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ば
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「
英
語
を
学
ぶ
」の
で
は
な
く

「
英
語
で
学
ぶ
」

国
語
と

外
国
語

本
誌
は
、
文
部
科
学
省
に
よ
る
「
教
科
書
採
択
の
公
正
確
保
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、（
一
社
）教
科
書
協
会
が
定
め
た
「
教
科
書
発
行
者
行
動
規
範
」
に
の
っ
と
っ
て
配
布
し
て
お
り
ま
す
。

国
語

指
導

「
対
話
的
で
深
い
学
び
」

っ
て
？

平
成
31
年
度
用
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科
書

訂
正
箇
所



1952年東京都生まれ。1986年『ルドルフとイッパイアッテナ』で講談社児童文学新人賞，1988年『ルドルフ ともだち ひとりだち』で野間児童文
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は，光村図書国語教科書（平成4～13年度版）に掲載。おもな作品に「西遊記」シリーズ（理論社），「アーサー王の世界」シリーズ（静山社）など多数。

児
童
文
学
作
家
　
斉さ

い

藤と
う  

洋ひ
ろ
し

　

こ
れ
は
、
あ
る
猫
の
物
語
で
あ
り
、
わ
た
し
の
物
語
で

も
あ
る
『
ル
ド
ル
フ
と
イ
ッ
パ
イ
ア
ッ
テ
ナ
』
の
冒
頭
の

こ
と
ば
だ
。

　

わ
た
し
は
、
こ
の
作
品
で
児
童
文
学
の
世
界
に
デ

ビ
ュ
ー
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
執
筆
し
た
の
は
一
九
八
六

年
の
春
だ
。
講
談
社
の
児
童
文
学
新
人
賞
に
応
募
し
よ
う

と
思
っ
て
、
ぼ
く
は
ル
ド
ル
フ
だ
。
…
…
と
書
き
は
じ
め

た
。
だ
か
ら
、
こ
の
こ
と
ば
は
、
主
人
公
ル
ド
ル
フ
の
物

語
の
は
じ
ま
り
の
こ
と
ば
で
あ
る
と
と
も
に
、
わ
た
し
が

児
童
文
学
作
家
の
道
に
一
歩
踏
み
だ
し
た
瞬
間
の
こ
と
ば

で
も
あ
る
。

　

と
に
か
く
児
童
文
学
の
物
語
を
書
く
な
ど
、
は
じ
め
て

だ
っ
た
し
、
物
語
の
書
き
方
を
誰
か
に
習
っ
た
わ
け
で
も

な
い
の
で
、
わ
た
し
は
ど
う
書
き
だ
し
て
い
い
か
わ
か
ら

ず
、
と
り
あ
え
ず
そ
う
書
き
だ
し
た
の
だ
ろ
う
。
だ
ろ
う

と
い
う
の
は
、
す
で
に
三
十
年
以
上
も
前
の
こ
と
だ
か
ら
、

は
っ
き
り
覚
え
て
い
な
い
か
ら
だ
。
だ
が
、
今
思
う
と
、

こ
れ
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
、
ル
ド
ル
フ
に
と
っ
て
も
、
わ
た
し
に
と
っ
て
も

最
初
の
物
語
で
、
ル
ド
ル
フ
は
ま
ず
、
自
分
が
猫
で
あ
る

こ
と
よ
り
も
さ
き
に
、
名
を
名
乗
る
。
猫
や
人
間
で
あ
る

こ
と
は
、
変
更
不
可
能
な
宿
命
的
要
素
で
あ
る
。
だ
が
、

名
は
そ
う
で
は
な
い
。
変
え
る
こ
と
は
可
能
だ
。

　

と
は
い
え
、
名
は
、
あ
る
遺
伝
子
を
背
負
っ
て
、
あ
る

環
境
の
中
で
生
き
て
き
た
自
分
を
表
そ
う
と
す
る
と
き
の

最
初
の
名
詞
だ
。
つ
ま
り
固
有
4

4

名
詞
な
の
だ
。
そ
れ
ま
で

い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
に
し
て
も
、
と
も
あ
れ
前
向
き
に
生
き

て
い
こ
う
と
い
う
意
志
表
明
が
名
乗
り
な
の
だ
。

　

ル
ド
ル
フ
は
そ
う
い
う
意
志
表
明
と
し
て
、
ま
ず
、

「
ぼ
く
は
ル
ド
ル
フ
だ
。」

と
名
乗
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
き
っ
と
こ
の
と
き
、

三
十
三
歳
の
わ
た
し
は
、

「
ぼ
く
は
ル
ド
ル
フ
だ
。」

と
書
き
は
じ
め
る
と
同
時
に
、

「
わ
た
し
は
斉
藤
洋
だ
。」

と
言
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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今
号
は
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
新
設
さ
れ
た
「
情
報

の
扱
い
方
に
関
す
る
事
項
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

　

学
習
指
導
要
領
の
中
で
の
位
置
づ
け
や
扱
い
方
に
つ
い

て
、
樋
口
直
宏
先
生
（
筑
波
大
学
教
授
）
に
Ｑ
＆
Ａ
形
式
で

お
答
え
い
た
だ
く
ほ
か
、西 

勝
巳
先
生
（
関
西
大
学
初
等
部
）

に
よ
る
五
年
生
の
授
業「
想
像
力
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
よ
う
」

を
ご
紹
介
し
ま
す
。「
情
報
の
扱
い
方
」
を
身
に
つ
け
る
こ

と
で
、
思
考
力
を
い
っ
そ
う
高
め
る
こ
と
を
目
ざ
し
ま
す
。

&

特
集

特
集

「
情
報
の
扱
い
方
」を

 
身
に
つ
け
て

 

思
考
力
を
高
め
る

「
情
報
の
扱
い
方
」を

 

身
に
つ
け
て

 

思
考
力
を
高
め
る

　
　
　
　
　

今
回
、
国
語
科
に
新
設
さ
れ
た
「
情

報
の
扱
い
方
に
関
す
る
事
項
」
は
、
話

や
文
章
を
全
て
情
報
と
捉
え
て
、
そ
の
中
か
ら
重

要
な
も
の
を
取
り
出
し
た
り
、
整
理
し
た
り
、
そ

の
関
係
を
理
解
し
て
使
う
力
を
系
統
立
て
て
示
し

て
い
ま
す
（
※
１
）。
例
え
ば
、
昨
年
十
一
月
に
行

わ
れ
た
大
学
入
試
の
試
行
調
査
（
※
２
）
に
お
い

て
も
、
生
徒
会
部
活
動
規
約
と
い
っ
た
文
書
や
ア

ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
情
報
を
読
み
取
る
と
か
、
会

話
か
ら
情
報
を
読
み
取
っ
て
自
分
の
考
え
を
書
く

と
い
っ
た
、情
報
を
多
角
的
・
複
合
的
に
読
み
取
っ

て
表
現
し
て
い
く
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
調
査
以
来
、
論
理
的
な
思
考
力
の
育

　
　
　
「
情
報
の
扱
い
方
に
関
す
る
事

項
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

成
の
た
め
に
は
、
こ
う
い
っ
た
読
み
の
力
が
必
要

だ
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
、
よ
り
具
体

的
に
指
導
事
項
と
し
て
あ
が
っ
て
き
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
は
国
語
科
だ
け
で
担
う
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
総
則
に
は
、
学
習
の
基
盤
と
な

る
資
質
・
能
力
と
し
て
、「
言
語
能
力
」「
問
題
発

見
・
解
決
能
力
」
と
並
ん
で
、「
情
報
活
用
能
力
」

が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
情
報
活
用
能
力
」
は
、

教
科
等
横
断
的
な
視
点
で
育
成
す
る
も
の
で
あ
り
、

教
育
課
程
の
編
成
を
図
る
う
え
で
重
要
な
も
の
の

一
つ
で
す
。
国
語
科
で
は
そ
の「
情
報
活
用
能
力
」

の
ど
の
よ
う
な
側
面
を
担
う
べ
き
な
の
か
。
教
科

の
特
質
を
生
か
し
な
が
ら
育
成
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
回
、
国
語
科
に
新
設
さ
れ
た

「
情
報
の
扱
い
方
に
関
す
る
事
項
」
は
、
そ
の
よ

う
な
位
置
づ
け
の
中
に
あ
る
も
の
な
の
で
す
。

1

　

新
設
さ
れ
た
「
情
報
の
扱
い
方
に
関
す
る
事
項
」
と
は
、
新
し
い
学
習
指

導
要
領
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
の
も
の
な
の
か
、
ま
た
、
そ
の
資
質
・

能
力
を
ど
の
よ
う
に
育
成
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
に
つ
い
て
、
樋ひ

