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「
て
い
る
」は
深
い
!?

早
稲
田
大
学
教
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森も
り

山や
ま

卓た
く

郎ろ
う

に
電
車
が
ガ
タ
ン
ガ
タ
ン
と
入
っ
て
き

た
と
き
、
駅
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
「
電
車

が
到
着
し
て
お
り
ま
す
。
白
線
の
内
側
に
下
が
っ

て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
の
を
聞
い
た
。
こ
の
「
到

着
し
て
い
る
」
は
、「
到
着
し
つ
つ
あ
る
」
に
近
い
、

進
行
中
の
意
味
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
の
語
感
で

は
、「
電
車
が
到
着
し
て
い
る
」
と
い
う
と
、「
到

着
後
の
状
態
」を
表
す
よ
う
に
思
う
。
だ
か
ら「
あ

れ
？
」
と
思
っ
た
。
ど
う
で
す
か
？

品
詞
と
し
て
は
、「
動
詞
・
連
用
形
＋
て
（
接

続
助
詞
）
+
い
る
（
補
助
動
詞
・
終
止
形
）」
だ
。

し
か
し
、
そ
ん
な
品
詞
分
解
を
す
る
だ
け
で
わ

か
っ
た
つ
も
り
に
な
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
「
深

い
理
解
」
に
は
な
ら
な
い
。
ど
ん
な
意
味
か
が
重

要
で
あ
る
。

「
て
い
る
」
の
意
味
は
お
も
し
ろ
い
。「
食
べ
て

い
る
」
は
、
普
通
、
食
事
中
の
意
味
を
表
す
（「
す

で
に
食
べ
て
い
る
」
の
よ
う
に
食
事
後
の
意
味
を

表
す
こ
と
も
あ
る
が
）。
一
般
に
、「
何
を
す
る
か
」

と
い
う
表
現
に
「
て
い
る
」
が
付
く
と
、「
し
て

駅

い
る
最
中
」を
表
す
。
た
だ
し
、条
件
に
よ
っ
て
は
、

そ
の
動
き
を
し
た
後
の
状
態
を
表
す
こ
と
も
あ
る
。

一
方
、「
ど
う
な
る
か
」
と
い
う
表
現
に
「
て

い
る
」
が
付
く
と
、「
し
た
後
の
結
果
」
を
表
す

こ
と
が
多
い
。「
到
着
す
る
」も「
到
着
状
態
に
な
っ

た
後
」
を
普
通
は
表
す
。
だ
か
ら
、
例
え
ば
、「
魚

を
焼
い
て
い
る
」は
進
行
中
、「
魚
が
焼
け
て
い
る
」

は
結
果
を
表
す
の
が
普
通
で
あ
る
。

方
言
に
よ
っ
て
は
、「
し
よ
る
」
系
の
表
現
（
＝

進
行
中
）
と
「
し
と
る
」
系
の
表
現
（
＝
結
果
）

と
い
う
よ
う
に
、「
て
い
る
」
の
意
味
に
つ
い
て

使
い
分
け
が
あ
る
場
合
も
あ
る
。「
虫
が
死
に
よ

る
」
は
「
死
に
か
け
」、「
虫
が
死
ん
ど
る
」
は
死

ん
だ
後
を
表
す
の
で
あ
る
。「
て
い
る
」
だ
っ
て
、

な
ん
だ
か
深
い
の
で
あ
る
。

文
章
の
解
釈
に
関
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、

「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
で
子
供
の
時
か
ら
損
ば
か
り

し
て
い
る
。」
と
い
う
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』（
夏
目
漱

石
）
の
冒
頭
は
ど
う
解
釈
さ
れ
る
だ
ろ
う
。「
今

ま
で
損
ば
か
り
し
て
き
て
い
る
」
と
い
う
結
果
の

状
態
と
し
て
読
む
こ
と
が
多
い
の
か
も
し
れ
な
い

が
、「
子
ど
も
の
と
き
か
ら
、
今
ま
で
ず
っ
と
損

ば
か
り
し
て
い
て
、
今
も
損
を
し
て
い
る
」
と
い

う
進
行
中
の
意
味
で
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
ち
な

み
に
四
国
で
の
先
生
時
代
の
月
給
は
四
十
円
、
い

ろ
ん
な
目
に
あ
っ
て
、
結
局
赤
シ
ャ
ツ
た
ち
を

や
っ
つ
け
て
、
東
京
に
戻
っ
て
か
ら
の
技
手
の
月

給
は
二
十
五
円
。
語
り
の
時
点
の
意
識
は
ど
う
な

の
だ
ろ
う
。
冒
頭
の
「
損
ば
か
り
し
て
い
る
」
の

意
味
の
解
釈
は
、
微
妙
に
こ
の
小
説
の
全
体
の
読

み
方
に
も
関
わ
っ
て
く
る
。

何
か
を
見
つ
け
、
背
景
、
根
拠
な
ど
を
し
っ
か

り
考
え
る
に
は
、
出
発
点
に
、
適
切
な
「
問
い
・

課
題
」
を
も
つ
こ
と
が
大
切
だ
。「
て
い
る
」
の

解
釈
の
よ
う
な
こ
と
も
問
い
や
課
題
に
な
る
こ
と

が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
答
え
が
一
つ
に
決
ま
ら
な
い

こ
と
も
あ
る
。

深
い
学
び
の
あ
り
方
が
、
今
、
改
め
て
問
わ
れ

て
い
る
。

―
あ
、こ
の
「
て
い
る
」
は
進
行
中
？ 

結
果
？
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ヒ
ュ
ー
・
ロ
フ
テ
ィ
ン
グ
の
『
ド
リ
ト
ル
先
生
』

シ
リ
ー
ズ
で
は
、
動
物
た
ち
は
み
な
言
葉
を
も
ち
、

人
間
と
同
じ
よ
う
に
話
し
て
い
る
。
だ
が
、
現
実

世
界
で
は
、
イ
ヌ
語
も
ワ
シ
語
も
オ
オ
ガ
ラ
ス
ウ

ミ
カ
タ
ツ
ム
リ
語
も
、
確
認
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　

言
語
が
人
間
に
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
人
間
に

の
み
許
さ
れ
た
天
賦
の
才
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と

も
動
物
の
進
化
の
う
え
で
生
じ
た
習
性
の
一
つ
に

す
ぎ
な
い
の
か
。
こ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
呼

よ
り
客
観
的
で
冷
徹
な
視
線
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て

い
る
し
、
論
文
は
誤
解
の
余
地
の
な
い
言
葉
で
書

か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
私
は
こ
う
思
っ
た
」

な
ど
と
い
う
あ
や
ふ
や
な
情
報
は
不
要
で
あ
る
。

　

