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認
識
や
表
現
が
磨
か
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
い

う
指
導
が
し
っ
く
り
き
ま
す
。
中
学
校
の
立
場
と

し
て
は
、
小
学
校
で
は
、「
こ
ん
な
か
っ
こ
い
い

書
き
方
も
自
分
に
で
き
る
ん
だ
」
と
い
う
お
も
し

ろ
さ
、
自
分
を
書
き
表
す
楽
し
さ
を
、
子
ど
も
た

ち
が
味
わ
え
る
よ
う
に
し
て
も
ら
え
た
ら
と
思
い

ま
す
。
書
き
方
の
部
分
は
、
中
学
校
で
よ
り
深
め

て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

青
山　

そ
う
で
す
ね
。
自
分
が
読
ん
だ
こ
と
が
あ

る
文
章
を
ま
ね
し
て
書
く
程
度
で
い
い
。
今
や
、

あ
ま
ん
き
み
こ
さ
ん
、
工
藤
直
子
さ
ん
の
も
の
な

ど
、
子
ど
も
が
読
む
の
に
適
し
た
話
題
と
分
量
の

随
筆
が
さ
ま
ざ
ま
に
あ
り
ま
す
。
モ
デ
ル
に
す
る

文
章
に
は
苦
労
せ
ず
と
も
出
会
え
ま
す
か
ら
ね
。

宗
我
部　

子
ど
も
た
ち
の
関
心
に
触
れ
や
す
い
作

家
の
も
の
か
ら
モ
デ
ル
を
選
ん
で
、
教
室
に
そ
ろ

え
た
り
、
授
業
で
扱
っ
た
り
す
る
と
い
う
の
は
い

い
で
す
ね
。
幾
つ
も
重
ね
て
読
む
こ
と
で
、「
随

筆
っ
て
、
こ
う
い
う
も
の
な
の
か
な
」
と
、
な
ん

と
な
く
分
か
っ
て
く
る
と
こ
ろ
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
。

キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
ら
し
さ
」　

青
山　

随
筆
に
は
、
重
き
の
置
き
方
に
よ
っ
て
、

中
学
校
で
論
説
や
評
論
に
枝
分
か
れ
し
て
い
く

「
入
り
口
」
に
な
る
と
い
う
よ
さ
が
あ
る
ん
で
す

　
「
ど
ん
な
こ
と
で
も
い
い
か
ら
、
自
分
の
生
活

の
中
か
ら
題
材
を
探
し
て
書
き
な
さ
い
」
と
い
う

の
も
一
つ
の
方
法
で
す
。
し
か
し
、
な
か
に
は
、

書
き
た
い
こ
と
が
な
か
な
か
決
ま
ら
ず
、
題
材
選

び
に
時
間
が
か
か
る
子
ど
も
も
い
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
こ
ち
ら
で
テ
ー
マ
を
決
め
て
か
ら
取
り
組
ま

せ
る
よ
う
に
す
る
と
、
随
筆
を
書
く
と
き
に
大
切

に
し
た
い
「
自
分
を
見
つ
め
直
す
」「
出
来
事
を

対
象
化
し
て
見
る
」
こ
と
に
重
点
を
置
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。
幾
つ
か
の
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
論
　
語

　

論
語
が
手
が
か
り
と
な
り
、
生
活
の
中
で
の
出

来
事
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
考
え
を
導
き
出
し
や
す

く
な
り
ま
す
。

※
対
談
の
中
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実
践
の
詳
細
は
『
古 

　

典
が
好
き
に
な
る
』（
光
村
図
書
）
に
掲
載
。

　「
た
の
し
み
は
」

　

教
科
書
教
材
「
た
の
し
み
は
」（
六
年
Ｐ
78
）
を

活
用
し
、「
自
分
が
『
た
の
し
み
』
を
感
じ
る
と
き
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
、
そ
の
理
由
と
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

詳
し
く
書
く
よ
う
に
す
れ
ば
、
随
筆
を
書
く
こ
と

に
つ
な
げ
ら
れ
ま
す
。

　「
季
節
の
言
葉
」

　

教
科
書
教
材
「
季
節
の
言
葉
」
で
季
節
感
を
味

わ
っ
た
後
、「
私
が
そ
の
季
節
を
感
じ
る
と
き
」
と

い
う
テ
ー
マ
で
随
筆
を
書
か
せ
ま
す
。「
自
分
に

と
っ
て
の
思
い
出
の
夏
は
…
…
」
な
ど
、
低
学
年

で
の
「
夏
見
つ
け
」
と
は
少
し
違
っ
た
、「
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
の
そ
の
季
節
」
を
取
り
上
げ
る
子
も
出