口ぐ
ち

直な
お

宏ひ
ろ
先

生
（
筑
波
大
学
教
授
）
に
お
う
か
が
い
し
ま
し
た
。

1

※１　小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示）国語
〔知識及び技能〕⑵ 情報の扱い方に関する事項

※２　独立行政法人大学入試センターが実施した，大学入学共通テスト導入に向けた試行調査。

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年

⑵  話や文章に含まれている情報の扱い方に関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

情報と情報
との関係

ア 　共通，相違，事柄の順序など情
報と情報との関係について理解す
ること。

ア 　考えとそれを支える理由や事
例，全体と中心など情報と情報と
の関係について理解すること。

ア 　原因と結果など情報と情報との
関係について理解すること。

情報の整理 イ 　比較や分類の仕方，必要な語句
などの書き留め方，引用の仕方や
出典の示し方，辞書や事典の使い
方を理解し使うこと。

イ 　情報と情報との関係付けの仕
方，図などによる語句と語句との
関係の表し方を理解し使うこと。
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扱
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」を
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樋
ひ

口
ぐち

直
なお

宏
ひろ

筑波大学教授。1965年東京都
生まれ。専門は教育方法学（批判
的思考，授業研究，小中一貫教育）。
著書に，『批判的思考指導の理論
と実践』（学文社），『実践に活か
す 教育課程論・教育方法論』（共
著・学事出版）など。

の
部
分
で
挙
げ
な
が
ら
説
明
し
て
い

ま
す
。
授
業
で
は
、
こ
う
し
た
構
造

に
気
を
つ
け
て
文
章
の
内
容
を
理
解

し
て
い
き
ま
す
が
、
一
度
内
容
を
理

解
し
た
後
に
、
文
章
の
構
造
と
内
容

の
理
解
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ

と
を
改
め
て
意
識
づ
け
て
い
く
こ
と

が
大
切
で
す
。

　
　
　
　
　

子
ど
も
た
ち
に
、
た
だ

「
考
え
ま
し
ょ
う
」と
言
っ

て
も
、
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
分

か
ら
な
い
も
の
で
す
。「
考
え
る
」

と
い
う
言
葉
を
「
分
類
す
る
」「
比
較
す
る
」
な

ど
の
具
体
的
な
言
葉
に
置
き
換
え
て
、
考
え
を
促

す
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。

　

思
考
ツ
ー
ル
は
、
そ
の
た
め
の
道
具
の
一
つ
に

な
り
ま
す
。
情
報
と
情
報
と
の
関
係
を
捉
え
た
り
、

整
理
し
た
り
す
る
段
階
で
役
立
つ
と
い
え
ま
す
。

　
　
　
「
情
報
の
扱
い
方
」

を
身
に
つ
け
る
た
め
に
、

「
思
考
ツ
ー
ル
」
を
使
う

こ
と
は
有
効
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
「
情
報
の
扱
い
方
に
関
す
る
事
項
」

は
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
三
つ
の

柱
の
う
ち
、「
知
識
及
び
技
能
」
の
中
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
理
解
し
た
り
表
現

し
た
り
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
生
き
て
働
く
よ

う
、「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
」
と
相
互

に
関
連
し
合
い
な
が
ら
育
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
順
序
や
理
由
と
い
っ
た
要
素

を
明
確
化
す
る
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
、

取
り
立
て
指
導
を
す
る
の
も
一
つ
の
方
法
で
す
が
、

そ
う
し
た
情
報
の
読
み
取
り
方
や
操
作
の
し
か
た

を
身
に
つ
け
る
だ
け
で
は
効
果
的
な
指
導
と
は
い

え
ま
せ
ん
。「
情
報
の
扱
い
方
」
は
、「
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
全
て
の

領
域
に
関
わ
る
資
質
・
能
力
で
あ
り
、
こ
れ
ら
と

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
指
導
の
効
果
が
高
ま
る
の

で
す
。

　

国
語
科
の
授
業
の
中
で
は
、
短
い
説
明
文
教
材

で
練
習
し
て
み
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、

四
年
「
大
き
な
力
を
出
す
」
で
は
、「
は
じ
め
」

と
「
終
わ
り
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
筆
者
の
考

え
」
に
つ
い
て
、「
そ
れ
を
支
え
る
事
例
」
を
「
中
」

　
　
　
「
情
報
の
扱
い
方
に
関
す
る
事

項
」
は
、
授
業
の
中
で
取
り
立
て
て

指
導
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。

じ
点
と
ち
が
う
点
で
比
べ
る
」
と
い
う
、
考
え
る

た
め
の
技
法
（
思
考
ス
キ
ル
）
を
身
に
つ
け
る
こ

と
が
目
的
で
、
そ
の
思
考
操
作
を
助
け
る
の
が
思

考
ツ
ー
ル（
こ
こ
で
は
ベ
ン
図
）で
す
。
思
考
ツ
ー

ル
は
、
操
作
が
分
か
り
や
す
い
道
具
な
の
で
、
ク

ラ
ス
の
中
の
思
考
力
の
差
を
埋
め
て
く
れ
る
役
割

も
あ
り
ま
す
。

　

思
考
ツ
ー
ル
を
使
っ
た
授
業
で
、
関
西
大
学
初

等
部
の
実
践
に
興
味
深
い
事
例
が
あ
り
ま
す
。「
ワ

ニ
と
キ
ュ
ウ
リ
」
を
ベ
ン
図
で
比
較
す
る
と
い
う

も
の
で
す
。
突
拍
子
も
な
い
組
み
合
わ
せ
で
、
こ

れ
だ
け
聞
く
と
、
な
ぜ
こ
の
二
つ
を
比
較
さ
せ
る

の
か
分
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
ま
り

に
も
意
外
な
組
み
合
わ
せ
だ
か
ら
こ
そ
、
共
通
点

と
相
違
点
の
探
し
が
い
が
あ
る
の
で
す
。「
と
げ

み
た
い
な
の
が
あ
る
」「
色
が
似
て
い
る
」
な
ど
、

い
ざ
探
し
始
め
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま

な
共
通
点
を
見
つ
け
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
ら
を
ベ

ン
図
に
整
理
し
て
い
き
ま
す
。

　

思
考
操
作
を
重
点
化
す
る
こ
と
が
目
的
の
授
業

な
の
で
、
多
少
の
ゲ
ー
ム
性
を
も
た
せ
て
い
る
の

が
特
徴
で
す
。
た
だ
の
情
報
整
理
で
は
お
も
し
ろ

み
が
な
い
で
す
か
ら
ね
。
汎
用
性
の
あ
る
ス
キ
ル

な
の
で
、
一
度
学
ん
で
お
く
と
、
他
の
全
て
の
教

科
で
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
実
際
、
こ
れ

を
学
ん
だ
あ
と
、
他
の
授
業
で
「
Ａ
と
Ｂ
は
ど
う

違
う
か
な
」
と
問
い
か
け
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は

自
主
的
に
ベ
ン
図
を
使
っ
て
考
え
始
め
た
そ
う
で

す
。

　

た
だ
、
思
考
ツ
ー
ル
は
、
あ
く
ま
で
道
具
の
一

つ
な
の
で
、
こ
れ
を
使
う
こ
と
が
目
的
に
な
っ
て

は
い
け
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　

情
報
を
読
み
取
る
と
き
よ
り
も
、
表

現
す
る
と
き
に
、
そ
の
必
然
性
を
感
じ

る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
と
き
、

限
ら
れ
た
時
間
の
中
に
伝
え
た
い
こ
と
を
盛
り
込

む
た
め
に
は
、
情
報
の
精
査
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
主
張
や
根

拠
と
な
る
理
由
を
考
え
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
資

料
を
提
示
す
る
か
な
ど
、
必
然
的
に
情
報
の
扱
い

方
を
工
夫
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

授
業
に
お
い
て
は
、
情
報
を
整
理
し
な
が
ら
思

考
力
を
高
め
、
表
現
に
生
か
せ
る
よ
う
に
な
る
こ

と
を
目
ざ
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
取
り
立
て

　
　
　
子
ど
も
た
ち
が
、「
情
報
の

扱
い
方
」
を
身
に
つ
け
る
必
然
性
を

感
じ
る
に
は
、
ど
ん
な
指
導
が
考
え

ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

指
導
を
は
じ
め
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
は
あ
り

ま
す
が
、
楽
し
い
題
材
や
ゲ
ー
ム
の
要
素
を
取
り

入
れ
な
が
ら
、
六
年
間
の
継
続
的
な
積
み
重
ね
を

大
切
に
し
て
読
解
や
表
現
活
動
と
も
つ
な
げ
て

く
だ
さ
い
。
そ
の
よ
う
な
授
業
で
培
わ
れ
た
力

は
、「
情
報
活
用
能
力
」
の
基
盤
と
な
る
と
と
も
に
、

推
理
や
判
断
、
批
評
や
創
造
と
い
っ
た
、
子
ど
も

た
ち
が
自
分
の
考
え
を
形
成
す
る
こ
と
に
も
結
び

付
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。　
　

思
考
ツ
ー
ル
を
使
う
こ
と
で
、
情
報
が
可
視
化
さ

れ
、
子
ど
も
た
ち
に
自
然
な
か
た
ち
で
思
考
を
促

す
こ
と
が
で
き
る
の
が
利
点
で
す
。

　