だ
が
、
一
般
向
け
に
解
説
す
る
と
き
は
ち
ょ
っ

と
違
う
。
こ
う
い
う
場
合
は
、
科
学
が
言
語
に
要

請
す
る
縛
り
を
も
う
少
し
緩
め
る
こ
と
に
し
て
い

る
。
よ
り
自
由
な
、
自
然
な
言
葉
こ
そ
が
、
読
者

や
観
衆
に
、
よ
り
ビ
ビ
ッ
ド
に
、
直
感
的
に
、
事

実
を
伝
え
ら
れ
る
と
き
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
か

ら
だ
。

　

例
え
ば
、
カ
ラ
ス
の
巣
立
ち
雛び

な

の
近
く
で
、
親

鳥
が
鳴
い
て
い
る
と
す
る
。
カ
ラ
ス
の
巣
立
ち
雛

は
飛
ぶ
の
が
下
手
な
の
で
、
し
ば
し
ば
非
常
に
低

い
と
こ
ろ
に
（
と
き
に
は
地
面
に
）
い
る
。
親
鳥

は
雛
に
近
づ
く
も
の
に
対
し
て
威
嚇
声
を
あ
げ
る

が
、
そ
れ
で
も
相
手
が
近
づ
い
て
く
る
と
、
止

ま
っ
て
い
る
枝
や
電
線
を
嘴
く
ち
ば
し

で
カ
ツ
カ
ツ
と
叩
く
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
「
外
敵
が
近
づ
い
て
く
る
が
、

直
接
攻
撃
す
る
に
は
大
き
な
相
手
で
あ
る
た
め
、

フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
た
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る

転
嫁
行
動
」と
表
現
し
て
も
よ
い
。だ
が
、私
は『
カ

ん
で
き
た
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
ヒ
ト
の
よ
う
な
言

語
体
系
を
も
ち
、
言
葉
を
操
る
動
物
は
見
つ
か
っ

て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
ペ
ッ
パ
ー
バ
ー
グ
と
い

う
研
究
者
が
飼
育
し
て
い
た
オ
ウ
ム
の
ア
レ
ッ
ク

ス
は
、
英
語
を
理
解
し
て
受
け
答
え
し
て
い
た
の

み
な
ら
ず
、
色
や
数
と
い
っ
た
抽
象
概
念
さ
え
も

理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
と
い
う
小
鳥
で
も
、
鳴
き
声
の

順
序
に
よ
っ
て
反
応
が
変
わ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
対
ヘ
ビ
用
の
警
戒
声
を
聞
い

た
後
は
ち
ゃ
ん
と
ヘ
ビ
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
ら

し
い
こ
と
も
、
巧
妙
な
野
外
実
験
に
よ
っ
て
示

さ
れ
た
。
彼
ら
の
鳴
き
声
は
、
単
に
「
音
声
刺
激

―
反
応
」
と
い
う
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
よ

り
複
雑
な
も
の
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
垣か
い

間ま

見
え

て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

　

私
は
二
十
年
以
上
カ
ラ
ス
を
研
究
し
て
い
る

が
、
カ
ラ
ス
も
ま
た
、
複
雑
な
音
声
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
も
っ
た
動
物
だ
。
だ
が
、
そ
の
音

声
に
つ
い
て
我
々
が
知
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り

に
も
少
な
く
、
意
味
が
推
測
で
き
る
鳴
き
声
も
決

し
て
多
く
は
な
い
。
無
論
、
反
応
が
非
常
に
定
型

ラ
ス
の
教
科
書
』（
雷
鳥
社
/
二
〇
一
三
年
）
の

中
で
、
こ
の
行
動
を
「
さ
っ
さ
と
ど
け
ゆ
ー
と
る

や
ろ
が
、
聞
こ
え
ん
の
か
ボ
ケ
」
と
カ
ラ
ス
の
心

の
声
に
し
て
表
現
し
た
。
人
間
な
ら
ば
、
ま
さ
に

こ
の
よ
う
な
言
葉
で
心
理
状
態
を
表
現
す
る
状
況

な
の
だ
ろ
う
な
、
と
推
測
し
た
か
ら
で
あ
る
。
い

わ
ば
こ
れ
は
手
探
り
の
翻
訳
、
語
彙
や
文
法
と
い

う
裏
付
け
の
な
い
、
心
理
状
態
を
推
測
し
て
当
て

は
め
て
表
現
す
る
、
と
い
う
か
な
り
大
胆
な
マ
ネ

で
あ
っ
た
。

　

無
論
、
こ
れ
は
一
般
書
だ
か
ら
で
き
た
こ
と
で
、

そ
れ
に
し
て
も
擬
人
化
し
す
ぎ
て
い
る
と
の
批
判

を
受
け
て
も
仕
方
な
い
。
だ
が
、
長
年
動
物
を
観

察
し
て
い
る
と
、
対
象
動
物
の
「
気
分
」
あ
る
い

は
「
や
り
た
い
こ
と
」
が
推
測
で
き
る
（
よ
う
な

気
が
す
る
）
場
合
は
ま
ま
あ
る
の
だ
。
こ
れ
を
全

て
「
観
察
者
の
気
の
せ
い
」
と
し
て
無
視
す
る
の

は
惜
し
い
気
が
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
は
思

い
込
み
や
、
自
分
の
考
え
の
投
影
な
ど
が
た
っ
ぷ

り
と
含
ま
れ
て
お
り
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
観
察
事

実
と
は
言
い
難
い
。そ
れ
で
も
、言
葉
が
本
来
も
っ

て
い
る
「
伝
え
る
」
と
い
う
機
能
を
考
え
る
と
き
、

動物学者　　松原 始

動物の
「言葉」を
ヒトに伝える

言葉と向き合う

的
で
、
意
味
が
推
測
し
や
す
い
場
合
も
あ
る
。
例

え
ば
、
営
巣
中
の
（
と
い
う
こ
と
は
繁
殖
相
手
が

い
る
）
ハ
シ
ブ
ト
ガ
ラ
ス
の
メ
ス
に
「
か
ら
ら
ら
」

と
う
が
い
の
よ
う
な
声
を
聞
か
せ
る
と
、
反
射
的

に
姿
勢
を
低
く
し
、
翼
を
半
開
き
に
し
て
口
を
開

け
、「
グ
ワ
ワ
ワ
ワ
」
と
鳴
く
。
こ
れ
は
ベ
ギ
ン

グ
コ
ー
ル
と
い
っ
て
、
オ
ス
に
餌
を
ね
だ
る
声
で

あ
る
。「
か
ら
ら
ら
」
の
方
は
オ
ス
が
メ
ス
に
餌

を
渡
す
前
に
し
ば
し
ば
発
す
る
声
だ
。
お
も
し
ろ

い
こ
と
に
、
こ
の
「
か
ら
ら
ら
」
は
人
間
が
真ま

似ね

し
て
も
、
メ
ス
か
ら
同
じ
反
応
を
引
き
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
自
分
で
や
っ
て
み
た
こ
と
が
あ
る
か