て
き
ま
す
。

　『
枕
草
子
』
の
「
も
の
づ
く
し
」

　
「
も
の
づ
く
し
」
の
段
か
ら
テ
ー
マ
を
と
り
ま
す
。

「
清
少
納
言
ら
し
さ
」
が
よ
り
く
っ
き
り
見
え
る
段

な
の
で
、「
自
分
だ
っ
た
ら
」
と
、
題
材
を
見
つ
け

や
す
い
と
思
い
ま
す
。「
う
つ
く
し
き
も
の
」「
に

く
き
も
の
」
な
ど
、
幾
つ
か
の
段
を
読
ま
せ
た
り

読
み
聞
か
せ
た
り
し
、
そ
こ
か
ら
選
ん
で
書
か
せ

ま
す
。

ね
。「
随
筆
と
は
」
と
突
き
詰
め
る
の
で
は
な
く
、

「
自
分
が
経
験
・
見
聞
き
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
中

心
に
」
程
度
の
条
件
を
念
頭
に
置
き
、
あ
と
は
気

楽
に
取
り
組
ん
で
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

宗
我
部　

そ
れ
か
ら
、
も
の
の
見
方
に
触
れ
る
こ

と
も
。「『
こ
の
人
ら
し
さ
』
の
よ
さ
が
感
じ
ら
れ

る
の
は
ど
こ
か
」
な
ど
と
問
い
返
す
こ
と
で
、
モ

デ
ル
の
文
章
に
、
内
容
的
に
も
触
れ
て
い
く
よ
う

に
し
た
い
も
の
で
す
。

青
山　

キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
○
○
ら
し
さ
」
で
す
ね
。

宗
我
部　

え
え
。
モ
デ
ル
の
文
章
を
読
み
、「
い

い
な
」
と
思
う
点
を
指
摘
し
合
う
こ
と
で
、
そ

の
人
の
見
方
や
表
現
の
お
も
し
ろ
さ
、「
ら
し
さ
」

が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
そ
れ
が
、
随
筆
的
な
も
の

の
見
方
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
し
、
自

分
が
書
く
と
き
の
モ
デ
ル
に
も
な
っ
て
い
く
は
ず

で
す
。

青
山　

教
科
書
の
「
ふ
わ
ふ
わ
の
雪
」
の
扱
い
方

も
工
夫
が
で
き
そ
う
で
す
。「
随
筆
と
は
こ
う
い

う
も
の
」
と
い
う
た
め
だ
け
に
示
す
の
で
な
く
、

中
川
さ
ん
ら
し
さ
が
ど
こ
に
あ
る
か
立
ち
止
ま
ら

せ
て
か
ら
、
書
く
こ
と
に
入
る
の
が
い
い
で
す
ね
。

宗
我
部　

そ
う
い
う
こ
と
の
積
み
重
ね
で
、
少
し

ず
つ
、
経
験
を
対
象
化
し
て
見
る
目
が
養
わ
れ
て

い
く
ん
だ
と
も
思
い
ま
す
。

授
業
の
ヒ
ン
ト
今
回
の
対
談
と
こ
れ
ま
で
の
ご
実
践
を
も
と
に
、
青
山
先
生
が
挙
げ
て
く
だ
さ
っ
た
「
随

筆
を
書
く
」
授
業
で
の
手
立
て
の
工
夫
を
、
四
つ
の
プ
ロ
セ
ス
に
分
け
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

腹
立
た
し
き
も
の

　

夜
に
ね
よ
う
と
す
る
と
、
自
分
の
使
っ
て
い

る
枕
に
弟
の
足
が
乗
っ
て
い
る
と
き
。
わ
ざ
わ

ざ
ど
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
上
に
、
持
ち
上

げ
る
と
ぐ
ず
る
。
早
く
ね
た
い
と
思
う
の
に
、

ぐ
ず
ら
れ
る
と
と
て
も
腹
立
た
し
い
。

　

ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
や
電
子
辞
書
で
、
何
度
も

何
度
も
文
字
を
打
ち
ま
ち
が
え
て
し
ま
う
と
き

も
か
な
り
腹
立
た
し
い
。
た
だ
で
さ
え
起
動
に

時
間
が
か
か
る
の
に
、
さ
ら
に
時
間
が
か
か
っ

て
し
ま
い
、
す
ご
く
い
ら
い
ら
す
る
。
特
に
好

き
な
こ
と
に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
と
き
だ
と
、

さ
ら
に
い
ら
い
ら
す
る
。

▲『枕草子』の「にくきもの」の段からテーマをとって，腹立たしいもの
について子どもが書いた短い文章の例。「自分らしさ」がよく表れている。

題
材
を
決
め
る

1
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題
材
が
決
ま
っ
た
ら
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
な
ど
を

活
用
し
な
が
ら
、
考
え
を
よ
り
深
く
見
つ
め
て
対

象
化
さ
せ
た
り
、
ど
の
よ
う
に
構
成
し
て
い
く
か

を
考
え
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。
そ
の
と
き
に
、
子

ど
も
た
ち
の
思
考
を
促
す
手
立
て
と
な
る
よ
う
な

ア
イ
デ
ア
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
伝
え
た
い
相
手
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

　
初
め
に
決
め
る

　