例
え
ば
、国
語
教
科
書
（
六
年
ｐ
261
）
に
は
、「
同

じ
点
と
ち
が
う
点
で
比
べ
る
」
た
め
の
道
具
と
し

て
、ベ
ン
図
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
（
※
３
）。「
同

▲※３　『国語』6 年巻末付録「考えを助ける図表」

2
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第
１
次

第
３
次

第
２
次

が
り
を
可
視
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
四
つ
の
「
想
像

力
の
ス
イ
ッ
チ
」（『
事
実
か
な
、印
象
か
な
。』『
他

の
見
方
も
な
い
か
な
。』『
何
が
か
く
れ
て
い
る
か

な
。』『
ま
だ
分
か
ら
な
い
よ
ね
。』）
に
も
自
然
に

目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
こ
か
ら
が
、
本
時
の
指
導
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

先
生　

こ
の
文
章
に
は
、「
想
像
力
の
ス
イ
ッ
チ
」

以
外
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
は
な
い
の
か
な
？　

　
「
想
像
力
の
ス
イ
ッ
チ
」
と
い
う
言
葉
に
込
め

　

本
時
は
、
お
お
ま
か
な
文
章
構
成
を
つ
か
み
、

事
例
と
筆
者
の
意
見
を
整
理
し
た
う
え
で
、
キ
ー

ワ
ー
ド
で
あ
る
「
想
像
力
の
ス
イ
ッ
チ
」
に
着
目

す
る
活
動
を
行
い
ま
す
。

　

全
文
を
三
つ
の
ま
と
ま
り
に
分
け
、
事
例
と
意

見
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
引
く
と
こ
ろ
ま
で
学
習
は

ス
ム
ー
ズ
に
進
み
ま
し
た
。
事
例
と
意
見
の
つ
な

ら
れ
た
筆
者
の
考
え
を
詳
し
く
読
み
取
る
た
め
に
、

西
先
生
は
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
し
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は
、
次
の
言
葉
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
は

な
い
か
と
予
想
し
ま
し
た
。

　
【
予
想
】
メ
デ
ィ
ア
、情
報
、想
像
、事
実
、印
象
、 

　
　
　

 　

 

見
方
、
報
道

　

こ
こ
で
、
子
ど
も
た
ち
に
さ
ら
に
考
え
さ
せ
ま

す
。

先
生　

た
く
さ
ん
出
て
き
た
け
れ
ど
、
ど
れ
が
本

当
に
キ
ー
ワ
ー
ド
な
ん
だ
ろ
う
ね
。

児
童　

本
文
に
何
回
も
登
場
す
る
言
葉
が
キ
ー

ワ
ー
ド
や
と
思
う
。

先
生　

あ
あ
、
な
る
ほ
ど
。
大
事
な
言
葉
だ
か
ら
、

何
回
も
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
だ
ね
。

児
童　

じ
ゃ
あ
、
ど
れ
が
多
い
か
数
え
て
み
れ
ば

え
え
や
ん
。　

児
童　

賛
成
！　

で
も
、
一
人
で
数
え
る
の
は
大

変
だ
か
ら
、
グ
ル
ー
プ
の
中
で
分
担
し
て
数
え
る

の
が
い
い
と
思
う
。

　

予
想
し
た
言
葉
が
本
文
に
何
回
登
場
す
る
の
か
、

全
員
で
数
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
（
次
ペ
ー

ジ
※
１
）。

　

し
か
し
実
際
に
数
え
て
み
た
と
こ
ろ
、
子
ど
も

か
ら
疑
問
の
声
が
あ
が
り
ま
す
。

児
童　

多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
大
切
な
の
か
な
？

児
童　

た
く
さ
ん
出
て
く
る
け
ど
、
キ
ー
ワ
ー
ド

と
は
い
え
な
い
言
葉
も
あ
る
よ
ね
。

先
生　

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
？

児
童　

た
と
え
ば
「
報
道
」
と
か
は
、
筆
者
の
考

え
と
は
、
直
接
の
関
係
は
な
さ
そ
う
。

先
生　

単
純
に
出
て
く
る
回
数
だ
け
で
決
め
ら
れ

な
い
と
い
う
こ
と
だ
ね
。

児
童　

ま
と
め
の
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
言
葉
が

キ
ー
ワ
ー
ド
じ
ゃ
な
い
か
な
。

　
「
想
像
力
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
よ
う
」
は
、

事
例
と
意
見
の
関
係
を
押
さ
え
て
読
み
、
考

え
を
ま
と
め
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
説
明
文

で
す
。

　

西
先
生
の
授
業
の
ね
ら
い
は
、「
情
報
を

整
理
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
い
か
に
し
て
自

分
の
表
現
に
も
っ
て
い
く
か
」
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
り
ま
す
。
文
章
を
し
っ
か
り
読
み
取

る
こ
と
を
通
し
て
思
考
力
を
高
め
、
そ
れ
を

表
現
に
つ
な
げ
て
い
く
手
立
て
に
つ
い
て
ご

紹
介
し
ま
す
。

「
想
像
力
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
よ
う
」

　
─
情
報
を
整
理
し
、表
現
に
つ
な
げ
る
─

関
西
大
学
初
等
部　

西に
し		

勝か
つ

巳み	

先
生	

× 

五
年
生
（
29
名
）

指導計画（全 8時間）

事
例
と
意
見
の
関
係
を
捉
え
る

　  3・4 時    

キ
ー
ワ
ー
ド
は

何
か
な
？

授
業
　
リ
ポ
ー
ト  

・ メディアについて知っていることや  
　経験したことを伝え合う。

 ・全文を読み，初発の感想を書く。

  

１
時   

・本文シートをノートに貼る。
 ・おおまかな文章構成をつかむ。
 ・キーワードの確認。

  

３
時   

・事例と筆者の意見の関係を捉える。
 ・ 「想像力のスイッチ」という表現に着

目する。

  

４
時   

・ 「想像力のスイッチ」について考え，
自分の意見をもつ。

  ・「メディア側の努力」について考える。

  

５
時   

・ 「メディア側の努力」についての意
見交流。

 ・本文中の比喩表現のリライト。

  

６
時   

・初発の感想の交流。
 ・学習課題づくり。

  

２
時   

・ 「メディアとどう関わるべきか」自
分の意見をまとめる。

  

７
時   

・前時に書いた文章を読み合う。

  

８
時   
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新
し
く
提
案
さ
れ
た
観
点
で
も
う
一
度
考
え
直

し
た
結
果
、「
思
い
こ
み
」「
大
切
」
と
い
っ
た
キ
ー

ワ
ー
ド
が
新
た
に
出
て
き
た
い
っ
ぽ
う
、「
見
方
」

や
「
報
道
」
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
の
候
補
か
ら
外
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

と
い
う
疑
問
は
、
二
時
に
子
ど
も
か
ら
出
さ
れ
た

も
の
で
し
た
。
こ
こ
で
そ
の
学
習
課
題
を
提
示
し
、

班
ご
と
に
話
し
合
う
時
間
を
設
け
ま
し
た
（
※
２
）。

　

授
業
の
冒
頭
、
西
先
生
は
、「
今
日
は
、『
四
つ

の
想
像
力
の
ス
イ
ッ
チ
』
に
つ
い
て
も
う
一
度
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
言
い
な
が
ら
、
四

つ
の
ス
イ
ッ
チ
を
板
書
し
ま
し
た
。

　

Ａ　

事
実
か
な
、
印
象
か
な

　

Ｂ　

他
の
見
方
も
な
い
か
な

　

Ｃ　

何
が
か
く
れ
て
い
る
か
な

　

Ｄ　

ま
だ
分
か
ら
な
い
よ
ね

先
生　

こ
の
四
つ
は
、
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ

と
だ
か
分
か
る
？

　