ら
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、「
そ
こ
に
パ
ー
ト
ナ
ー

が
い
て
餌
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
視
覚
刺
激

や
状
況
認
識
を
す
っ
飛
ば
し
て
、
聞
い
た
瞬
間
に

反
応
し
て
し
ま
う
よ
う
な
音
声
な
の
だ
。
こ
れ
は

ま
さ
に
信
号
と
呼
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
く
ら

い
単
純
で
な
い
と
、
動
物
の
「
言
葉
」
の
意
味
を

推
測
す
る
の
は
難
し
い
。

　

私
の
仕
事
は
カ
ラ
ス
を
観
察
し
、
デ
ー
タ
を
解

析
し
、
考
察
し
て
結
論
を
述
べ
る
こ
と
だ
。
こ
の

過
程
で
カ
ラ
ス
の
言
葉
を
理
解
す
る
必
要
は
な
い
。

可
能
な
か
ぎ
り
客
観
的
に
判
断
し
た
う
え
で
、
そ

の
状
況
を
さ
ら
に
「
人
間
で
い
う
な
ら
ば
」
と
置

き
換
え
、
翻
案
し
、
理
解
し
や
す
い
コ
ト
バ
に
変

換
す
る

―
そ
う
い
っ
た
「
動
物
の
『
言
葉
』
か

ら
人
間
の
言
葉
へ
の
翻
訳
」
と
い
う
作
業
は
、
場

合
に
よ
っ
て
は
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

と
は
い
え
、
科
学
の
枠
を
踏
み
外
さ
な
い
か
ヒ
ヤ

ヒ
ヤ
も
の
な
の
で
は
あ
る
が
。

1969年奈良県生まれ。京都大
学理学部卒業。同大学院理学
研究科博士課程修了。京都大
学理学博士。専門は動物行動
学。東京大学総合研究博物館
勤務。研究テーマはカラスの
生態，および行動と進化。著
書に『カラスの教科書』，『カラ
スの補習授業』（ともに雷鳥社），
『カラス屋の双眼鏡』（ハルキ
文庫），『カラスと京都』（旅する
ミシン店），監修に『カラスのひ
みつ（楽しい調べ学習シリー
ズ）』（ＰＨＰ研究所），『にっぽん
のカラス』（カンゼン）等がある。

松
ま つ ば ら

原 始
はじめ

巻頭エッセイ
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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
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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
。
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クニマスの保護活動に協力しよう
―目的に応じて要旨を捉える―

使用教材：幻の魚は生きていた（1年）　群馬県藤岡市立東中学校教諭　坂
さか

爪
づめ

新
しん

太
た

郎
ろう

1 

指
導
計
画
（
全
五
時
間
）	

●
目
標

◉
説
明
的
な
文
章
の
中
心
と
な
る
文
や
語
句

に
着
目
し
な
が
ら
、
要
旨
を
捉
え
る
。

◉
筆
者
の
考
え
を
基
に
、
人
間
の
生
活
と
生

き
物
や
環
境
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
を
深

め
る
。

●
展
開

第
一
次
（
一
時
間
）

•
文
章
を
読
み
、
内
容
の
大
体
を
理
解
す
る

と
と
も
に
、
筆
者
が
こ
の
文
章
を
書
い
た
目

的
や
意
図
に
つ
い
て
考
え
る
。

•
筆
者
の
目
的
や
意
図
を
受
け
、「
ク
ニ
マ

ス
」
の
保
護
活
動
を
周
知
さ
せ
る
た
め
の
チ

ラ
シ
を
作
成
す
る
こ
と
を
伝
え
る
。

第
二
次
（
三
時
間
）

•
複
数
の
チ
ラ
シ
を
比
較
し
、
そ
の
内
容
と

構
成
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

•
文
章
を
読
み
、
中
心
と
な
る
文
や
語
句
を

手
が
か
り
に
要
旨
を
ま
と
め
、
グ
ル
ー
プ
で

検
討
す
る
。

•
目
的
や
相
手
を
考
え
、
構
成
を
工
夫
し
た

チ
ラ
シ
を
作
成
す
る
。

第
三
次
（
一
時
間
）

•
文
章
の
内
容
を
踏
ま
え
、
人
間
の
生
活
と

生
き
物
、
自
然
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
考

え
、
四
百
字
程
度
の
意
見
文
を
書
く
。

2 

指
導
の
工
夫
・
学
習
の
実
際

説
明
的
な
文
章
教
材
を
深
く
読
む
た
め
に

は
、
文
章
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
で

な
く
、
そ
の
「
背
景
に
あ
る
筆
者
の
目
的
や

意
図
」
に
つ
い
て
捉
え
て
い
く
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
文
章
の
内
容
と
実

生
活
と
を
結
び
つ
け
る
言
語
活
動
を
設
定
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。

第
一
次
で
は
、
筆
者
が
こ
の
文
章
を
書
い

た
目
的
や
意
図
に
つ
い
て
考
え
る
。
特
に
、

結
論
で
述
べ
ら
れ
て
い
る「
ク
ニ
マ
ス
の『
里

帰
り
』」
を
手
が
か
り
に
し
、
生
徒
が
筆
者

の
視
点
か
ら
文
章
を
読
み
直
し
、
そ
の
目
的

や
意
図
を
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
そ
の

う
え
で
、「
ク
ニ
マ
ス
」
の
保
護
活
動
や
人

間
の
生
活
、
文
化
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て

ま
と
め
、
多
く
の
人
に
周
知
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
チ
ラ
シ
作
り
を
行
う
こ
と
を
伝
え
、

