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特集 「国語の力」を育てる III ―情報を活用する力―

「情報を活用する力」をつける
明日の指導に向けて

秋田大学助教授 阿
あ

部
べ

昇
のぼる

一
「
情
報
を
活
用
す
る
力
」
の
大
切
さ

「
情
報
」
と
い
う
場
合
、
通
常
の
書
籍
の
文
章
な
ど
に
よ
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
新
聞
や
雑
誌
、
テ
レ

ビ
や
ラ
ジ
オ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
っ
た
媒
体
に
よ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
マ
ス
・
メ
デ

ィ
ア
」
と
い
わ
れ
る
分
野
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
は
、
そ
う
い
っ
た
情
報
を
活
用
す
る
力
が
特
に
重
要
に

な
っ
て
く
る
。

私
た
ち
の
生
活
で
は
、
実
際
に
は
通
常
の
書
籍
な
ど
よ
り
も
、
新
聞
・
雑
誌
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
と
い
っ
た
媒
体
に
よ
る
情
報
の
ほ
う
が
、
現
在
で
は
ず
っ
と
身
近
で
あ
る
。
子
ど
も

た
ち
の
生
活
で
も
、
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
子
ど
も
た
ち
の
ほ
う
が
、
大
人
た
ち

よ
り
も
そ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
に
親
し
み
を
感
じ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
親
し
み
を
感
じ
て
い
る
だ
け
で

は
な
い
。
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
情
報
を
、
大
人
以
上
に
自
然
に
取
り
入
れ
、
そ

れ
ら
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
学
校
の
授
業
や
生
活
指
導
、
そ
し
て
親
た
ち

の
言
動
以
上
に
、
子
ど
も
た
ち
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
、
行
動
の
あ
り
方
に
影
響
力
を
も
つ
こ
と
も
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
ど
う
受
け
取
り
、
ど
う
判
断
し
た
ら
い
い
か
に
つ
い
て
の
方
法

や
ス
キ
ル
を
、
だ
れ
か
ら
も
教
わ
る
こ
と
は
な
い
ま
ま
に
、
子
ど
も
た
ち
は
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
と
か

か
わ
っ
て
い
る
。

ど
ん
な
情
報
に
も
発
信
者
の
隠
さ
れ
た
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
隠
さ
れ
た
」
と
い
う
と
、
常
に

発
信
者
が
明
確
な
意
図
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
発
信
者
自
身
も
意
識
し
な
い
ま
ま
に
強

い
「
意
図
」
や
「
意
味
」
を
発
生
さ
せ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
最
近
の
戦
争
報
道
な
ど
は
、
そ
の
典
型

と
い
え
る
。

発
信
者
が
明
確
に
意
図
を
も
ち
つ
つ
、
情
報
を
発
信
し
て
い
る
も
の
と
し
て
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
が
あ
る
。

が
、
公
正
・
中
立
と
い
わ
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
報
道
に
も
、
必
ず
発
信
者
の
「
意
図
」
や
「
判
断
」
は
含
ま

れ
て
い
る
。

そ
う
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
の
性
格
・
仕
組
み
を
把
握
さ
せ
、
メ
デ
ィ
ア
を
主
体
的
に
解
読
す
る
た
め
の
力

を
子
ど
も
た
ち
に
つ
け
て
い
く
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
の
学
校
教
育
で
は
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も

ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
吟
味
（
評
価
・
批
判
）
や
判
断
を
す
る
力
も
含
ま
れ
る
。
さ
ら

に
、
自
ら
情
報
を
発
信
す
る
力
も
大
切
で
あ
る
。

私
は
、
こ
れ
か
ら
の
子
ど
も
た
ち
が
、
世
界
と
深
く
か
か
わ
る
た
め
に
は
、
主
体
的
な
「
吟
味
力
」「
批

判
力
」
が
ぜ
ひ
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
文
字
言
語
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
音
声

言
語
や
映
像
な
ど
に
つ
い
て
の
「
吟
味
力
」「
批
判
力
」
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
い
っ
た
力
は
す
べ
て
の
教
育
活
動
で
養
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
「
国
語
科
」
の
担
う
べ

き
部
分
は
大
き
い
。

二
「
情
報
を
解
読
す
る
力
」
を
つ
け
る

子
ど
も
た
ち
が
情
報
を
解
読
し
て
い
く
た
め
の
基
礎
は
、
国
語
科
教
育
に
お
け
る
説
明
的
文
章
の
指
導

に
あ
る
。
こ
の
指
導
を
有
効
に
行
う
こ
と
が
、
情
報
を
読
む
力
を
育
て
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
と
は
い