前
時
ま
で
は
、
教
材
文
を
も
と
に
、
筆
者
の
考

え
る
「
想
像
力
の
ス
イ
ッ
チ
」
に
つ
い
て
考
え
ま

し
た
が
、
子
ど
も
た
ち
が
こ
の
言
葉
を
具
体
的
に

イ
メ
ー
ジ
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
す
る
た
め

に
、
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
し
ま
し
た
。

【『
事
実
か
な
、
印
象
か
な
。』
に
つ
い
て
】

児
童　

そ
れ
が
本
当
の
こ
と
か
、
単
な
る
思
い
込

み
か
考
え
る
と
い
う
こ
と
。

児
童　

ネ
ッ
ト
で
買
っ
た
物
が
、
広
告
で
見
た
物

よ
り
も
小
さ
く
て
、
実
際
と
印
象
は
違
う
こ
と
が

あ
る
と
思
っ
た
。

児
童　

本
当
の
こ
と
な
の
か
、
デ
マ
な
の
か
。

先
生　

デ
マ
っ
て
何
？

児
童　

事
実
と
は
違
う
…
…
、
う
そ
の
情
報
。

【『
他
の
見
方
も
な
い
か
な
。』
に
つ
い
て
】

児
童　

答
え
は
一
つ
じ
ゃ
な
く
て
、
他
の
答
え
も

な
い
か
な
っ
て
考
え
る
こ
と
。
例
え
ば
、
百
円
の

お
小
遣
い
で
、「
た
っ
た
百
円
か
」
っ
て
考
え
る

人
も
い
る
け
ど
、「
う
ま
い
棒
が
い
っ
ぱ
い
買
え

る
や
ん
」
っ
て
い
う
考
え
方
も
あ
る
。

児
童　

一
つ
の
方
向
だ
け
で
な
く
、
多
方
面
か
ら

見
る
と
い
う
こ
と
。

　

抽
象
と
具
体
を
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
往
復
さ

せ
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
を
教
材
文
に
近
づ
か

せ
ま
す
。

先
生　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
四
つ
の
ス
イ
ッ
チ
に
優

先
順
位
っ
て
あ
る
と
思
う
？　

い
ち
ば
ん
大
切
な

の
は
何
か
、
と
い
う
言
い
方
を
し
た
ほ
う
が
分
か

り
や
す
い
か
な
。

　
「
四
つ
の
ス
イ
ッ
チ
に
優
先
順
位
は
あ
る
の
か
」

▲※１　児童のノート。これらの言葉が本文に何回登場するか数
えたもの。初めは，「見方」「報道」などの言葉がキーワードでは
ないかと予想したが，学習する中で，「思いこみ」「大切」という
言葉に気がついた。

▲※２　話し合いながら，班の意見をホワイトボードに書き込んでいく。

教
材
に
近
づ
き
、自
分
の
意
見
を
も
つ

　    5 時      

ス
イ
ッ
チ
の

優
先
順
位
は
？

　

こ
う
し
た
キ
ー
ワ
ー
ド
の
絞
り
込
み
も
、
情

報
整
理
の
一
つ
と
い
え
ま
す
。子
ど
も
た
ち
は
、

意
味
を
も
た
な
い
情
報
整
理
は
し
た
が
り
ま
せ

ん
。
今
回
は
、子
ど
も
か
ら
「
数
え
て
み
よ
う
」

と
い
う
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。
実
際
に
や
ら
せ

て
納
得
さ
せ
る
こ
と
で
、
必
然
性
の
あ
る
情
報

整
理
と
な
り
、
主
体
的
な
読
み
取
り
へ
と
つ
な

が
り
ま
し
た
。

授
業
者
よ
り
本
時
の
ポ
イ
ン
ト

児�

童　

Ａ
を
考
え
た
か
ら
Ｂ
が
出
て
き
て
、
Ｂ
を
考
え
た
か
ら
Ｃ
が

出
て
き
て
…
…
。
だ
か
ら
、
Ａ
→
Ｂ
→
Ｃ
→
Ｄ
の
順
で
し
ょ
。

児�

童　

教
科
書�

182�

ペ
ー
ジ
の
五
行
目
に
、「
最
後
に
、
い
ち
ば
ん
大

切
な
の
は
」
っ
て
書
い
て
あ
る
。
だ
か
ら
Ｄ
が
い
ち
ば
ん
だ
よ
。

児�

童　

筆
者
は
そ
う
か
も
し
れ
ん
け
ど
、
私
は
違
う
な
あ
。
例
え
ば
、

広
告
を
見
た
と
き
に
、最
初
か
ら
『
ま
だ
分
か
ら
な
い
よ
ね
。』
っ

て
考
え
へ
ん
よ
。『
事
実
か
な
、
印
象
か
な
。』
が
先
だ
と
思
う
。

一班の話し合い三班の話し合い 二班の話し合い

児�

童　

筆
者
が
伝
え
た
い
の
は
「
想
像
力
の
ス
イ
ッ
チ
」
と
い
う
言

葉
で
し
ょ
。
そ
の
言
葉
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
四
つ
全
部
必
要
だ

か
ら
、
順
番
は
つ
け
ら
れ
へ
ん
よ
。

児�

童　

全
部
大
事
な
の
は
分
か
っ
て
る
け
ど
、
そ
の
中
で
ど
れ
が
い

ち
ば
ん
な
の
か
を
考
え
る
ん
で
し
ょ
。

児�

童　

全
部
一
位
だ
よ
。

児�

童　

う
ー
ん
、
そ
う
か
な
あ
。

児�

童　
「
想
像
力
の
ス
イ
ッ
チ
」っ
て
い
う
大
き
な
マ
ル
の
中
に
、「
事

実
」
と
「
印
象
」
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
を
考
え
る

ん
だ
と
思
う
。

児�

童　

そ
う
か
な
？　

ま
ず
、
Ｃ
の
『
何
が
か
く
れ
て
い
る
か
な
。』

を
考
え
て
、
そ
れ
が
「
事
実
」
な
の
か
「
印
象
」
な
の
か
考
え
る

ん
じ
ゃ
な
い
？

児�

童　

最
初
が
Ａ
な
の
か
Ｃ
な
の
か
迷
う
け
ど
、
最
後
は
Ｄ
だ
よ
ね
。
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　説明文では、何が（内容）どの

ように（表現）書かれているかを

読み取っていくことが大切です。

内容と表現をうまくつなげて読み

取るためには、子どもたちに論理

（つながりとその理由）を気づか

せることから始めます。本単元で

は「想像力のスイッチを入れよう」

とは何かについて、叙述から情報

を取り出し、その情報に自分の知

識や体験を重ねながら、考えを整

理したり広げたりしていくような

探求的な思考力と、伝えたい・伝

えるべきことを論理的に記述して

いけるような表現力を鍛えること

を目ざしました。本活動が新しい

学習指導要領の新設事項「情報の

扱い方」を取りあげるうえでのポ

イントになると考えています。
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二
十
分
ほ
ど
話
し
合
っ
た
あ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

班
の
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
を
教
室
の
前
に
並
べ
て
、

意
見
を
共
有
す
る
時
間
を
設
け
ま
し
た
。
班
ご
と

の
発
表
の
あ
と
、
西
先
生
は
子
ど
も
た
ち
に
さ
ら

に
考
え
さ
せ
ま
す
。

先
生　

み
ん
な
が
大
切
だ
と
思
っ
た
の
は
、
Ａ
が

多
か
っ
た
ね
。
で
も
、
筆
者
が
大
切
だ
と
思
っ
て

い
る
の
は
…
…
。

児
童　

Ｄ
の
『
ま
だ
分
か
ら
な
い
よ
ね
。』。

先
生　

筆
者
は
、
な
ぜ
Ｄ
が
大
切
だ
と
思
っ
た
ん

だ
ろ
う
。

　

西
先
生
は
、
こ
の
答
え
を
す
ぐ
に
は
求
め
ず
、

こ
れ
が
次
の
課
題
「
メ
デ
ィ
ア
側
の
努
力
」
に
つ

い
て
考
え
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
と
伝
え
ま
し
た
。
各

自
、
三
分
間
で
思
い
つ
く
こ
と
を
書
き
、
そ
の
後
、

ク
ラ
ス
全
体
で
共
有
す
る
時
間
を
設
け
ま
し
た
。

【
子
ど
も
た
ち
か
ら
出
た
意
見
】

　
❶ 

誤
っ
た
思
い
込
み
を
伝
え
な
い
よ
う
に
す
る
。

　
❷ 

公
正
・
公
平
に
伝
え
る
。

　
❸  

一
度
に
全
て
の
こ
と
を
伝
え
き
れ
な
い
の
で
、

大
事
だ
と
思
う
こ
と
を
選
ぶ
。

　
❹ 

少
し
で
も
早
く
伝
え
る
。

　

本
文
に
は
、
情
報
を
受
け
取
る
側
の
努
力
は
書

か
れ
て
い
ま
す
が
、「
メ
デ
ィ
ア
側
の
努
力
」
に

つ
い
て
は
何
も
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
教
材
を
十

分
読
み
込
ん
だ
う
え
で
こ
の
課
題
に
つ
い
て
考
え

さ
せ
た
結
果
、
三
分
と
い
う
短
い
時
間
の
中
で
的

確
な
意
見
が
出
ま
し
た
。

【
児
童
の
ノ
ー
ト
よ
り
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

わ
た
し
は
、「
想
像
力
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
よ

う
」
を
読
ん
で
、
筆
者
に
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、「『
事
実
か
な
、印
象
か
な
。』

