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授
業
へ
の
心
構
え
を
つ
く
る

　

四
月
の
生
徒
た
ち
は
、
新
鮮
な
気
持
ち
で
、
新

し
い
こ
と
を
吸
収
し
よ
う
と
い
う
思
い
に
あ
ふ
れ

て
い
ま
す
。
授
業
び
ら
き
は
、
そ
の
よ
う
な
思
い

を
大
事
に
し
て
、
生
徒
が
「
さ
あ
、
国
語
の
学
習

を
が
ん
ば
る
ぞ
」
と
思
え
る
よ
う
な
も
の
に
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

最
初
の
授
業
で
は
、
ま
ず
プ
リ
ン
ト
「
国
語
教

室
通
信　

№
１
」（
左
ペ
ー
ジ
参
照
）
を
配
布
し
ま
す
。

右
側
に
は
、「
こ
れ
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
『
大
人

の
言
葉
』
に
出
会
い
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

言
葉
を
ま
ね
て
使
う
こ
と
で
身
に
つ
け
て
い
き
ま

し
ょ
う
」
と
い
う
、
私
か
ら
生
徒
へ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
章
を
読
み
、
大

事
な
と
こ
ろ
に
線
を
引
か
せ
、
授
業
へ
の
心
構
え

を
つ
く
り
ま
す
。

　

左
側
に
は
、
暗
唱
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
い
ま
す
。

特
に
一
年
生
で
は
、
み
ん
な
で
声
を
出
す
こ
と
の

楽
し
さ
を
味
わ
わ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
、

暗
唱
（
ま
た
は
朗
読
）
を
必
ず
行
う
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。
こ
の
「
口
は
一
つ
に 

耳
二
つ
〜
」
は
、

安
居
總ふ
さ

子こ

先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
『
尋
常

小
学
読
本
』
の
文
章
で
す
。
文
語
調
で
リ
ズ
ム
に

乗
っ
て
朗
読
で
き
ま
す
し
、
内
容
も
授
業
び
ら
き

に
適
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
暗
唱
の
際
は
、
教

科
書
一
年
P
18
〜
19
の
「
声
を
届
け
る
」
を
見

せ
て
指
導
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
間
の
取
り

方
、
速
さ
・
強
弱
に
気
を
つ
け
る
…
…
な
ど
、
声

を
出
す
と
き
の
、
基
本
的
な
事
項
が
端
的
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

第
一
時
で
は
、
暗
唱
の
練
習
と
あ
わ
せ
て
、
学

習
記
録
の
し
か
た
に
つ
い
て
も
説
明
し
ま
す
。
第

一
時
以
降
は
、
大
ま
か
に
次
の
よ
う
な
流
れ
で
進

め
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

・「
国
語
教
室
通
信
」
を
読
む
。

・
暗
唱
の
練
習
す
る
。

・
学
習
記
録
の
し
か
た
を
説
明
す
る
。

・
前
時
で
集
め
た
ノ
ー
ト
か
ら
、
学
習

記
録
が
う
ま
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

生
徒
の
ノ
ー
ト
を
紹
介
す
る
。

・
暗
唱
の
練
習
を
す
る
。

・
自
分
が
持
っ
て
い
る
辞
書
に
つ
い
て

調
べ
る
。

・
辞
書
を
引
く
練
習
を
す
る
。
　

・
暗
唱
発
表
会

・
暗
唱
発
表
会
の
ま
と
め

・
本
（
教
科
書
）
の
部
分
の
名
称
（
表 

紙
・
見
返
し
・
奥
付
な
ど
）
に
つ
い

て
確
認
す
る
。

※
第
六
時
か
ら
、
教
科
書
に
入
る
。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

私
は
国
語
の
学
習
の
中
で
、「
学
習
記
録
」と「
辞

書
を
引
く
こ
と
」
を
大
切
に
し
て
い
る
の
で
、
第

二
・
三
時
で
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
は
、
丁
寧
に
指

導
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
第
四
・
五
時
で
は

暗
唱
発
表
会
を
行
い
、
第
六
時
か
ら
教
科
書
で
の

学
習
に
入
り
ま
す
。

堀
ほり

江
え

佐
さ

和
わ

子
こ

東京都生まれ。東京都江東区立砂
町中学校教諭。日本国語教育学会
会員。安居總子先生，甲斐利恵子
先生が主催する東京都青年国語研
究会に所属し，単元学習を学ぶ。
生徒たちの言語生活を広げ，コミュ
ニケーションを大切にした学習の場
を作りたいと考えている。