え
、
通
常
の
文
章
と
は
違
う
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
情
報
独
自
の
解
読
方
法
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
五
年
（
下
）

の
「
伝
え
方
を
選
ん
で
、
ニ
ュ
ー
ス
を
発
信
し
よ
う
」
を
例
に
少
し
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
単
元
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
仕
組
み
の
解
明
か
ら
始
ま
る
。「
ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
る
」
と
い
う
説
明
文

に
よ
っ
て
、
新
聞
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
が
「
そ
れ
ぞ
れ
、
ど
ん
な
工
夫
を
し
て
い
る
の
か
」

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
。
新
聞
の
場
合
、「
見
出
し
」「
前
文
（
リ
ー
ド
）」
そ
し
て
「
本
文
」
に
、
そ

れ
ぞ
れ
工
夫
が
あ
る
。「
見
出
し
」
は
「
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
伝
え
た
い
こ
と
の
中
心
に
な
る
事
柄
を
、

ず
ば
り
簡
潔
に
表
現
し
た
も
の
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
新
聞
記
事
の
特
徴
が
強
く
表
れ
る
。

そ
の
こ
と
を
、
よ
り
際
だ
た
せ
る
に
は
、
同
じ
出
来
事
に
つ
い
て
の
複
数
の
新
聞
記
事
の
見
出
し
を
比

較
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。
例
え
ば
、
三
年
前
に
行
わ
れ
た
近
鉄
対
ヤ
ク
ル
ト
の
日
本
シ
リ
ー
ズ
第
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一
戦
の
見
出
し
も
、
打
撃
不
振
で
あ
っ
た
近
鉄
に
関
し
て
、
Ａ
新
聞
は
「
猛
牛
打
線
沈
黙
１
安
打
」
と
し

て
い
る
の
に
対
し
、
Ｙ
新
聞
は
「
猛
牛
沈
黙
中
村
３
三
振
」
と
し
て
い
る
。「
沈
黙
」
は
同
じ
だ
が
、

Ａ
新
聞
が
近
鉄
打
線
が
一
安
打
し
か
打
て
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
代
わ
り
に
、
Ｙ
新
聞
は
近
鉄
の

主
力
打
者
の
中
村
選
手
が
三
打
席
三
振
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
Ａ
新
聞
は
中
村
の
こ
と
を
、

Ｙ
新
聞
は
チ
ー
ム
全
体
で
一
安
打
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
見
出
し
で
は
捨
て
た
と
も
い
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
見
出
し
は
、
そ
の
後
の
二
百
字
程
度
の
「
前
文
（
リ
ー
ド
）」
の
書
き
方
に
も
、
そ
の

ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
る
。
Ｙ
新
聞
は
、
リ
ー
ド
で
も
主
力
打
者
の
中
村
選
手
、
さ
ら
に
は
ロ
ー
ズ
選
手
が

ま
っ
た
く
打
て
な
か
っ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
が
、
Ａ
新
聞
は
ま
っ
た
く
そ
の
こ
と
に
は
触
れ
て

い
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
Ａ
新
聞
は
、
ヤ
ク
ル
ト
に
先
制
点
を
も
た
ら
し
た
岩
村
選
手
の
ヒ
ッ
ト
の
こ
と

な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。
Ｙ
新
聞
は
岩
村
選
手
は
ま
っ
た
く
取
り
上
げ
て
い
な
い
。

「
本
文
」
も
、
そ
の
「
見
出
し
」「
前
文
（
リ
ー
ド
）」
と
同
じ
流
れ
で
、
書
か
れ
て
い
る
。

新
聞
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
な
ど
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
同
じ
出
来
事
で
あ
っ
て
も
、
極
め
て
多
く
の
要
素
の
中
か

ら
発
信
者
が
ぎ
り
ぎ
り
の
条
件
の
中
で
取
捨
選
択
を
し
て
、「
事
実
」を
示
し
て
い
る
こ
と
を
、
子
ど
も
た

ち
に
学
ば
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
取
捨
選
択
だ
け
で
な
く
、
選
び
取
っ
た
要
素
を
、
ど
の
程
度
の

具
体
度
で
、
ど
う
い
っ
た
観
点
か
ら
述
べ
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
大
き
く「
事
実
」の
見
え
方
が
違

っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
文
章
だ
け
で
な
く
、
映
像
や
写
真
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た

多
様
な
メ
デ
ィ
ア
の
仕
組
み
や
解
読
の
方
法
を
、
少
し
ず
つ
子
ど
も
た
ち
に
学
ば
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