と
考
え
て
み
る
こ
と
が
大
切
。」と
い
う
文
章
で
す
。

　

わ
た
し
も
事
実
な
の
か
印
象
な
の
か
、
よ
く
考

え
る
べ
き
と
い
う
経
験
が
あ
り
ま
し
た
。
よ
く
ス

マ
ホ
に
特
別
セ
ー
ル
の
ち
ら
し
な
ど
の
お
知
ら
せ

が
と
ど
き
ま
す
。
わ
た
し
は
、
聞
い
た
こ
と
が
な

い
お
店
だ
と
、
う
そ
の
情
報
か
な
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）　　
　
　
　
　
　
　

　

わ
た
し
は
こ
れ
か
ら
、
メ
デ
ィ
ア
は
情
報
を
知

る
一
つ
の
方
法
と
し
て
活
用
し
た
ら
い
い
と
思
い

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

い
よ
い
よ
本
時
は
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る

時
間
で
す
。
西
先
生
は
さ
っ
そ
く
、
学
習
課
題
を

提
示
し
ま
し
た
。

先
生　
「
わ
た
し
た
ち
は
メ
デ
ィ
ア
と
ど
う
か
か

わ
っ
て
い
け
ば
い
い
か
。」
こ
れ
が
、
今
日
の
課

題
で
す
。
自
分
の
主
張
を
し
っ
か
り
ノ
ー
ト
に
書

い
て
も
ら
お
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
前
に
ひ
と
つ
。
書
く
と
き
の
モ
デ
ル
を
提

示
し
て
お
き
ま
す
。
こ
の
と
お
り
に
書
き
な
さ
い
、

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
よ
。
参
考
に
し
て
み

て
く
だ
さ
い
。

　

そ
う
言
い
な
が
ら
、
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
お

い
た
モ
デ
ル
文
型
の
短
冊
を
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に

提
示
し
ま
し
た
（
※
３
）。

　

書
き
だ
し
の
一
文
と
、
結
論
の
書
き
だ
し
方
は

具
体
的
に
示
し
、
書
く
こ
と
が
苦
手
な
子
ど
も
で

も
取
り
組
み
や
す
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、

自
分
の
体
験
（
ど
の
ス
イ
ッ
チ
と
関
連
し
て
い
る

の
か
）
を
必
ず
入
れ
る
よ
う
に
伝
え
ま
し
た
。

▲※３　「わたしたちはメディアとどうかかわっていけばいいか。」のモデル文型。

授業を終えて

自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る

　    7 時      

メ
デ
ィ
ア
と
ど
う

関
わ
る
べ
き
か
？

兵庫県神戸市生まれ。神戸大学附属小学校
在職中より，国語科は技能教科であるとの視
座から，「話す・聞く」「読む」「書く」の表現
力向上を目ざした実践研究をしている。主に
兵庫県下で，各地域・学校の研究テーマに合
わせた国語教育の推進にも取り組んでいる。  

西
にし

		勝
かつ

巳
み

　

筆
者
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
る
の
は
『
ま
だ

分
か
ら
な
い
よ
ね
。』
で
し
た
が
、
子
ど
も
た

ち
の
大
多
数
は
、『
事
実
か
な
、
印
象
か
な
。』

が
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の
筆
者
と

の
距
離
感
（
ず
れ
）
を
き
っ
か
け
に
、
子
ど
も

自
身
の
考
え
を
明
確
に
さ
せ
た
い
と
考
え
ま
し

た
。
ま
た
、『
ま
だ
分
か
ら
な
い
よ
ね
。』
を
ヒ

ン
ト
に
し
て
「
メ
デ
ィ
ア
側
の
努
力
」
に
つ
い

て
考
え
る
こ
と
で
、❶
❷
の
よ
う
な
「
正
確
さ
」

に
関
す
る
意
見
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
「
情
報
の
扱
い
方
」
と
い
う
点
で
ポ
イ
ン
ト

に
な
る
の
は
、
班
ご
と
の
話
し
合
い
で
す
。
自

分
の
意
見
と
他
者
の
考
え
を
客
観
的
に
検
討
し

て
い
く
こ
と
で
、
情
報
整
理
の
力
が
育
ま
れ
ま

す
。

授
業
者
よ
り
本
時
の
ポ
イ
ン
ト

　

授
業
の
初
め
に
モ
デ
ル
文
型
を
示
し
ま
し

た
。
モ
デ
ル
が
な
く
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
学
習

内
容
を
も
と
に
書
く
こ
と
が
で
き
る
子
ど
も
は

大
勢
い
ま
す
が
、
一
人
で
も
つ
ま
ず
く
こ
と
が

な
い
よ
う
、
今
回
の
よ
う
な
支
援
を
行
い
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
六
時
間
に
わ
た
っ
て
積
み
上
げ

て
き
た
学
習
を
、「
書
け
な
か
っ
た
」
で
終
わ

ら
せ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

　

ま
た
、
も
う
一
つ
の
支
援
と
し
て
、
書
く
活

動
の
前
に
、
自
分
の
体
験
を
班
の
友
達
に
伝
え

合
う
時
間
を
設
け
ま
し
た
。
友
達
の
話
が
ヒ
ン

ト
に
な
っ
た
り
、
自
分
の
考
え
が
ま
と
ま
っ
た

り
す
る
効
果
が
あ
る
か
ら
で
す
。
活
発
に
伝
え

合
う
姿
か
ら
、「
思
考
力
を
高
め
、
表
現
に
つ

な
げ
る
」
と
い
う
ね
ら
い
が
達
成
で
き
た
こ
と

を
感
じ
ま
し
た
。

授
業
者
よ
り
本
時
の
ポ
イ
ン
ト
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1975年，兵庫県生まれ。国立
国語研究所准教授，帝塚山大
学教授などを経て，現職。国語
科教育だけではなく，外国語と
しての日本語教育の研究にも従
事する。光村図書小学校『国
語』教科書編集委員。

イ a
A

あん

Z
! ?

連
載

  
国
語
と

  
外
国
語
の

  

よ
り
よ
い
関
係

5

C
ognition

（
思
考
）
、C

om
m

unity

（
協
働
学

習
・
異
文
化
理
解
）
と
い
う
４
つ
の
概
念
に
あ
り
ま

す
。
こ
の
４
つ
の
概
念
の
頭
文
字
を
取
っ
て
「
４

Ｃ
」
と
よ
ば
れ
ま
す
。
Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
に
よ
る
授
業
を
つ

く
り
あ
げ
て
い
く
に
は
、
こ
の
４
Ｃ
を
意
識
す
る
こ

と
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

❶ C
ontent

（
内
容
）

　

Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
で
は
内
容
を
「
宣
言
的
知
識
」
と
「
手

続
き
的
知
識
」
に
分
け
て
考
え
ま
す
。
宣
言
的
知
識

と
は
文
法
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
言
語
事
項
、
手
続
き
的

知
識
と
は
思
考
・
判
断
・
表
現
な
ど
実
際
に
言
語
を

運
用
す
る
知
識
を
指
し
ま
す
。
宣
言
的
知
識
は
「
わ

か
る
」
知
識
、
手
続
き
的
知
識
は
「
で
き
る
」
知
識

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
「
接
続
詞
」
を

文
法
的
に
知
る
こ
と
は
宣
言
的
知
識
、
そ
れ
を
も
と

に
文
章
の
構
造
を
知
り
、
内
容
を
捉
え
る
こ
と
が
手

続
き
的
知
識
と
い
え
ま
す
。
Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
で
は
特
に
手

続
き
的
知
識
を
重
視
し
ま
す
の
で
、
言
語
活
動
を
通

し
て
「
で
き
る
」
知
識
の
獲
得
を
目
ざ
し
ま
す
。

❷ C
om

m
unication

（
言
語
知
識
・
言
語
活
用
）

　

Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
で
は
文
法
や
文
字
な
ど
の
「
言
語
知
識

の
学
習
」
、
文
章
構
成
の
し
か
た
や
話
し
方
な
ど
の

「
言
語
ス
キ
ル
の
学
習
」
、
作
文
や
ス
ピ
ー
チ
な
ど

の
「
学
習
を
通
し
た
言
語
使
用
」
と
い
う
「
３
つ
の

言
語
」
を
授
業
設
計
に
組
み
入
れ
ま
す
。
内
容
言
語

統
合
型
学
習
と
い
う
と
「
学
習
を
通
し
た
言
語
使

用
」
だ
け
が
重
要
だ
と
思
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、

そ
こ
に
至
る
ま
で
に
「
言
語
知
識
の
学
習
」
「
言
語

ス
キ
ル
の
学
習
」
を
計
画
的
に
組
み
入
れ
な
い
と
バ

ラ
ン
ス
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
国
語
の
授
業

で
は
、
「
言
語
活
動
」
の
み
に
目
が
い
っ
て
、
「
つ

け
た
い
力
」
を
見
失
っ
て
し
ま
う
の
が
、
ま
さ
に
こ

の
ケ
ー
ス
で
す
。

❸ C
ognition

（
思
考
）

　

Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
で
は
、
「
記
憶
」
や
「
理
解
」
と
い
っ

た
「
知
っ
て
い
る
」
こ
と
だ
け
で
な
く
、
「
受
容
・

応
用
」
「
分
析
」
「
評
価
」
「
創
造
」
と
い
っ
た
分

か
る
・
使
え
る
高
次
の
思
考
を
伸
ば
す
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
思
考
だ
け
で
は
な
く
、
抽

象
的
思
考
を
重
ん
じ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
達
成
す
る
に
は
、
学
習
者
が
自
力
で
解
決

で
き
な
い
課
題
に
対
す
る
教
師
の
支
援
（
ス
キ
ャ

フ
ォ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
［
足
場
か
け
］
）
を
い
か
に
効

Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｌ（
ク
リ
ル
）と
は

　

ま
だ
現
場
で
は
耳
慣
れ
な
い
言
葉
だ
と
思
い
ま
す

が
、
Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
と
は
、Content�and�Language�

Integrated�Learning

の
略
で
、
そ
の
頭
文
字
を

取
っ
て
Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
（
ク
リ
ル
）
と
よ
び
ま
す
。
日
本

語
で
は
「
内
容
言
語
統
合
型
学
習
」
と
訳
さ
れ
ま
す
。

そ
の
名
称
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
学
習
す
る
内
容

と
言
語
学
習
と
を
統
合
し
て
同
時
に
学
ぶ
方
法
で
す
。

す
な
わ
ち
、
「
言
語
を
学
ぶ
」
の
で
は
な
く
「
言
語

で
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

学
習
者
の
言
語
活
動
を
重
視
す
る
と
い
う
点
は
、

新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
主
体
的
・
対
話
的
で

深
い
学
び
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
）
」
に
も

近
い
と
い
え
ま
す
。
日
本
に
お
い
て
は
、
年
少
者
の

た
め
の
日
本
語
教
育
（
外
国
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
児

果
的
に
行
う
か
が
カ
ギ
に
な
り
ま
す
。

❹ C
om

m
unity

（
協
働
学
習
・
異
文
化
理
解
）

　

Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
で
は
、
ペ
ア
ワ
ー
ク
や
グ
ル
ー
プ
ワ
ー

ク
な
ど
の
協
働
学
習
を
頻
繁
に
取
り
入
れ
ま
す
。
小

学
校
で
あ
れ
ば
、
教
室
に
い
る
他
者
の
経
験
や
意
見

に
耳
を
傾
け
る
た
め
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た

だ
、
日
本
の
小
学
校
教
育
に
お
け
る
ク
ラ
ス
は
同

年
齢
か
つ
同
質
な
集
団
で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、

C
om
m
unity

（
協
働
学
習
・
異
文
化
理
解
）
を
重

視
す
る
に
は
、
教
室
の
枠
を
越
え
た
交
流
（
教
室
外

や
学
外
に
出
る
、
学
外
か
ら
人
を
呼
ぶ
）
な
ど
も
必

要
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

内
容
と
思
考
を
重
視
し
ま
し
ょ
う

　

そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
て
き
た
Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
の
４
つ
の
特

徴
の
う
ち
、�Com

m
unication

（
言
語
知
識
・
言

語
活
用
）
と�Com

m
unity

（
協
働
学
習
・
異
文
化

理
解
）
に
つ
い
て
は
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
新
学

習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い

学
び
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
）
」
で
も
重
要

な
概
念
で
す
の
で
、
特
段
に
Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
で
だ
け
強
調

す
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
に
よ
る
授
業
づ
く
り
で
重
視
し
た
い
の

は
、C

ontent

（
内
容
）
とC

ognition

（
思
考
）

で
す
。
特
に
「
内
容
」
に
つ
い
て
は
、
外
国
語
活

動
・
外
国
語
科
に
お
い
て
、
他
教
科
の
内
容
を
扱
う

こ
と
で
、
児
童
の
既
存
の
知
識
を
活
用
し
た
活
動
を

英
語
で
な
ぞ
っ
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
国
語
の
「
内
容
」
を
扱
う
場
合
の
例
を

ご
紹
介
し
ま
す
。
小
学
校
六
年
生
を
対
象
に
、
五
年

生
で
学
習
し
た
「
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
」
を
扱
い

ま
す
。

　

W
here is 

（
品
名
） from

?

　

It's from
 

（
国
名
）.

　

右
記
の
文
型
の
ほ
か
に
、
品
名
と
国
名
を
あ
ら
か

じ
め
学
習
し
て
お
き
ま
す
。
品
名
や
国
名
は
カ
ー
ド

を
作
成
し
て
お
く
と
、
よ
り
ス
ム
ー
ズ
で
す
。
最
初

は
教
師
か
ら
ク
イ
ズ
を
出
し
て
児
童
が
答
え
ま
す
が
、

慣
れ
れ
ば
児
童
ど
う
し
で
ク
イ
ズ
を
出
し
合
い
ま
す
。

「
ど
の
国
か
ら
来
た
言
葉
な
の
か
」
と
い
う
内
容
に

関
わ
る
知
的
好
奇
心
が
重
要
で
す
。

　

こ
れ
は
一
例
で
す
が
、
Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
の
内
容
言
語
統

合
型
学
習
で
は
、
他
教
科
な
ど
既
存
の
知
識
を
最
大

限
に
活
用
し
て
「
英
語
で
」
学
び
ま
す
。
国
語
・
算

数
・
理
科
・
社
会
だ
け
で
は
な
く
、
音
楽
・
図
工
・

体
育
な
ど
も
対
象
に
な
り
ま
す
。
い
え
、
む
し
ろ
実

技
教
科
の
ほ
う
が
、
「
聞
い
て
、
理
解
し
て
、
活
動

す
る
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
主
と
し
て
い
る
た
め
、

Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
に
向
い
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
で
し
ょ
う
。

童
・
生
徒
対
象
）
や
、
介
護
・
看
護
の
日
本
語
教
育

な
ど
で
内
容
を
重
視
し
た
教
育
が
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

小
学
校
に
お
け
る
外
国
語
活
動
・
外
国
語
科
に
お

け
る
英
語
指
導
に
つ
い
て
も
、
「
英
語
を
学
ぶ
」
の

で
は
な
く
「
英
語
で
学
ぶ
」
と
い
う
方
向
性
は
大
き

な
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
回
は

こ
の
Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
を
取
り
上
げ
、
学
習
す
る
内
容
と
言

語
学
習
と
を
統
合
し
て
同
時
に
学
ぶ
方
法
に
つ
い
て

具
体
的
な
授
業
事
例
に
則
し
て
考
え
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
の
特
徴
（
４
Ｃ
）

　

Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
の
特
徴
は
、C

ontent

（
内
容
）
、

C
om

m
unication

（
言
語
知
識
・
言
語
活
用
）
、

「
英
語
を4

学
ぶ
」の
で
は
な
く

「
英
語
で4

学
ぶ
」

京
都
外
国
語
大
学
教
授　

森も
り  

篤あ
つ

嗣し

　

今
回
は
、
内
容
言
語
統
合
型
学
習
Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｌ（
ク
リ
ル
）に
よ
る
、

英
語
と
他
教
科
等
の
内
容
を
同
時
に
学
ぶ
方
法
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

【
参
考
】

○
奥
野
由
紀
子（
編
著
）（
二
〇
一
八
）『
日
本
語
教
師
の
た
め
の
C
L
I
L

（
内
容
言
語
統
合
型
学
習
）入
門
』凡
人
社

○
注
目
の
指
導
法「
C
L
I
L
」を
使
っ
た
小
学
校
の
授
業
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orld-fam

ily.co.jp/w
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楷 書 を 考 え る●1

考
え
る

楷
書
を

1

1960年京都府生ま
れ。専門は書学書道
史。漢字を中心とす
る書家としても活躍。
光村図書 中学校『書
写』および高等学校

『書』教科書編集委員。

な
が
ら
一
字
を
組
み
立
て
よ
う
と
す
る
と
、
や

は
り
筆ひ
っ

鋒ぽ
う

（
穂
先
）
の
動
き
や
筆
圧
の
強
弱
が
、

文
字
の
姿
の
完
成
に
深
く
関
係
し
て
い
ま
す
。

し
か
も
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
漢
字
と
い
う

場
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

　

