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慶應義塾大学環境情報学部教授。専門は認
知科学，言語心理学，発達心理学。著書に，『こ
とばと思考』『学びとは何か—〈探究人〉にな
るために』（岩波新書），『言葉をおぼえるしくみ』
（ちくま学芸文庫）などがある。

今
いま

井
い

むつみ

今
号
の
テ
ー
マ
は
、「
言
葉
に
立
ち
止
ま
っ
て
読
む
」

こ
と
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
実
践
報
告
、
提
言
を
通
し
て
、

子
ど
も
た
ち
の
語
彙
の
拡
充
と
「
読
む
こ
と
」
と
の
関

係
に
迫
り
ま
す
。

言
葉
の
セ
ン
ス
を
育
む

―
先
生
は
、
※
認
知
科
学
の
見
地
か
ら
、
子
ど

も
た
ち
が
言
葉
を
覚
え
る
仕
組
み
に
つ
い
て
ご
研
究

さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

子
ど
も
た
ち
が
言
葉
を
理
解
し
、
さ
ら
に
自
分
で

使
え
る
言
葉
を
増
や
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ど
う
い

う
学
習
が
必
要
な
の
か
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
今
ま

で
幼
児
を
対
象
に
研
究
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
、

力
を
入
れ
て
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
外
国
を

ル
ー
ツ
と
す
る
子
ど
も
た
ち
で
す
。
母
語
で
は
な
い

日
本
語
を
学
ぶ
と
き
に
、
何
が
難
し
い
の
か
、
日
本

語
を
適
切
に
使
う
た
め
に
は
何
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
研
究
し
て
い
ま
す
。

―
そ
う
い
う
研
究
を
通
し
て
、
ど
ん
な
こ
と
が
見

え
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

言
葉
の
理
解
の
し
か
た
と
い
う
の
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に

こ
う
い
う
概
念
だ
な
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
レ
ベ
ル
と
、

撮影：鈴木俊介

言
葉
に
立
ち
止
ま
っ
て
読
む

き
ち
ん
と
使
え
る
レ
ベ
ル
で
か
な
り
差
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
外
国
の
人
と
日
本
語
で
話
し
て
い
る
と
、
随

所
に
感
じ
ま
す
。

例
え
ば
、
私
が
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
旅
行
に
行
っ

た
と
き
の
こ
と
で
す
。
現
地
で
日
本
語
を
話
せ
る
方

が
、
ツ
ア
ー
の
ガ
イ
ド
に
つ
い
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の

彼
女
が
、
ツ
ア
ー
の
中
で
、
金
色
の
美
し
い
イ
ス
ラ
ム

の
建
築
を
「
金
だ
ら
け
の
モ
ス
ク
」
と
説
明
し
ま
し

た
。
そ
れ
が
す
ご
く
興
味
深
か
っ
た
。「
だ
ら
け
」
の

意
味
を
外
国
の
人
や
子
ど
も
に
教
え
よ
う
と
す
る
と
、

「
〇
〇
で
い
っ
ぱ
い
」
な
ど
と
し
か
説
明
で
き
ま
せ
ん
。

で
も
、
こ
の
文
脈
で
「
金
だ
ら
け
の
モ
ス
ク
」
と
言

う
と
、
き
れ
い
な
モ
ス
ク
が
台
無
し
に
な
っ
て
し
ま
う

感
じ
が
す
る
。

同
じ
「
金
で
い
っ
ぱ
い
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
も
、

「
金
ま
み
れ
」
は
も
っ
と
そ
ぐ
わ
な
い
し
、「
金
尽
く

し
」
も
少
し
違
う
。
こ
の
文
脈
で
は
、「
金
の
装
飾

が
施
さ
れ
た
モ
ス
ク
」
や
、「
金
を
た
く
さ
ん
使
っ
た

豪
華
な
モ
ス
ク
」
と
言
う
と
い
い
の
で
す
が
。
外
国

の
人
に
限
ら
ず
、
こ
れ
か
ら
言
葉
を
習
得
し
て
い
く

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
う
い
う
運
用
も
含
め
た

言
葉
の
力
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
状
況
や
文
脈
を
含
め
た
理
解
が
大
切
だ
と
。