学
習
の
見
通
し
を
も
た
せ
る
。

第
二
次
で
は
、
文
章
の
要
旨
を
ま
と
め
る

こ
と
の
必
要
感
を
生
徒
に
も
た
せ
る
た
め
に
、

チ
ラ
シ
の
内
容
と
構
成
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

要
旨
を
捉
え
る
学
習
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
学

び
を
生
か
し
、
中
心
と
な
る
文
や
語
句
を
見

つ
け
、
ま
と
め
る
自
力
解
決
的
な
学
習
活
動

を
設
定
す
る
。
ま
た
、
チ
ラ
シ
の
作
成
に
関

し
て
は
、「
チ
ラ
シ
を
読
ん
だ
人
た
ち
が
保

護
活
動
に
関
心
を
も
っ
て
も
ら
え
る
の
か
」

を
生
徒
の
評
価
の
観
点
と
し
て
示
す
。
要
旨

を
ま
と
め
る
際
に
は
、
文
章
と
し
て
ま
と
め

る
の
で
は
な
く
、
チ
ラ
シ
の
特
性
を
生
か
し

て
、
要
旨
と
必
要
な
写
真
、
絵
、
図
表
と
を

関
連
づ
け
て
書
く
よ
う
に
助
言
す
る
。

第
三
次
で
は
、
議
論
す
る
活
動
を
行
う
。

「
人
間
の
生
活
と
生
き
物
、
自
然
と
の
関
わ

り
方
」
を
テ
ー
マ
に
、
文
章
を
読
ん
で
考
え

た
こ
と
を
グ
ル
ー
プ
で
議
論
す
る
。
比
較
検

討
す
る
こ
と
で
自
分
の
考
え
を
深
め
、
文
章

に
ま
と
め
る
。

3 

考
察

説
明
的
な
文
章
は
、
内
容
や
構
成
な
ど

と
い
っ
た
表
面
的
な
読
み
取
り
に
終
始
し

て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。「
筆
者
の
目
的
や

意
図
と
い
う
視
点
」
や
「
実
生
活
を
想
定
し

た
言
語
活
動
」
を
取
り
入
れ
た
今
回
の
学
習

に
よ
っ
て
、
生
徒
は
主
体
的
に
文
章
に
向
き

合
い
、
筆
者
の
意
図
や
目
的
を
考
え
な
が
ら
、

深
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。

生
徒
の
こ
と
を
よ
く
理
解
す
る

甲
斐
先
生
が
「
も
っ
て
い
る
力
だ
け
で
勝
負
し

な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

難
し
さ
や
苦
労
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
試
行
錯
誤

や
葛
藤
の
中
で
こ
そ
「
深
い
学
び
」
は
生
ま
れ
ま

す
。「
う
ま
く
で
き
る
か
」
だ
け
で
な
く
、
そ
こ

に
た
ど
り
着
く
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
大
切
に
し
た

授
業
づ
く
り
を
意
識
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

ま
た
、
植
田
先
生
が
話
さ
れ
て
い
る
「
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
」
と
い
う
学
び
は
、
新
学
習
指
導
要
領

の
評
価
の
観
点
で
あ
る
「
主
体
的
に
学
習
に
取
り

組
む
態
度
」
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
「
粘
り
強
い

取
り
組
み
の
中
で
、
自
ら
の
学
習
を
調
整
し
よ
う 

と
し
て
い
る
」
に
あ
た
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
こ
を
き
ち
ん
と
指
導
・
評
価
す
る
た
め
に
も
、

生
徒
の
学
習
の
実
態
を
常
に
把
握
す
る
こ
と
が
必

要
不
可
欠
で
す
。

生
き
る
力
に
つ
な
が
る
学
び

対
談
の
中
で
、「
自
分
事
と
し
て
」
と
い
う
言

葉
が
何
度
か
登
場
し
ま
す
が
、
言
葉
に
よ
る
も
の

の
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
て
、
自
分
事
と
し
て

学
習
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
生
徒
は
言
葉
の
表
面

以
外
に
あ
る
「
奥
行
き
」
を
知
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。「
た
だ
の
情
報
と
し
て
読
む
」
の
で
は
な

く
、「
実
感
を
も
っ
て
読
む
」
経
験
を
積
む
こ
と
で
、

作
品
世
界
の
深
さ
や
厚
み
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き

る
は
ず
で
す
。
そ
の
中
で「
国
語
科
を
学
ぶ
価
値
」

も
実
感
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
す
れ
ば
、
他
の
単
元
や
教
科
の
授
業
に
お

い
て
も
、
身
に
つ
け
た
知
識
を
活
用
し
て
、
よ
り

深
く
理
解
し
た
り
、
問
い
を
立
て
て
解
決
策
を
考

え
た
り
し
て
、
自
然
と
学
び
が
深
ま
っ
て
い
き
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
学
び
が
日
常
生
活
や
社
会
生
活

で
も
活
用
で
き
る
「
生
き
る
力
」
に
つ
な
が
っ
て

い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

教
師
に
と
っ
て
の
楽
し
さ

教
師
に
と
っ
て
も
自
分
事
と
し
て
授
業
づ
く
り

を
捉
え
る
こ
と
は
非
常
に
大
切
で
す
。
自
分
な
ら

こ
う
し
た
い
、
な
ど
、
工
夫
を
重
ね
る
こ
と
が
、

生
徒
だ
け
で
な
く
、
自
身
の
気
づ
き
や
楽
し
さ
、

成
長
、「
深
い
学
び
」
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

何
か
一
つ
で
も
い
い
の
で
、
授
業
の
中
に
試
行
錯

誤
す
る
ポ
イ
ン
ト
を
用
意
し
て
、
生
徒
と
一
緒
に

挑
戦
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
こ
に
予
想
外
の
発

見
が
待
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。

新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る

学
び
と
指
導

横
浜
国
立
大
学
教
授　
髙た

か

木ぎ

ま
さ
き
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徒然草は,だからおもしろい！
使用教材：仁和寺にある法師―「徒然草」から（2年）　福井大学教育学部准教授　萩

はぎ

中
なか

奈
な

穂
お

美
み

わたしの『大人になれなかった弟たちに……』
―登場人物の心情が伝わる朗読をしよう―

使用教材：大人になれなかった弟たちに……（1年）　埼玉大学教育学部附属中学校教諭　廿
つ づ ら

樂裕
ゆう

貴
き

1 

指
導
計
画 （
全
三
時
間
）

●
目
標

◉
人
物
の
言
動
や
心
情
を
解
釈
し
た
り
想
像

し
た
り
し
て
古
典
の
お
も
し
ろ
み
を
味
わ
う
。

●
展
開

第
一
時

語
句
に
注
意
し
て
音
読
し
、
大
意
を
つ
か
む
。

第
二
時

人
物
の
様
子
や
心
情
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

第
三
時

作
者
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
読
み
取
り
、

自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

2 

指
導
の
工
夫
・
学
習
の
実
際　

▼
あ
な
た
は
、「
か
ば
か
り
」
を
ど
う
解
釈

す
る
か
。

こ
の
段
に
お
い
て
多
様
な
解
釈
の
可
能
性

を
含
み
も
つ
叙
述
に
、
法
師
の
心
内
語
「
か

ば
か
り
」（「
こ
れ
だ
け
の
も
の
」
と
口
語
訳

が
付
い
て
い
る
）
が
あ
る
。「
こ
れ
だ
け
」

と
事
実
を
目
で
確
認
す
る
レ
ベ
ル
と
も
、「
な

ん
だ
、
こ
の
程
度
か
」
と
い
う
期
待
外
れ
の

レ
ベ
ル
と
も
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
解
釈
如い

か
ん何
に
よ
っ
て
、
あ
と
の
法
師
の
言

葉
「
聞
き
し
に
も
過
ぎ
て
、
尊
く
こ
そ
お
は

し
け
れ
」
の
意
味
合
い
が
大
き
く
変
わ
る
。

前
者
を
取
れ
ば
愚
直
す
ぎ
る
法
師
像
が
、
後

者
を
取
れ
ば
見
栄
っ
張
り
の
法
師
像
が
浮
か

び
上
が
る
。
授
業
で
は
後
者
を
取
る
生
徒
が

多
く
、「
本
物
を
見
て
い
な
い
の
に
そ
の
価

値
が
わ
か
る
と
誇
示
す
る
姿
は
滑
稽
だ
け
れ

ど
、
こ
う
い
う
心
理
は
誰
に
で
も
あ
る
」
と

理
由
付
け
て
い
た
。

▼
あ
な
た
は
、「
か
た
へ
の
人
」
が
ど
の
よ

う
な
思
い
や
様
子
で
話
を
聞
い
て
い
た
と
想

像
す
る
か
。

第
二
段
落
で
は
、「
か
た
へ
の
人
」
の
心

中
を
想
像
さ
せ
る
。
法
師
は
自
慢
げ
に
参
拝

を
報
告
す
る
が
、
石
清
水
の
知
名
度
を
踏
ま

え
れ
ば
、「
か
た
へ
の
人
」
が
法
師
の
大
失

態
を
お
見
通
し
な
こ
と
、
後
半
の
語
り
が
そ

の
暴
露
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
は
容
易
に
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
、「
か
た
へ