転
じ
て
小
学
校
の
「
手
書
き
」
の
世
界

に
目
を
向
け
て
み
ま
し
ょ
う
。
導
入
時
は

硬
筆
の
線
書
き
に
始
ま
り
、
平
仮
名
を
正

確
に
書
く
学
習
に
時
間
が
費
や
さ
れ
ま
す
。

児
童
は
文
字
を
書
く
楽
し
み
を
味
わ
っ
た

り
、
似
通
っ
た
文
字
の
姿
を
書
き
分
け
る

こ
と
に
苦
心
し
た
り
し
ま
す
。
た
だ
、
指

導
の
側
か
ら
見
た
と
き
、
こ
の
文
字
は
楷

書
化
さ
れ
た
平
仮
名
を
扱
っ
て
い
る
と
い

う
自
覚
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
筆
者

は
考
え
て
い
ま
す
。

　

一
年
生
の
感
覚
で
は
、
三
節
の
運
筆
リ

ズ
ム
に
従
っ
て
書
く
と
い
う
こ
と
を
自
覚

す
る
こ
と
は
困
難
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち

は
い
つ
も
先
生
の
書
く
動
作
を
注
視
し
て

い
ま
す
。
漢
字
の
学
習
が
始
ま
っ
た
こ
ろ

か
ら
、
一
画
を
三
節
で
書
く
と
い
う
行
為

を
繰
り
返
し
見
せ
る
こ
と
が
重
要
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
空
書
き
で
三
節
を
意
識
さ
せ

た
り
、
水
書
板
を
使
っ
て
毛
筆
の
動
作
を
見
せ

た
り
す
る
こ
と
も
有
効
で
し
ょ
う
。

　

初
め
に
教
科
書
体
活
字
や
書
写
体
あ
り
き
の

指
導
で
は
な
く
、
先
に
述
べ
た
、
楷
書
の
書
体

を
育
ん
だ
歴
史
的
な
営
み
に
ま
で
視
点
が
届
く

よ
う
な
指
導
側
の
構
え
が
重
要
で
あ
ろ
う
と
筆

者
は
考
え
て
い
ま
す
。
本
連
載
で
は
、
書
写
の

指
導
を
こ
れ
ま
で
と
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
考

え
て
い
き
ま
す
。

小
学
校
の
表
記
は
楷
書
世
界

　

新
連
載
「
楷
書
を
考
え
る
」
は
、
楷
書
と
い
う
書
体
の
理
解
を
基
盤
に
し
な
が
ら
、

書
写
導
入
期
の
課
題
や
、
小
中
接
続
期
の
課
題
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
て
い
き
ま
す
。

　

第
一
回
は
、
楷
書
と
は
ど
ん
な
書
体
な
の
か
、
指
導
す
る
際
の
留
意
点
と
と
も
に

ご
紹
介
し
ま
す
。　

生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
意

識
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
楷
書
と
い
う
書
体
を
小
学
校
の
現
場
で
は

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
。

　

漢
字
は
、
一
般
に
五
つ
の
書
体
（
五
体
）
に

分
類
し
て
そ
の
生
成
の
過
程
が
説
明
さ
れ
ま
す
。

公
的
な
場
面
で
使
用
さ
れ
て
き
た
篆て
ん

書し
ょ

、
隷
書
、

楷
書
と
、
実
用
的
な
要
求
に
応
じ
た
行
書
と
草

書
で
す
。
今
日
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
資
料
が

発
見
さ
れ
、
書
体
変
遷
の
過
渡
期
の
状
況
が
明

ら
か
に
な
る
こ
と
で
、
五
つ
の
分
類
は
実
態
に

そ
ぐ
わ
な
い
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
教
育
の
現
場
に
お
い
て
は
、
漢

字
が
三
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
姿
を
変
え
な
が

ら
命
脈
を
保
っ
て
き
た
こ
と
を
説
明
す
る
う
え

で
今
な
お
有
効
な
分
類
法
と
い
え
ま
す
。
五
体

の
分
類
に
拠
れ
ば
、
楷
書
は
最
後
に
完
成
し
た

書
体
で
、
以
後
新
し
い
書
体
は
生
ま
れ
て
い
ま

せ
ん
。
お
よ
そ
六
〜
七
世
紀
に
中
国
で
完
成
し

た
典
型
的
な
楷
書
を
モ
デ
ル
に
し
な
が
ら
、
今

日
に
い
た
る
ま
で
楷
書
は
公
の
場
の
中
心
で
用

い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
現
在
で
も
明
朝
体
、
教

科
書
体
、
パ
ソ
コ
ン
の
フ
ォ
ン
ト
類
も
基
本
的

に
す
べ
て
楷
書
で
す
。
小
学
校
に
お
い
て
も
、

公
用
書
体
と
し
て
の
楷
書
を
理
解
し
、
あ
ら
ゆ

る
生
活
場
面
で
活
用
で
き
る
よ
う
楷
書
に
よ
る

表
記
を
初
歩
か
ら
学
び
ま
す
。

　

で
は
楷
書
の
書
法
の
原
則
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
で
し
ょ
う
。

　

楷
書
は
、
一
つ
の
点
画
を
書
く
と
き
に
「
三

節
」
で
運
筆
し
ま
す
。
始
筆
→
送
筆
→
終
筆
と

い
う
例
の
取
り
組
み
で
す
ね
（
※
１
）。
こ
れ
も

今
日
で
は
書
く
と
き
の
常
識
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
が
ち
で
す
が
、
楷
書
が
そ
の
姿
を
定
め
る
中

で
固
ま
っ
て
き
た
も
の
で
す
。
楷
書
に
は
、
三

節
で
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
点
画
が
分
節
す
る
、

と
い
う
特
色
が
あ
り
ま
す
。
毛
筆
書
写
の
導
入

時
に
パ
ー
ツ
と
し
て
「
基
本
点
画
」
を
学
ぶ
こ

と
が
で
き
る
の
も
、
漢
字
の
画
数
が
カ
ウ
ン
ト

で
き
る
の
も
こ
の
用
筆
原
理
に
従
っ
て
い
る
か

ら
で
す
。

　

次
に
、
楷
書
は
、
独
立
し
た
点
画
が
組
み
合

わ
さ
っ
て
一
字
を
構
成
し
ま
す
。
こ
の
点
画
構

成
は
、
実
は
微
妙
な
点
画
構
成
を
基
本
と
し
て

い
て
、
歴
史
的
な
名
筆
の
姿
を
正
確
に
書
き
写

そ
う
と
す
る
と
相
当
に
書
法
を
学
ば
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
。
し
か
し
小
学
校
書
写
で
は
、
高
度

な
書
法
の
前
提
と
な
る
大
き
な
原
則
を
徹
底
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。
楷
書
に
限
ら
ず
各
書
体

の
書
法
は
毛
筆
を
使
用
す
る
中
で
作
り
上
げ
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
楷
書
の
場
合
、
三
節
の
運
筆

リ
ズ
ム
に
拠
っ
て
、
点
画
の
均
衡
関
係
を
保
ち

　

小
学
校
で
の
表
記
を
考
え
る
と
き
、
児
童
の

目
に
触
れ
る
も
の
は
全
て
楷
書
で
書
く
と
い
う

こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
ま
す
。
学
習
指
導

要
領
で
「
正
し
く
」「
整
え
て
」
と
い
う
の
は
、

楷
書
に
よ
っ
て
、
と
い
う
意
味
で
す
。
当
た
り

前
の
よ
う
で
す
が
、
手
書
き
や
活
字
で
多
様
な

書
体
、
書
風
が
用
い
ら
れ
る
実
社
会
の
あ
り
よ

う
と
は
随
分
と
異
な
っ
た
環
境
と
い
え
ま
す
。

　

教
師
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
指
導
上
の
ノ
ウ
ハ

ウ
は
経
験
と
と
も
に
蓄
積
さ
れ
て
い
き
ま
す
が
、

そ
も
そ
も
楷
書
と
い
う
書
体
が
ど
の
よ
う
な
書

法
上
の
原
則
に
拠
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は

そ
れ
が
現
在
の
日
本
語
の
表
記
に
ど
の
よ
う
に

▲※１　『書写』３年 p11-12

連    
載

1415

滋
賀
大
学
教
授
　
中な

か

村む
ら

史し

朗ろ
う

現
代
の
公
用
書
体

楷
書
っ
て

ど
ん
な
書
体
？

書
き
方
の
原
則

楷
書
事
始
め

─
将
来
の
表
記
を
見
据
え
て
─
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国語指導 「対話的で深い学び」って？
13

