
が

あ
る
の
で
、
挑
戦
の
し
が
い
や
お
も
し
ろ
さ
も
あ

る
は
ず
で
す
。「
こ
う
い
う
ふ
う
に
授
業
を
始
め

た
ら
お
も
し
ろ
そ
う
だ
」「
こ
う
い
う
物
を
使
っ

て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
」「
読
書
会
を
や
っ
て
み

た
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
生
徒
た
ち
が
生
き
生
き

と
学
ぶ
姿
を
想
像
し
て
楽
し
い
気
分
で
授
業
づ
く

り
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

植
田	

自
由
裁
量
の
側
面
が
あ
る
の
で
、
国
語
っ

て
先
生
に
と
っ
て
楽
し
い
教
科
で
す
よ
ね
。

甲
斐	

も
ち
ろ
ん
、
同
じ
学
年
を
担
当
し
て
い

る
先
生
ど
う
し
で
連
携
す
る
必
要
も
あ
り
ま
す
が
、

先
生
が
違
え
ば
、
同
じ
教
材
で
も
授
業
の
形
は
異

な
る
は
ず
で
す
。
で
す
か
ら
、も
っ
と
自
由
に
や
っ

て
み
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
自
分
が
楽
し
く
な

か
っ
た
ら
、
生
徒
た
ち
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
し
、
こ
ち
ら
が
本
気
で
な
け
れ
ば
、
生
徒
も

本
気
で
取
り
組
ん
で
く
れ
ま
せ
ん
。「
こ
う
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
考
え
は
一
旦
置
い
て

お
い
て
、
一
学
期
に
一
回
く
ら
い
は
自
分
の
好
き

な
も
の
を
題
材
に
し
た
単
元
を
や
っ
て
み
て
も
い

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
深
い
学
び
」
と

は
一
体
何
な
の
か
と
、
問
う
こ
と
も
大
事
で
す
し
、

考
え
る
こ
と
も
と
て
も
重
要
で
す
。
け
れ
ど
、
頭

で
考
え
る
と
同
時
に
、
生
徒
た
ち
一
人
一
人
が
ど

う
や
っ
た
ら
生
き
生
き
と
学
ぶ
姿
を
見
せ
て
く
れ

る
の
か
を
考
え
て
、挑
戦
す
る
こ
と
で
、案
外
「
深

い
学
び
」は
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

植
田	

甲
斐
先
生
は
こ
の
対
談
の
冒
頭
で
「
も
っ

て
い
る
力
だ
け
で
勝
負
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
を

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
先
生
に
も
そ
う

や
っ
て
ど
ん
ど
ん
高
み
を
目
指
し
て
い
く
中
で
、

し
な
や
か
に
変
化
で
き
る
力
を
つ
け
て
い
っ
て
ほ

し
い
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
授
業
づ
く
り
を
進
め

て
い
く
こ
と
で
、
ま
た
違
っ
た
教
室
風
景
も
見
え

て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。