の
人
は
、
ど
ん
な
思
い
や
様
子
で
聞
い
て
い

た
で
し
ょ
う
ね
」
と
投
げ
か
け
た
。
古
典
嫌

い
の
生
徒
で
も
身
を
乗
り
出
す
。老
人
が「
年

ご
ろ
思
ひ
つ
る
こ
と
、
果
た
し
は
べ
り
ぬ
」

と
満
足
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
目
配
せ
し
て

そ
っ
と
し
て
お
い
た
だ
ろ
う
。
気
の
毒
な
の

で
今
度
こ
そ
参
拝
で
き
る
よ
う
お
伴
し
た
く

な
っ
た
だ
ろ
う
。
す
か
さ
ず
「
そ
れ
、
石
清

水
で
は
な
い
で
す
よ
」
と
、「
神
へ
参
る
こ

そ
本
意
」
と
偉
ぶ
る
鼻
を
へ
し
折
っ
た
だ
ろ

う
。
他
に
も
ひ
け
ら
か
さ
れ
る
と
総
本
山
の

恥
に
な
る
の
で
、
真
実
を
伝
え
た
だ
ろ
う
、

等
々
。
重
要
な
の
は
根
拠
を
示
す
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
場
合
の
想
像
は
、
失
敗
の
原
因
と

な
っ
た
状
況
や
法
師
の
性
格
の
捉
え
方
、
ま

た
、
読
み
手
で
あ
る
生
徒
の
も
の
の
見
方
・

考
え
方
に
関
わ
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見

が
出
て
く
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
意
見
は
、

「
先
達
は
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
と
な
り
」
と
書

い
た
兼
好
の
真
意
に
対
す
る
解
釈
を
豊
か
に

す
る
。

3 

考
察

本
実
践
で
は
、
解
釈
に
幅
の
あ
る
叙
述
を

「
ど
う
捉
え
る
か
」、
書
か
れ
て
い
な
い
部
分

を
「
ど
う
想
像
す
る
か
」
と
問
う
た
。「
あ

な
た
」
を
主
語
と
す
る
こ
う
し
た
問
い
を
軸

に
、
個
々
の
味
わ
い
方
を
交
流
す
る
こ
と
が
、

古
典
に
自
ら
心
を
寄
せ
、
そ
の
世
界
を
楽
し

む
態
度
を
育
む
も
の
と
期
待
す
る
。
そ
れ
に

は
、
根
拠
を
求
め
つ
つ
多
様
な
読
み
の
で
き

る
叙
述
を
探
る
教
材
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

1 

指
導
計
画 （
全
六
時
間
）

●
目
標

◉
描
写
を
基
に
場
面
の
展
開
や
人
物
の
関
係
、

心
情
の
変
化
な
ど
を
捉
え
る
。

◉
語
句
の
辞
書
的
な
意
味
と
文
脈
上
の
意
味

と
の
関
係
に
注
意
し
て
使
う
こ
と
を
通
し
て
、

語
感
を
磨
き
語
彙
を
豊
か
に
す
る
。

◉
粘
り
強
く
描
写
を
基
に
読
み
、
学
習
の
見

通
し
を
も
っ
て
朗
読
し
よ
う
と
す
る
態
度
を

養
う
。

●
展
開

第
一
次
（
一
時
間
）

•
範
読
を
聞
き
、
感
想
を
も
つ
。

•
吉
永
小
百
合
さ
ん
の
原
爆
詩
の
朗
読
の
動

画
を
見
て
、
朗
読
の
よ
さ
を
見
つ
け
る
。

第
二
次
（
三
時
間
）

•
「
僕
」
か
「
母
」
の
心
情
が
表
れ
て
い
る

部
分
か
ら
自
分
が
朗
読
し
た
い
場
面
を
選
ぶ
。

•
同
じ
場
面
を
選
ん
だ
生
徒
ど
う
し
で
グ

ル
ー
プ
を
組
み
、
場
面
を
選
ん
だ
理
由
、
登

場
人
物
の
心
情
、
着
目
し
た
描
写
を
伝
え
合

う
。

•
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
解
釈
を
書
き
込
み
な
が

ら
、
朗
読
の
仕
方
を
考
え
る
。

第
三
次
（
二
時
間
）

•
朗
読
発
表
会
を
行
う
。

2 

指
導
の
工
夫
・
学
習
の
実
際

　

本
単
元
で
は
あ
え
て
言
語
活
動
を
提
示
す

る
前
に
範
読
を
行
っ
た
。
本
作
品
に
は
戦
時

体
験
に
裏
付
け
ら
れ
た
切
実
な
訴
え
が
あ
る

た
め
、
虚
心
坦
懐
に
作
品
に
出
会
わ
せ
た

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

朗
読
へ
の
構
え
が
で
き
た
後
に
、
女
優
の

吉
永
小
百
合
さ
ん
の
原
爆
詩
の
朗
読
の
映
像

を
見
せ
、
よ
さ
を
分
析
し
た
。
声
量
や
間
だ

け
で
な
く
、
声
の
硬
軟
、
高
低
、
相
手
意
識
、

な
ど
も
挙
げ
ら
れ
た
。
朗
読
自
体
が
目
的
で

は
な
い
が
、
朗
読
を
理
解
し
、
表
現
に
も
こ

だ
わ
る
こ
と
で
、
よ
り
深
い
思
考
、
判
断
を

促
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

　

第
二
次
で
は
、
自
分
の
朗
読
し
た
い
場
面

を
選
ば
せ
た
が
、「
僕
」
か
「
母
」
の
心
情
が

わ
か
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
。
観
点
が
多
岐

に
わ
た
る
と
、
指
導
事
項
が
曖
昧
に
な
る
危

険
性
が
あ
る
。
言
語
活
動
は
資
質
・
能
力
を

身
に
つ
け
る
た
め
に
行
う
の
で
、
つ
け
た
い

力
に
即
し
た
場
面
選
択
が
大
切
で
あ
る
。
ま

た
、
同
じ
場
面
を
選
ん
だ
生
徒
で
グ
ル
ー
プ

を
組
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
を
検
討
さ
せ
た
。

　