　
堀
江
先
生
は
月
に
二
回
ほ
ど
、「
国
語
教
室
通
信
」
と
い
う
プ
リ
ン
ト
を
生
徒
た
ち

に
配
布
し
て
い
ま
す
。
国
語
の
学
習
の
見
通
し
や
本
の
紹
介
な
ど
を
ま
と
め
た
も
の

で
、
授
業
び
ら
き
で
は
ま
ず
こ
の
プ
リ
ン
ト
を
配
る
そ
う
で
す
。
プ
リ
ン
ト
に
は
ど

の
よ
う
な
思
い
が
込
め
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
国
語
の
授
業
が
展
開
さ
れ
て

い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

生
徒
た
ち
の

「
新
鮮
な
気
持
ち
」
を
大
切
に

実
践

事
例
　●❷

第
五
時

第
四
時

第
三
時

第
二
時

第
一
時

最初の授業で配布するプリント

「こんな気持ちで国語の学習
に臨んでほしい」という，教
師の思いを冒頭に綴

つづ

った。

次時以降に辞書を引く練習をするため，辞書
の準備をしておくようアナウンスしておく。

暗唱コーナー。授業びらきで
は，必ずみんなで声を出す場
面を設定している。

生徒に読んでほし
い本を紹介する
コーナー。
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3 　
「
学
習
記
録
」
を
習
慣
づ
け
る

　

授
業
の
終
わ
り
五
分
ぐ
ら
い
で
、
必
ず
「
学
習

記
録
」
を
書
く
時
間
を
取
っ
て
い
ま
す
。
今
日

の
授
業
で
学
ん
だ
内
容
（
客
観
的
な
記
録
）、
新

し
く
知
っ
た
こ
と
や
感
想
（
主
観
的
な
記
録
）
を

ノ
ー
ト
に
五
行
程
度
で
ま
と
め
さ
せ
ま
す
。
学
習

記
録
を
つ
け
る
こ
と
で
、
授
業
で
何
を
学
ん
だ
の

か
を
振
り
返
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
そ
れ

が
蓄
積
さ
れ
て
い
け
ば
、
生
徒
た
ち
の
国
語
の
力

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

最
初
の
う
ち
は
、
毎
時
間
ノ
ー
ト
を
集
め
て
、

学
習
記
録
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
き
ち
ん
と
記
録
で
き
て
い
る
生
徒
の

ノ
ー
ト
を
コ
ピ
ー
し
て
、
他
の
生
徒
に
紹
介
し
て

い
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
、
早
い
時
期
か
ら
丁
寧
に

指
導
し
て
い
き
、
学
習
記
録
を
し
っ
か
り
習
慣
づ

け
る
よ
う
に
す
る
の
で
す
。

　

私
は
、「
子
ど
も
の
ノ
ー
ト
を
見
る
こ
と
は
、

そ
の
子
自
身
を
知
る
こ
と
」
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

限
ら
れ
た
授
業
時
間
で
は
、
す
べ
て
の
生
徒
と
話

を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
ノ
ー
ト
を
見
て

コ
メ
ン
ト
を
書
く
こ
と
で
、
全
員
と
会
話
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
新
学
期
に
入
っ
た

ば
か
り
の
頃
は
、
一
人
一
人
の
生
徒
を
知
る
た
め

に
、
ノ
ー
ト
を
き
ち
ん
と
見
る
よ
う
に
心
が
け
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
ノ
ー
ト
や
授
業
の
中
で
配
布
し
た
プ
リ

ン
ト
類
は
、
最
終
的
に
学
期
ご
と
ま
と
め
て
、
表

紙
・
目
次
・
あ
と
が
き
を
入
れ
、
綴と

じ
て
冊
子
に

し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
学
習
記
録
を
き
ち
ん
と

整
理
し
て
残
す
こ
と
で
、
一
年
間
の
学
習
を
振

り
返
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
、「
国
語
の
時
間
に
こ

れ
だ
け
の
こ
と
を
学
ん
だ
の
だ
」
と
い
う
自
覚
を

も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
各
学
期
末
に
冊
子

を
作
る
の
で
、
ノ
ー
ト
だ
け
で
な
く
、
プ
リ
ン
ト

類
も
き
ち
ん
と
フ
ァ
イ
ル
に
保
管
し
て
お
く
よ
う
、

授
業
び
ら
き
の
際
に
、
生
徒
へ
伝
え
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。