そ
う
で
す
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
そ
の
言
葉
と
似
た

言
葉
を
知
っ
て
い
て
、「
こ
の
状
況
で
は
こ
れ
が
適
切

だ
」
と
い
う
判
断
が
で
き
る
こ
と
で
す
ね
。
た
く
さ

ん
の
経
験
を
経
て
そ
う
い
う

―
私
は
い
つ
も
「
セ
ン

ス
」
と
言
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
け
れ
ど

―
言
葉
に

関
し
て
の
感
覚
を
育
む
こ
と
が
、
大
事
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
の
感
覚
が
あ
る
と
、
自
分
で
本
を
読
ん
で
い

て
も
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
言
葉
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き
る
。

特
に
小
学
生
は
、
読
む
こ
と
か
ら
非
常
に
多
く
の

言
葉
を
覚
え
て
い
き
ま
す
。
文
脈
か
ら
意
味
を
考
え

て
、
そ
れ
を
記
憶
し
、
そ
の
蓄
積
が
言
葉
の
意
味
の

知
識
に
な
る
。
そ
れ
は一個
一個
の
単
語
の
知
識
を
超

え
て
、
言
葉
の
セ
ン
ス
を
育
む
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

―
文
章
か
ら
自
分
で
学
ん
で
い
け
る
力
を
つ
け
る

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

語
彙
は
無
限
に
あ
る
の
で
、
必
要
な
語
彙
を
全
部

教
え
る
こ
と
で
き
ま
せ
ん
。
教
科
書
で
扱
わ
れ
る
語

彙
は
精
選
さ
れ
た
語
彙
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ

れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
大
事

な
の
は
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
、
文
脈
か
ら
推
測
し
て
、

言
葉
の
意
味
を
広
げ
て
い
く
感
覚
で
す
。

自
分
が
知
っ
て
い
た
言
葉
だ
け
ど
、
こ
の
文
章
で
は

違
う
使
い
方
を
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
に
、
意
味
を

推
測
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
辞
書
を
引
い
て
楽
し

む
、
そ
の
よ
う
な
習
慣
が
あ
る
と
い
い
か
な
と
思
い
ま

す
。
そ
う
し
た
中
で
、
新
た
な
言
葉
と
の
出
会
い
も

生
ま
れ
、
語
彙
が
増
え
て
い
く
の
で
す
。

学
校
で
育
て
る
言
葉
の
力

―
国
語
の
授
業
で
は
、
ど
う
い
う
工
夫
を
し
て
い

け
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。

以
前
、「
た
ん
ぽ
ぽ
の　

ち
え
（
二
年
）」
の
授
業

を
見
て
い
た
と
き
に
、
と
て
も
感
心
し
た
場
面
が
あ

令和2年度版教科書の新教材
「言葉の意味が分かること」（5年）の

筆者でもある今井むつみ先生。
本誌では，子どもが語彙を
増やすために必要なことに
ついて伺いました。

言葉の
意味を楽しみ，
探究すること
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授
業
で
は
、
他
動
詞
、
自
動
詞
な
ど
の
言
葉
は
使
い

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
と
て
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と