例
え
ば
、「
ヒ
ロ
ユ
キ
」
を
お
ぶ
っ
て
帰

る
場
面
を
選
択
し
た
グ
ル
ー
プ
で
は
、「『
三

人
』
と
い
う
言
葉
を
ど
う
捉
え
る
か
」
を
議

論
し
た
。
当
初
は
「『
ヒ
ロ
ユ
キ
』
は
死
ん

で
も
大
切
な
家
族
だ
と
『
僕
』
が
考
え
て
い

る
」
と
解
釈
し
て
い
た
が
、「『
ヒ
ロ
ユ
キ
』

が
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
を
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
な
い
と
い
う
現
実
感
の
な
さ
が
表
現
さ

れ
て
い
る
」
と
解
釈
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

　

第
三
次
で
行
っ
た
朗
読
会
で
は
、
朗
読
自

体
が
目
的
と
な
ら
ぬ
よ
う
、
朗
読
の
後
、
そ

の
場
面
を
ど
う
捉
え
た
の
か
を
解
説
さ
せ
た
。

ま
た
一
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
質
疑
応
答
の
時
間

を
設
け
、
互
い
の
読
み
を
吟
味
・
検
討
で
き

る
よ
う
に
し
た
。
ち
な
み
に
本
番
の
朗
読
会

で
は
、
朗
読
だ
け
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
と

い
う
こ
と
で
、
ピ
ア
ノ
伴
奏
を
付
け
る
グ

ル
ー
プ
も
あ
っ
た
。
朗
読
を
通
し
て
、
作
品

世
界
に
浸
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

3 

考
察

　

生
徒
た
ち
は
初
め
か
ら
ま
っ
す
ぐ
作
品
を

味
わ
っ
て
い
た
が
、
生
徒
ど
う
し
で
解
釈
を

伝
え
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
暗
示
的
に
表
現

さ
れ
て
い
る
心
情
に
も
気
が
つ
く
こ
と
が
で

き
た
。
多
様
な
読
み
が
出
て
く
る
と
き
こ
そ
、

「
み
ん
な
違
っ
て
み
ん
な
い
い
」
と
な
ら
な

い
厳
密
さ
を
求
め
る
こ
と
が
読
み
の
深
ま
り

に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。
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2

1960年，高知県生ま
れ。県学校教育課指
導主事，文部科学省
主幹など経て現職。
著書に『「学校経営マ
ンダラート」で創る
新しいカリキュラム・
マネジメント』（ぎょ
うせい）など。

書写教育を
活性化する

ために

連載

1

「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」の
視
点
か
ら

高
知
市
立
城
東
中
学
校　
校
長　

大お
お

谷た
に

俊と
し

彦ひ
こ

カリキュラム・マネジメント

三つの側面

教
育
活
動
に
必
要
な
学
校
内
外
の

人
的
・
物
的
資
源
等
の
効
果
的
な
活
用

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
の
確
立

学
校
教
育
目
標
を
踏
ま
え
た

教
科
横
断
的
な
視
点

中央教育審議会　答申

※「実践・カリキュラムマネジメント」（田村知子	著・ぎょうせい・2011年）　イラスト	長場	雄

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム・ 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
は
？

「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
に
つ
い
て
、
こ

の
分
野
で
先
行
研
究
し
て
き
た
大
阪
教
育
大
学
の
田
村

知
子
教
授
は
、「
各
学
校
が
、
学
校
の
教
育
目
標
を
よ

り
よ
く
達
成
す
る
た
め
に
、
組
織
と
し
て
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
創
り
、
動
か
し
、
変
え
て
い
く
、
継
続
的
か
つ
発

展
的
な
、課
題
解
決
の
営
み
」
と
定
義
し
て
い
る
（
※
）。

今
回
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
か

ら
書
写
教
育
を
考
え
る
」
と
い
う
内
容
で
執
筆
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
果
た
し
て
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
ど
れ
だ
け
の

教
職
員
が
正
確
に
理
解
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
？

教
職
員
対
象
の
研
修
会
に
呼
ば
れ
、「
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
あ
る
人
は

使
用
す
る
書
写
の
指
導
は
各
学
年
で
行
い
、
毛
筆
を
使

用
す
る
書
写
の
指
導
は
、
第
三
学
年
以
上
で
行
い
、
年

間
三
十
時
間
程
度
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
て
、
中
学
校

も
現
行
と
変
更
な
く
、
第
一
・
二
学
年
が
二
十
時
間
程

度
、
第
三
学
年
が
十
時
間
程
度
と
示
さ
れ
て
い
る
。 

二
〇
〇
六
年
十
二
月
に
は
、「
国
語
科
の
必
修
領
域
な

の
に
書
写
を
実
施
し
て
い
な
い
中
学
校
が
多
い
」
と
の

指
摘
を
受
け
、
文
部
科
学
省
の
教
科
履
修
状
況
調
査
が

全
国
的
に
実
施
さ
れ
た
の
だ
が
、
公
立
中
学
校
の
25
％
、

四
校
に
一
校
は
毛
筆
を
使
っ
た
書
写
の
授
業
は
三
学
期

に
ま
と
め
て
行
っ
て
い
る
と
い
う
報
告
で
あ
っ
た
。

調
査
以
来
十
三
年
た
っ
た
今
、
は
た
し
て
国
語
の
総

授
業
数
内
に
お
い
て
、「
書
写
」
の
時
間
が
、
適
切
に

確
保
さ
れ
、
年
間
を
通
じ
て
確
実
に
実
施
さ
れ
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
書
写
の
年
間
指
導
計
画
が
、
十
三
年
た
っ

た
今
も
「
絵
に
か
い
た
餅
」
に
な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う

手
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
質
問
を
す
る
と
、
決

ま
っ
た
よ
う
に
、
管
理
職
か
指
導
主
事
し
か
手
が
挙
が

ら
な
い
。
た
ぶ
ん
、「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
い
う
言
葉

か
ら
、
管
理
す
る
側
が
行
う
も
の
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
次
に
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
っ
て
何
で
す
か
？
」
と
尋
ね
る
と
、「
教
育

課
程
を
編
成
す
る
こ
と
」
と
か
「
教
科
横
断
的
な
学
び

を
推
進
す
る
こ
と
」
と
い
っ
た
フ
ァ
ジ
ー
な
返
答
し
か

返
っ
て
こ
な
い
の
が
学
校
の
実
態
な
の
だ
。

国
語
科
に
お
い
て 

「
書
写
の
授
業
」が
確
実
に 

実
施
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？

今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
で
は
、
書
写
の
時
数

は
現
行
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。
小
学
校
で
は
、
硬
筆
を

か
。
こ
う
し
た
学
校
の
実
態
を
踏
ま
え
、
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
か
ら
新
し
い
書
写
教
育
の