　

辞
書
で
言
葉
の
世
界
を
広
げ
る

　

私
は
、
生
徒
の
語
彙
を
広
げ
る
た
め
に
、
授
業

の
中
で
辞
書
を
多
用
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、「
自

分
の
辞
書
に
つ
い
て
知
ろ
う
」
と
題
し
、
ま
ず
自

分
が
持
っ
て
い
る
辞
書
の
出
版
社
名
・
発
行
年
な

ど
を
調
べ
さ
せ
ま
す
。
そ
し
て
、「
辞
書
に
よ
っ
て
、

説
明
の
し
か
た
や
扱
う
言
葉
の
数
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
ん
で
す
よ
」
と
話
し
、
い
く
つ
か
の
言
葉
に
つ

い
て
意
味
を
調
べ
さ
せ
ま
す
。
例
え
ば
「
右
」
と

い
う
言
葉
を
辞
書
で
引
い
て
み
る
と
…
…

み
ぎ
【
右
】
名　

①
東
に
向
か
っ
て
南
の
ほ
う
。

　
　
　
　
　
（
小
学
館
『
新
選
国
語
辞
典
』
第
七
版
）

み
ぎ
【
右
】
①
相
対
的
な
位
置
の
一
つ
。
東
を
向

い
た
時
、
南
の
方
、
ま
た
、
こ
の
辞
典
を

開
い
て
読
む
時
、
偶
数
ペ
ー
ジ
の
あ
る
側

を
言
う
。

（
岩
波
書
店
『
岩
波
国
語
辞
典
』
第
五
版
）

み
ぎ
【
右
】
㊀
⓪
ア
ナ
ロ
グ
時
計
の
文
字
盤
に
向

か
っ
た
時
に
、
一
時
か
ら
五
時
ま
で
の
表

示
が
あ
る
側
。

　
　
　
　
　
　（
三
省
堂
『
新
明
解
国
語
辞
典
』
第
七
版
）

　

こ
の
よ
う
に
、
辞
書
に
よ
っ
て
説
明
の
し
か
た

が
異
な
る
こ
と
を
話
し
、「
右
」
以
外
に
も
辞
書

に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
意
味
や
用
例
が
出
そ
う
な

言
葉
を
生
徒
に
引
か
せ
ま
す
。
辞
書
の
使
い
方
に

つ
い
て
は
、
教
科
書
一
年
P
22
─

23
に
も
詳
し
く

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
も
合
わ
せ
て

確
認
さ
せ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
か
ら
、
私
は
、
辞
書
が
引
け
た
ら
生
徒
た

ち
に
挙
手
を
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
早
く
引
け
た
順
に
「
一
、二
、三
」
と
、
手
を
挙

げ
た
生
徒
と
目
を
合
わ
せ
な
が
ら
数
え
て
い
き
ま

す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、「
今
日
は
早
く
引
く
ぞ
」

と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
、
教
室
が
盛
り
上
が
り
ま

す
。
私
自
身
も
、
授
業
中
に
た
く
さ
ん
の
生
徒
と

目
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
楽
し
い
気

持
ち
に
な
れ
ま
す
。

　

辞
書
を
引
く
習
慣
と
い
う
の
も
、
や
は
り
早
い

時
期
か
ら
指
導
し
な
い
と
、
な
か
な
か
身
に
つ
き

ま
せ
ん
。
学
習
記
録
の
し
か
た
と
と
も
に
、
授
業

び
ら
き
で
、
し
っ
か
り
と
教
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
の
一
つ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。（

談
）

ノートは３段に分けるように指導している。

中段は板書と学習
記録。学習記録は，
授業の終わりに，
５行程度でまとめ
させる。

上段は授業内容。

下段は辞書で調べ
た言葉やメモ。

「星の花が降るころに」（１年）を
学習したときのノート

▲学期ごとに，ノートやプリントを綴じて冊子にする。
その際，目次や中扉も入れて整理する。
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