文
章
を
書
き
始
め
る
と
、
途
中
で
軌
道
修
正
を

す
る
の
が
難
し
く
な
り
ま
す
。
構
想
を
練
る
段
階

で
、
伝
え
た
い
相
手
と
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
の

自
分
の
考
え
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
の
が
よ
い

で
し
ょ
う
。

　「
初
め
・
中
・
終
わ
り
」で
構
成
を
考
え
る

　
「
初
め
・
中
・
終
わ
り
」
の
構
成
を
使
っ
て
、
エ

ピ
ソ
ー
ド
と
自
分
の
考
え
の
整
合
性
を
確
か
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、「
初
め
」
に
話
題
提
示
、

「
中
」
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
、「
終
わ
り
」
に
自
分
の
考

え
を
と
、
尾
括
型
の
構
成
に
す
れ
ば
、
よ
り
随
筆

ら
し
い
文
章
に
近
づ
き
ま
す
。

　
逆
接
の
接
続
詞
を
使
う

　

自
分
の
見
方
を
振
り
返
り
、
物
事
を
対
象
化
す

る
見
方
を
引
き
出
す
と
き
、「
─
─
。
で
も
、
─

─
」
と
い
う
型
を
使
う
こ
と
が
効
果
的
で
す
。
テ
ー

　
文
体
を
ま
ね
る
─
─
「
○
○
」
風

　

誰
か
の
文
体
に
乗
せ
る
こ
と
で
、
自
分
の
こ
と

が
抵
抗
な
く
書
け
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
普
段
よ

く
目
に
す
る
書
き
手
の
文
章
、「
天
声
人
語
」
な
ど

の
新
聞
コ
ラ
ム
が
モ
デ
ル
と
し
て
使
え
ま
す
。
書

く
と
き
の
テ
ー
マ
を
示
し
た
り
、
題
材
を
決
め
さ

せ
た
り
す
る
段
階
で
、「
こ
ん
な
文
章
を
書
こ
う
」

と
、
モ
デ
ル
に
出
会
わ
せ
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

書
か
せ
た
い
テ
ー
マ
に
合
っ
た
モ
デ
ル
を
選
ぶ
こ

と
が
重
要
で
す
。

マ
や
実
態
に
応
じ
て
、「
今
ま
で
は
こ
う
だ
っ
た
。

で
も
─
─
」
な
ど
、
接
続
詞
の
前
に
入
る
文
や

言
葉
を
決
め
る
の
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

随
筆
で
は
、
相
手
を
引
き
付
け
、
相
手
に
伝
わ

り
や
す
い
よ
う
に
、
自
分
を
出
し
て
語
る
こ
と
が

重
要
で
す
。
そ
の
観
点
か
ら
の
例
を
ご
紹
介
し
ま

す
。

　
書
き
だ
し
を
工
夫
す
る

　

少
し
書
き
慣
れ
て
く
れ
ば
、
書
き
だ
し
に
つ

い
て
も
、
ま
ね
な
が
ら
工
夫
さ
せ
た
い
も
の
で

す
。
教
材
「
自
分
を
見
つ
め
直
し
て
」
の
中
で
も
、

書
き
だ
し
の
工
夫
を
促
し
て
い
ま
す
が
、
例
え
ば
、

既
習
教
材「
こ
の
絵
、わ
た
し
は
こ
う
見
る
」（
六
年
）

で
示
さ
れ
て
い
る
書
き
だ
し
の
例
（
Ｐ
144
）
を
活

用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
こ
で
書
い
て
い
る

の
は
鑑
賞
の
文
章
で
す
が
、「
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
が

で
き
る
」
と
い
う
観
点
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で

触
れ
さ
せ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

交
流
を
有
意
義
な
も
の
に
す
る
に
は
、

お
互
い
に
読
み
合
う
と
き
の
観
点
を
明
確

に
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

共
通
の
テ
ー
マ
の
も
と
で
書
か
せ
る
と
、

テ
ー
マ
が
同
じ
分
、物
事
の
切
り
取
り
方
・

見
方
の
違
い
が
際
立
ち
、
そ
れ
ら
に
目
を

向
け
さ
せ
や
す
く
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

そ
の
場
合
は
、「
自
分
の
も
の
の
見
方
と

の
違
い
を
見
つ
け
る
」
と
い
っ
た
観
点
が

生
き
て
き
ま
す
。

　

い
っ
ぽ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
由
な
テ
ー

マ
で
書
か
せ
た
と
し
た
ら
、
表
現
の
し
か

た
や
「
こ
の
出
来
事
か
ら
こ
ん
な
こ
と
を

感
じ
る
の
か
」
と
い
う
「
そ
の
人
ら
し

さ
」
に
子
ど
も
た
ち
は
着
目
す
る
で
し
ょ

う
。
ね
ら
い
と
学
習
へ
の
取
り
組
ま
せ
方

を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
読
み
合
う
と
き
の

観
点
を
示
す
よ
う
に
し
ま
す
。

構
想
を
練
る

2
記
述
す
る

3

交
流
す
る

4

◀対談の中で触れられた「十二歳，
私の主張」で，構想を練るために
使われたワークシートの例。

▲対談の中で触れられた「十二歳，私の主張」で，子どもたちが挙げた文体の特徴
の例（右は，「司馬遼太郎」風）。