在
り
方
に
つ
い
て
提
案
し
て
い
き
た
い
。

「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム・ 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」は 

い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
？

「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
い
う
用
語

に
つ
い
て
は
、
一
九
九
八
年
頃
か
ら
研
究
が
始
ま
っ
た

と
言
わ
れ
て
お
り
、
一
九
九
八
年
の
学
習
指
導
要
領
で

創
設
さ
れ
た
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
と
深
く
関
連

し
て
い
る
。「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
と
い
う
「
時

間
枠
」
が
新
た
に
設
け
ら
れ
、
こ
の
時
間
を
使
っ
て
、

各
学
校
は
創
意
工
夫
を
生
か
し
た
特
色
あ
る
教
育
活
動

を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
だ
が
、「
総

合
的
な
学
習
の
時
間
」に
教
科
書
は
な
い
。目
標
や
テ
ー

マ
、
学
習
内
容
や
進
め
方
、
評
価
等
に
至
る
ま
で
、
各

学
校
が
考
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
と

き
か
ら
、
今
ま
で
の
学
校
に
は
な
か
っ
た
「
時
間
枠
」

の
中
身
を
組
み
立
て
る
と
い
う「
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
」

や
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
」
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
中
央
教
育
審
議
会
答
申

（
二
〇
〇
三
・
二
〇
〇
八
）
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の

解
説
（
二
〇
〇
八
）
な
ど
で
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
」
と
い
う
言
葉
が
た
び
た
び
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。

「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム・ 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」の
定
義

二
〇
一
五
年
八
月
、
中
央
教
育
審
議
会
の
論
点
整
理

に
お
い
て
、「
教
育
課
程
と
は
、
学
校
教
育
の
目
的
や

目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
教
育
の
内
容
を
子
供
の
心

身
の
発
達
に
応
じ
、
授
業
時
数
と
の
関
連
に
お
い
て
総

合
的
に
組
織
し
た
学
校
の
教
育
計
画
で
あ
り
、
そ
の
編

成
主
体
は
各
学
校
で
あ
る
。
各
学
校
に
は
、
学
習
指

導
要
領
等
を
受
け
止
め
つ
つ
、
子
供
た
ち
の
姿
や
地
域

の
実
情
等
を
踏
ま
え
て
、
各
学
校
が
設
定
す
る
教
育
目

標
を
実
現
す
る
た
め
に
、
学
習
指
導
要
領
等
に
基
づ
き

ど
の
よ
う
な
教
育
課
程
を
編
成
し
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ

を
実
施
・
評
価
し
改
善
し
て
い
く
の
か
と
い
う
『
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。」

と
学
校
教
育
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
重
要
性
が
謳う
た

わ
れ
た
。

こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
、
二
〇
一
七
年
三
月
に
公
示

さ
れ
た
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
「
各
学
校
に

お
い
て
は
、
児
童
や
学
校
、
地
域
の
実
態
を
適
切
に
把

握
し
、
教
育
の
目
的
や
目
標
の
実
現
に
必
要
な
教
育
の

内
容
等
を
教
科
横
断
的
な
視
点
で
組
み
立
て
て
い
く
こ

と
、
教
育
課
程
の
実
施
状
況
を
評
価
し
て
そ
の
改
善
を

図
っ
て
い
く
こ
と
、
教
育
課
程
の
実
施
に
必
要
な
人
的

又
は
物
的
な
体
制
を
確
保
す
る
と
と
も
に
そ
の
改
善
を

図
っ
て
い
く
こ
と
な
ど
を
通
し
て
、
教
育
課
程
に
基
づ

き
組
織
的
か
つ
計
画
的
に
各
学
校
の
教
育
活
動
の
質
の

向
上
を
図
っ
て
い
く
こ
と
（
以
下
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
い
う
。）
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」

と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
定
義
が
新
た
に

示
さ
れ
た
（
傍
線
部
筆
者
）。

次
回
以
降
で
は
、「
学
校
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
必
要
性
」
や
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
を
生
か
し
た
書
写
の
年
間
指
導
計

画
」、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
に
つ
な
が
る
書

写
授
業
」
な
ど
に
つ
い
て
提
案
し
て
い
く
。
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授業づくりに役立つ本，授業とからめて生徒に読ませたい本などを紹介するリレー連載。
今回のご担当は，甲斐利恵子先生（港区立赤坂中学校教諭）です。

語り継ぐ人
―体験していないことを,体験した人として語るということ―

東京都港区立赤坂中学校教諭

甲
か

斐
い

利
り

恵
え

子
こ

福岡県生まれ。光村図書中学校『国語』教科書
編集委員。専門は国語科単元学習。著書に，『聞
き手話し手を育てる』（共著・東洋館出版社）など。

三
年
前
、
戦
後
七
十
年
と
い
う
節
目

の
年
を
迎
え
、「
も
う
残
さ
れ
た
時
間

は
な
い
」
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
て
い

た
。
戦
争
体
験
者
が
高
齢
化
し
、
戦
争

を
語
れ
る
人
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

授
業
の
構
想
も
定
ま
ら
な
い
ま
ま
、

「
語
り
継
ぐ
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で

書
籍
を
検
索
。
頭
の
中
で
描
い
て
い
た

の
は
漠
然
と
し
た
太
平
洋
戦
争
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
太
平
洋
戦
争
と

一
言
で
言
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
ヒ
ロ

シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
、
特
攻
隊
、
真
珠
湾
、

沖
縄
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
語
り
継
ぐ

べ
き
事
実
」
が
存
在
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
戦
争
と
い
う
枠
組
み
の
外