四
年
生
担
任

田
中
先
生

五
年
生
担
任

須
賀
先
生

一
年
生
担
任

山
口
先
生

六
年
生
担
任

宮
川
先
生

あ
る
日
の
職
員
室

す
み
ま
せ
ん

教
え
て
ほ
し
い

ん
で
す
け
ど
…

う
む
！

そ
れ
は
だ
ね
え
！

み
ん
な
で

考
え
よ
う
！

と
、
と
に
か
く

話
し
合
い
を

す
る
っ
て

こ
と
で
し
ょ

「
対
話
」だ
か
ら

二
人
じ
ゃ

な
い
の
？

先
輩
た
ち
も

み
ん
な
分
か
ら

な
い
の
か
な
…

自
分
の
考
え
を

友
達
の
考
え
と

比
べ
て
広
げ
た
り

深
め
た
り
す
る

こ
と
が
目
的
よ

最
初
は
そ
れ
ぞ
れ
が

違
う
考
え
を

も
っ
て
い
る
わ

で
も
交
流
で
自
分
の
考
え
が

変
わ
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ

そ
こ
が
と
っ
て
も
大
事

Ａ
！

Ａ
！

Ａ
！

ＢＣ

はいココが
学びポイント！

意
見
が
対
立
し
た
ら

ど
う
し
ま
す
か

Ｂ
は
〇
〇
で

〇
〇
だ
か
ら
…

Ｃ
も
△
△

な
ん
だ
よ

絶
対
Ａ
だ
と

思
っ
て
い
た
け
ど

Ｂ
も
Ｃ
も

い
い
な

よ
し

他
の
意
見
も

聞
い
て
み
よ
う

何
か
気
が
つ
く

そ
こ
か
ら
が

学
び
に
つ
な
が
る
の
よ

話
し
合
う
人
数
は

三
〜
四
人
が

ベ
ス
ト
ね

全
員
が

主
役
に
な
れ
る

人
数
よ

二
人
に
限
ら
ず

少
人
数
で

話
し
合
い
を
す
る

「
交
流
活
動
」の

こ
と
で
す
よ
ね

世
の
中
の

酸
い
も
甘
い
も

か
み
分
け
て
い
る

古
だ
ぬ
き
の
よ
う
な

妖
精
だ
よ
！

違
う
！

国
語
指
導
に

詳
し
い
妖
精
な
の
！

あ
あ

い
ろ
い
ろ
な

教
材
で
や
っ
て

い
ま
す
よ

え
っ
？

コ
ッ
シ
ー
！

国
語
の
妖
精

コ
ッ
シ
ー
よ
！

で
も
活
動
の
目
的
を

ち
ゃ
ん
と
意
識
し
て

指
導
し
て
る
？

え
っ
！

目
的
…
？

お
う
！

な
ん
で
も

聞
い
て
く
れ

「
対
話
的
な
学
び
」

っ
て
よ
く

分
か
ら
な
く
て
…

で
は

「
対
話
的
な
学
び
」

の
目
的
は

何
で
し
ょ
う

授
業
を
熱
く

盛
り
上
げ
る

こ
と
？

ブ
ー

違
い
ま
す
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深い学びに「対話的活動」は必須。多様な考えを共有するための言語技能の習得は国語科の役割。６年間の
系統性を意識した取り組みを，学校全体で充実させて！　教科書はお得情報満載です。（コッシー）

交
流
す
る

こ
と
に
よ
っ
て

プ
ラ
ス

ア
ル
フ
ァ
が

生
ま
れ
て

い
ま
す
ね
！

話
し
合
い
活
動
の

場
合
は

「
話
す
・
聞
く
」の

欄
を
見
て
み
て

買
い
ま
す

私
！

私
も
！

だ
か
ら

巻
末
付
録
な
ん

だ
っ
て
ば
！

よ
ー
し
さ
っ
そ
く

交
流
活
動

取
り
組
む
ぞ
ー
！

深
〜
い

学
び
に

誘
っ
ち
ゃ
お
う

か
な
ー
っ
と

そ
ん
な
に

深
い
ん

で
す
か
っ
？

次
回
は

「
深
い
学
び
」へ
の

誘
い
で
す
！

み
ん
な
に

伝
え
ら
れ
て

よ
か
っ
た
！

じ
ゃ
あ
次
は
…

が
ん
ば
っ

て
ー
‼

「
対
話
的
な

学
び
」
…

担
当
学
年

だ
け
で
な
く

他
の
学
年
も

見
れ
ば
…

学
び
の
連
続
性

（
第
11
回
参
照
!
）

も
バ
ッ
チ
リ
で
す
ね

気
を
つ
け
る

ポ
イ
ン
ト
が

分
か
り
や
す
く

コ
ン
パ
ク
ト
に

ま
と
め
て
あ
る
の

お
お
ー
‼

こ
の
ペ
ー
ジ

便
利
！

こ
れ
は
他
の
教
科
や

日
常
生
活
で
も

必
要
に
な
る
力
な
の
よ

そ
の
た
め
の

能
力
を
国
語
科
で

身
に
つ
け
る
ん

で
す
ね

そ
の
と
お
り
！

で
も

難
し
い

な
あ
…

国
語
教
科
書

二
〜
六
年
の
巻
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に
あ
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気
を
つ
け
よ
う
」と

巻
末
付
録
の

「
た
い
せ
つ
」の

ま
と
め

参
考
に
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え
る

よ
う
な
も
の
は

な
い
で
す
か
？

あ
る
わ
よ
ー

い
ろ
ん
な
人
と

意
見
を
交
わ
す
こ
と
で

自
分
の
意
見
に
つ
い
て

も
う
一
度
考
え
る

こ
と
が
で
き
る

こ
の
振
り
返
り
が

大
切
！



国語　平成31年度用教科書　訂正箇所のお知らせ

　平成31年度用1〜4年上巻および5・6年教科書では，平成30年度用教科書から以下の箇
所を訂正いたします。校内の先生方でご確認のうえ，ご指導の際には十分ご留意くださ
いますようお願い申しあげます。

体験版（指導者用）はホームページよりダウンロードできます。

Windowsストアアプリ

使用期間は，平成27年度版教科書使用
期間内の１年間です。

使用期間は，ライセンス発行日
より平成32年３月までです。

２年ライセンス
DVD版

２年ライセンス
（DVD付属）

　一般財団法人「言語教育振興財団」では，小・中・高等学校，大学，教育研究団体等を対象と
し，今後の情報化・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
て助成します。

2019年度「言語教育振興財団」研究助成金一般公募のお知らせ

助成内容 ①言語教育の内容・方法に関するもの（教育内容・方法部門）
②言語教育教材の質的向上に関するもの（教材部門）
③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 2019年 4 月～ 2020年 3 月（原則 1 年間）

応募資格 言語教育（国語，英語，日本語等）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），上記に準ずると見做され
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，20万～ 40万円

助成金の使途
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。

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，2018年12月21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
でお申し込みください。

決定・発表・交付 2019 年 2 月に当財団「選考会」にて選考を行い，選考結果は 2019 年 3 月末までに文書
にて通知します。交付は，2019 年 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

学年 ページ 行など 30年度 31年度

5年
45 筆者紹介

　一九二五年、東京都生まれ。数
学者。特に、世界のあや取り文化
について研究している。

　一九二五〜二〇一七年。東京都
生まれ。数学者。特に、世界のあ
や取り文化について研究していた。
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ゆき
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こ

6年 142 筆者紹介 　一九三五年生まれ。 　一九三五〜二〇一八年。
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ア
フ
リ
カ
・
サ
バ
ン
ナ
に
生
き
る
少
年
マ
イ
シ
ャ
と
、

精
霊
の
木
と
の
対
話
形
式
で
展
開
す
る
「
い
の
ち
の
物
語
」。

医
師
で
あ
り
、
自
然
写
真
家
で
も
あ
る
著
者
が
、

過
去
60
回
以
上
も
の
サ
バ
ン
ナ
取
材
旅
行
を
通
し
て
考
え
た

「
い
の
ち
」
の
意
味
や
、
そ
の
尊
さ
に
つ
い
て
問
い
か
け
ま
す
。

「
い
の
ち
」
に
つ
い
て
、

主
人
公
マ
イ
シ
ャ
と
と
も
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
、

道
徳
科
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
、

長
期
休
暇
時
の
課
題
図
書
と
し
て
も
最
適
で
す
。

井い
の

上う
え

冬ふ
ゆ

彦ひ
こ

一
九
五
四
年
東
京
都
生
ま
れ
。

医
療
法
人
「
井
上
胃
腸
内
科
ク

リ
ニ
ッ
ク
」
理
事
長
・
院
長
。

医
学
博
士
。
一
九
八
七
年
に
初

め
て
東
ア
フ
リ
カ
の
サ
バ
ン
ナ

を
訪
れ
て
以
来
、
サ
バ
ン
ナ
の

自
然
と
動
物
を
テ
ー
マ
に
し
た

写
真
撮
影
を
行
っ
て
い
る
。

マイシャと精霊の木
井上冬彦　文・写真
定価：1,800円＋税 / AB判 (257㎜× 212㎜ ) 
ISBN978-4-8138-0063-7　C0072
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