三
「
情
報
を
発
信
す
る
力
」
を
つ
け
る

こ
の
単
元
で
は
、
次
に
情
報
解
読
を
生
か
し
て
「
新
聞
」「
校
内
放
送
」「
全
校
テ
レ
ビ
放
送
」
の
い
ず

れ
か
の
情
報
発
信
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
新
聞
」
の
場
合
だ
と
、
新
聞
記
事
の
書
き
方
の
「
特
ち
ょ
う
」
や
「
注
意
す
る
と
こ
ろ
」
を
確
認
し

た
後
で
、「
本
文
」、「
前
文
（
リ
ー
ド
）」、「
見
出
し
」
を
書
い
て
い
く
。
こ
こ
で
、
取
捨
選
択
な
ど
の
情

報
解
読
の
方
法
が
生
か
さ
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
の
中
か
ら
子
ど
も
た
ち
は
「
ス
ミ
ス
先
生
、
よ
う
こ

そ
」
と
、
英
語
で
書
い
た
模
造
紙
を
は
っ
て
ス
ミ
ス
先
生
を
歓
迎
し
た
と
い
う
要
素
を
「
事
実
」
と
し
て

選
択
し
て
い
る
。
ま
た
、
見
出
し
を
作
成
す
る
過
程
で
は
、
元
川
く
ん
が
「
い
ち
ば
ん
知
ら
せ
た
い
こ
と

は
何
か
な
。」
と
い
う
形
で
、
同
じ
く
取
捨
選
択
を
意
識
し
て
い
る
。
言
語
化
さ
れ
た
「
事
実
」
は
、
す

べ
て
発
信
者
に
よ
っ
て
取
捨
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
今
ま
で
学
校
教
育
で
子
ど
も
た

ち
に
十
分
に
教
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
が
そ
の
過
程
を
追
体
験
す
る
こ
と
で
、

そ
の
こ
と
を
身
を
も
っ
て
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。

「
校
内
放
送
」の
発
信
で
は
、「
ど
ん
な
順
序
で
放
送
す
る
か
」を
意
識
化
さ
せ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
選

び
取
っ
た「
事
実
」で
も
、
ど
の
よ
う
な
順
序
で
発
信
す
る
か
に
よ
っ
て
情
報
の
意
味
も
効
果
も
違
っ
て
く
る
。

「
全
校
テ
レ
ビ
放
送
」で
は
、
当
然
ビ
デ
オ
撮
影
が
必
要
と
な
る
。
実
は
、
こ
の
ビ
デ
オ
撮
影
と
編
集
で

も
、
先
ほ
ど
の
取
捨
選
択
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
何
を
ビ
デ
オ
に
収
め
る
か
、
そ
れ
も
ど
の
程
度
の
ズ
ー

ム
で
ど
の
角
度
か
ら
撮
影
す
る
か
に
よ
っ
て
、「
事
実
」の
見
え
方
が
大
き
く
変
わ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
編

集
に
よ
っ
て
も
違
っ
て
く
る
。
編
集
は
、
取
材
し
た
素
材
を
、
時
間
の
制
約
の
中
で
さ
ら
に
厳
し
く
取
捨
選

択
す
る
作
業
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
映
像
と
放
送
台
本
の
組
み
合
わ
せ
も
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
ビ
デ
オ
映
像
、
さ
ら
に
は
写
真
の
解
読
と
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
か
ら
の
情
報
活
用
で
は
重

要
に
な
る
。
映
像
も
写
真
も
、
そ
の
仕
組
み
・
仕
掛
け
を
知
ら
な
い
と
、
十
分
に
は
読
み
切
れ
な
い
。
当

然
、
発
信
す
る
際
に
も
、
効
果
的
な
映
像
発
信
、
写
真
発
信
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

「
情
報
を
解
読
」→

「
情
報
を
発
信
」
と
い
う
筋
道
が
、
典
型
的
な
も
の
で
は
あ
る
。
が
、
実
は
子
ど

も
た
ち
は
「
発
信
」
を
し
な
が
ら
、
そ
の
「
解
読
」
の
方
法
・
ス
キ
ル
も
学
ん
で
い
る
。
情
報
の
「
解

読
」
と
「
発
信
」、
さ
ら
に
は
先
に
述
べ
た
説
明
的
文
章
の
読
解
等
を
立
体
的
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
よ
り
質
の
高
い
情
報
活
用
能
力
が
育
っ
て
く
る
。
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