に
も
、
フ
ク
シ
マ
や
阪
神
淡
路
大
震
災

な
ど
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
「
語
り
継
ぐ

べ
き
事
実
」
が
あ
っ
た
。

最
初
に
手
に
し
た
本
は『
平
和
は「
退

屈
」
で
す
か　
元
ひ
め
ゆ
り
学
徒
と
若

者
た
ち
の
五
〇
〇
日
』で
あ
っ
た
。「
語

る
人
」
と
「
語
り
継
ぐ
人
」
の
存
在
を

に
向
き
合
う
こ
と
で
、「
語
る
人
」
と

自
分
が
重
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
言
葉

が
生
ま
れ
、
豊
か
に
な
っ
て
い
く
。

「
魂
の
深
み
」に
は
到
底
及
ば
な
か
っ

た
が
、
発
表
原
稿
を
書
き
、
語
り
、
話

し
合
う
場
に
は
、「
語
る
人
」
に
で
き

る
限
り
寄
り
添
お
う
と
す
る
生
徒
の
姿

が
あ
っ
た
。「
語
り
継
ぐ
」
た
め
に
は

自
分
の
内
側
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
く
る

言
葉
が
、
何
よ
り
必
要
だ
と
感
じ
た
こ

と
だ
ろ
う
。
体
験
や
「
語
る
人
」
の
有

無
に
関
わ
ら
ず
、「
わ
が
こ
と
」
と
し

て
「
語
り
継
ぐ
」
こ
と
は
可
能
だ
と
感

じ
た
は
ず
で
あ
る
。

浮
き
彫
り
に
し
た
、
力
の
こ
も
っ
た
ル

ポ
で
あ
っ
た
。
こ
の
本
を
読
ん
で
、「
語

り
継
ぐ
人
に
な
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い

い
の
か
」
と
い
う
問
い
が
く
っ
き
り

と
し
た
形
と
な
っ
た
。
体
験
者
の
話
を
、

ま
じ
め
に
聞
い
た
か
ら
と
い
っ
て
「
語

り
継
ぐ
人
」
は
生
ま
れ
な
い
。
語
り
継

ぐ
と
は
、「
体
験
者
の
魂
の
深
み
に
ま

で
降
り
て
ゆ
き
、
見
た
こ
と
な
い
も
の
、

新
し
い
価
値
を
発
見
し
て
、
ふ
た
た
び

上
が
っ
て
く
る
創
造
的
な
」
も
の
だ
と

筆
者
は
い
う
。

授
業
は
そ
の
「
魂
の
深
み
に
降
り
て

い
く
」
こ
と
に
挑
戦
し
た
。
題
材
は
東

日
本
大
震
災
。
あ
の
日
の
こ
と
を
新
聞

記
者
が
語
っ
た
本
『
記
者
は
何
を
見
た

の
か　
３
・
11
東
日
本
大
震
災
』
の
中

か
ら
自
分
の
語
り
た
い
も
の
を
選
び
、

そ
の
内
容
に
た
く
さ
ん
の
問
い
を
自
分

で
立
て
て
い
く
。
そ
の
と
き
の
人
々
の

表
情
は
？　
服
装
は
？　
気
温
は
？　

声
の
ト
ー
ン
は
？　
さ
ま
ざ
ま
な
問
い

東日本大震災から５年の月日が流れ，当時
小学校５年生だった子どもは高校生になっ
た。幼い心に映ったあの日の光景。「辛い
過去」で終わらせない覚悟とエネルギー。
若者が語る言葉の重みを実感できる1冊。

あの日，取材しようと現地に
向かった記者たち。たどり
着けない記者，号泣する記
者，カメラのシャッターを押
せずに葛藤する記者。記者
たちの目に映った３.11が胸
に迫ってくる記録である。

一見，国語教育には無関係
に見えるが，ここには「語り」
（ナラティブ）を，患者と一
緒につくっていこうとする
医療者の基本姿勢が語られ
ている。ナラティブとエビ
デンスの調和は国語教育に
も大きな示唆を与えてく
れる。

授業に役立つ
ブックガイド

6
リ
レ
ー
連
載

BO
O

K
 GUIDE

１６歳の語り部
雁部	那由多，津田	穂乃果，相澤	朱音	著
佐藤	敏郎	監修
ポプラ社/2016年

ナラティブとかエビデンスとか
看護研究とか，さっぱりわかんない!
というナースのためのナラエビ医療学入門
斎藤	清二	著
日本看護協会出版会/2014年

記者は何を見たのか
３.11東日本大震災
読売新聞社	著
中公文庫/2014年

「戦争体験のない者が，戦争体験のない
者を相手に，戦争体験を語る」。この難
題に取り組む元ひめゆり学徒と若者たち
の日々。「語り継ぐ人」になる壁，喜び。社
会人になった若者たちも再び登場する。

平和は「退屈」ですか　
元ひめゆり学徒と
若者たちの五〇〇日
下嶋	哲朗	著
岩波現代文庫/2015年
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ベスト・エッセイ2019
日本文藝家協会編

〈編纂委員〉
角田光代，林真理子，藤沢周，町田康，
三浦しをん

人生における喜怒哀楽，悲喜こもごもを，
多様なジャンルの書き手たちが，高らか
に謳

うた

いあげます。渋み，深み，洒脱，コク
……。176編の珠玉のエッセイを，ぜひ
お楽しみください。

定価：本体1,800円+税
四六判／上製／346P
ISBN	978-4-8138-0110-8

飛ぶ教室58号
特集
しっぱいがいっぱい
へこむ。しょげる。涙もこぼれる。
子どもにも大人にも，
しっぱいがいっぱい！
そんな「失敗」との向き合い方を，
5編の創作，9編のエッセイで探ります。

定価：本体1,000円＋税
240㎜×182㎜／並製／104P
ISBN978-4-8138-0106-1

助成内容
❶	言語教育の内容・方法に関するもの（教育内容・方法部門）
❷	言語教育教材の質的向上に関するもの（教材部門）
❸	教育機器を利用した言語教育の在り方に関するもの（教育機器部門）

研究期間
令和2年4月〜令和3年3月（原則1年間）

応募資格
言語教育（国語，英語，日本語，道徳等）に関して研究開発を行う教員及び教育開発を行う小・中・高等
学校・大学・教育研究団体（学校の学年・教科単位を含む），上記に準ずると見なされる団体及び個人

助成件数及び金額
助成件数は60件程度
助成金額は1件につき原則として，学校・団体20万〜	35万円，個人15万〜25万円

助成金使途の制限
助成金の使途は，研究に直接関係するものに限ります。インフラ整備のための物品購入は対象となりま
せん。研修出張費は，交付額の30％を限度とし，研究に関係しない研修出張費は助成の対象とはなり
ません。

応募方法・締め切り
・研究開発活動についての企画書または実施した実践報告書等の参考書類を添えて，別に定める「助
　成金交付申請書」を，令和元年12月20日（金）必着で，当財団事務局に郵送のこと。
・「助成金交付申請書」を希望される方は，返信用切手（120円）を同封の上，当財団事務局までお申し
　込みいただくか，財団ホームページから申請書をダウンロードしてください。

決定・発表・交付
令和2年2月に当財団「選考会」にて選考を行い，選考結果は3月末までに文書にて通知します。交付は，
4月末までに指定された金融機関に振り込みます。

問い合わせ先
一般財団法人言語教育振興財団	事務局
〒141-0021	東京都品川区上大崎2-19-9
TEL	＆	FAX	03-3493-7340　E-mail:gengo-k@star.ocn.ne.jp

※詳細につきましては，財団のホームページ（https://gengo-k.jp）をご覧ください。

令和2年度「言語教育振興財団」研究助成金
一般公募のお知らせ

一般財団法人「言語教育振興財団」では，令和2年度も小・中・高等学校，大学，教育研
究団体等を対象として，今日の情報化・国際化・多様化の進展を踏まえ，言語教育（国
語教育・外国語教育等）の充実・発展を図るために，理論と実践の分野について優れた
研究開発を行う団体または個人に対して助成を行います。
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