思
い
ま
し
た
。
あ
あ
い
う
授
業
の
中
で
、
言
葉
の
セ

ン
ス
が
身
に
つ
い
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
私
に
は
思
え

ま
し
た
。

―
教
室
で
、
言
葉
に
立
ち
止
ま
る
感
覚
を
磨
い

て
い
く
わ
け
で
す
ね
。

も
ち
ろ
ん
多
読
的
に
全
体
の
内
容
を
つ
か
ん
で
楽

し
む
読
み
方
も
大
事
で
す
。
で
も
、
言
葉
に
立
ち

止
ま
っ
て
深
掘
り
し
て
い
く
こ
と
も
大
事
。
授
業
の

流
れ
の
中
の
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
ど
の
言
葉
を
ど

う
取
り
上
げ
る
か
、
と
て
も
大
切
な
工
夫
だ
と
思
い

ま
す
。

例
え
ば
、「
触
れ
る
」
と
「
触
る
」
が
ど
う
違
う

の
か
。
両
方
と
も
す
ご
く
日
常
的
な
言
葉
で
、重
な
っ

て
使
う
文
脈
も
か
な
り
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
微
妙
な

違
い
に
つ
い
て
、
動
作
化
し
た
り
、
使
い
方
を
比
べ
た

り
し
な
が
ら
考
え
る
な
ど
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。

つ
ま
ず
き
や
す
い
言
葉

―
中
学
年
に
な
る
と
、
文
章
を
読
む
こ
と
に
抵

抗
を
感
じ
る
子
が
増
え
る
と
も
聞
き
ま
す
。

「
九
歳
の
壁
」
は
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
教
科
に
あ

り
ま
す
。
国
語
も
そ
う
で
す
し
、
算
数
は
特
に
そ
う

で
す
。
低
学
年
の
う
ち
は
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
補
助
が
あ
っ

た
り
、
日
常
の
生
活
体
験
に
結
び
付
い
て
い
る
言
葉

が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
り
、
分
か
り
や
す
い
ん
で
す
。
そ

れ
が
四・五
年
生
に
な
る
と
、
内
容
が
抽
象
的
に
な
っ

て
、
教
科
書
の
言
葉
も
抽
象
的
な
も
の
が
ど
ん
ど
ん

増
え
て
い
く
。
外
国
を
ル
ー
ツ
に
も
つ
子
ど
も
に
調
査

り
ま
し
た
。
そ
の
授
業
で
は
、
先
生
が
、
教
材
の
中

に
出
て
く
る
「
し
ぼ
む
」
と
い
う
言
葉
と
、「
す
ぼ
む
」

と
い
う
言
葉
が
ど
う
違
う
か
を
問
い
か
け
て
い
ま
し
た
。

多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
、「
し
ぼ
む
」
と
「
す
ぼ
む
」

を
混
同
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、
先
生
が
「『
す
ぼ
む
』
は
ど
う
い

う
と
き
に
使
い
ま
す
か
」
と
聞
い
た
ん
で
す
。
す
る

と
、一人
の
子
が
「
傘
を
す
ぼ
め
る
」
と
言
い
ま
し
た
。

先
生
は
さ
ら
に
、「『
傘
を
す
ぼ
め
る
』
と
言
う
け
れ

ど
、
傘
は
『
し
ぼ
む
』
と
言
い
ま
す
か
」
と
聞
き
ま

し
た
。
そ
う
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
中
で
、
わ
い
わ

い
議
論
が
始
ま
り
ま
し
た
。
傘
を
す
ぼ
め
る
動
作
を

や
っ
て
み
て
、
そ
れ
が
た
ん
ぽ
ぽ
の
説
明
で
な
ぜ
使
わ

れ
る
の
か
な
ど
を
議
論
し
、
自
分
た
ち
で
「
し
ぼ
む
」

と
「
す
ぼ
む
」
の
違
い
を
考
え
て
い
ま
し
た
。

―
先
生
が
問
い
か
け
た
か
ら
こ
そ
の
議
論
で
す
ね
。

問
い
か
け
な
い
と
、
何
と
な
く
通
り
過
ぎ
て
し
ま

い
ま
す
ね
。
そ
の
先
生
は
、「『
す
ぼ
め
る
』
と
言
い

ま
す
が
、『
し
ぼ
め
る
』
と
言
い
ま
す
か
」
と
い
う
問

い
も
投
げ
か
け
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
「
す
ぼ
む
」

に
は
「
す
ぼ
め
る
」
と
い
う
他
動
詞
の
形
が
あ
る
け

れ
ど
、「
し
ぼ
む
」
に
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
も
気

づ
い
た
子
ど
も
が
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん

を
し
た
と
き
も
、
算
数
の
問
題
で
使
わ
れ
る
よ
う
な

「
等
し
い
」
と
い
っ
た
言
葉
に
な
る
と
、
て
き
め
ん
に

わ
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

―
日
本
語
を
母
語
と
す
る
小
学
生
は
、
ど
う
い

う
言
葉
に
つ
ま
ず
き
や
す
い
で
す
か
。

ま
だ
予
備
調
査
の
段
階
で
す
が
、
言
葉
の
意
味

を
理
解
し
た
り
推
測
し
た
り
す
る
力
が
弱
い
子
が
、

ど
う
い
う
言
葉
で
つ
ま
ず
く
か
を
調
べ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
生
活
で
よ
く
使
う
、「
借
り
る
」
と
い

う
言
葉
は
、
言
葉
の
力
が
弱
い
子
で
も
100
パ
ー
セ
ン

ト
理
解
で
き
て
い
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
、「
う
な
ず
く
」「
か

し
げ
る
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
言
葉
の
力
が
高
い
子
と

の
間
で
如
実
に
差
が
出
ま
す
。「
使
用
す
る
」
の
意

味
も
、
選
択
肢
か
ら
「
使
う
」
を
選
ん
で
ほ
し
い
の

で
す
が
、「
用
意
す
る
」
を
選
ん
で
し
ま
う
。
そ
の

辺
り
の
細
か
い
概
念
の
区
別
が
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。「
口

が
重
い
」「
熱
い
友
情
」
と
い
っ
た
慣
用
的
な
言
葉

も
子
ど
も
に
よ
っ
て
大
き
く
理
解
が
違
い
ま
す
。

―
正
答
率
に
差
が
あ
る
の
は
、
や
は
り
、
文
章

の
中
で
出
会
う
言
葉
で
す
ね
。

そ
う
な
ん
で
す
。
幼
児
期
に
ど
の
く
ら
い
本
を

読
ん
で
い
た
か
と
い
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
も
し
て
い

て
、
今
後
そ
の
調
査
と
の
関
係
も
明
ら
か
に
し
よ
う

と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
子
ど
も
た
ち
に

―
二
〇
二
〇
年
か
ら
、小
学
校
で
も
外
国
語
（
英

語
）
が
教
科
と
な
り
ま
す
。

言
葉
を
探
究
す
る
感
覚
を
、
母
語
で
も
っ
て
い
る

こ
と
は
、
英
語
の
学
習
に
プ
ラ
ス
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

実
際
、
私
の
大
学
院
に
い
る
中
国
の
学
生
さ
ん
に
、

日
本
語
の
、
そ
れ
も
中
国
の
人
が
意
味
や
使
い
方
を

誤
解
し
や
す
い
言
葉
を
た
く
さ
ん
集
め
て
、
ど
れ
だ

け
理
解
で
き
て
い
る
か
、
使
え
て
い
る
か
を
テ
ス
ト
し

ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
母
語
で
あ
る
中
国
語
で
、

か
な
り
難
し
い
言
葉
の
力
を
測
る
問
題
も
や
っ
て
も

ら
い
ま
し
た
。
そ
の
関
係
を
見
た
ら
、
母
語
で
あ
る

中
国
語
に
お
い
て
、
言
葉
に
感
覚
鋭
く
、
的
確
に
語

を
使
い
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
、
日
本
語
で
も
、

特
に
中
国
の
人
が
間
違
え
や
す
い
言
葉
が
ち
ゃ
ん
と

使
え
て
い
る
。

だ
か
ら
、
国
語
は
英
語
の
た
め
に
も
大
事
な
ん
で

す
。
と
い
う
か
、
国
語
力
が
な
い
と
、
英
語
は
学
習

で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

―
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
に
、

ど
の
よ
う
な
言
葉
の
力
を
つ
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
か
。

言
葉
は
教
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
探
究
し
て

い
く
も
の
だ
と
い
う
感
覚
を
育
て
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

私
た
ち
大
人
に
で
き
る
こ
と
は
、
無
限
に
あ
る
言
葉

の
中
の一部
を
使
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
、
探
究
の
入

り
口
を
示
す
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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