
青
山

全
国
学
力
調
査
で
い
う
と
「
Ｂ
問
題
」
が

活
用
力
を
み
る
問
題
と
言
わ
れ
ま
す
が
。

髙
木

よ
り
活
用
的
な
問
題
が
Ｂ
問
題
で
、
よ
り

知
識
・
技
能
習
得
的
な
問
題
が
Ａ
問
題
、
と
い
う
く

ら
い
に
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
活
用
の
場

面
で
習
得
し
て
い
く
こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
で
す
。

新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
見
ら
れ
る

「
読
む
こ
と
の
活
用
力
」

髙
木

新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
「
読
む
こ
と
」
で

着
目
す
べ
き
点
は
、
大
き
く
四
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。

一
つ
目
は
、「
言
語
活
動
例
」
で
す
。
言
語
活
動

を
通
し
て
、
知
識
・
技
能
も
身
に
つ
け
る
こ
と
を
前

提
に
し
て
い
る
の
で
、
活
用
の
中
で
習
得
的
な
学
習

を
し
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。「
習
得
」
と

「
活
用
」
を
別
々
の
も
の
と
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、

両
方
の
往
き
来
が
あ
る
よ
う
な
学
習
ス
タ
イ
ル
が
望

ま
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

青
山

そ
の
往
き
来
が
あ
る
か
ら
、
言
語
活
動
例

が
内
容
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
と
言
っ
て
い
い
の
で

し
ょ
う
か
。

髙
木

そ
う
で
す
ね
。
活
動
だ
け
が
で
き
れ
ば
い
い

の
で
は
な
く
、
活
動
を
通
し
て
、
何
を
身
に
つ
け
る

の
か
と
い
う
意
識
が
常
に
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
そ

の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
指
導
事
項
と
し
て
あ
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
記
録
文
や
報
告
文
を
読
む
力
は
、
国
語

に
と
っ
て
の
力
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
他
教
科

に
と
っ
て
も
大
事
な
力
で
す
。
そ
の
意
味
で
単
に

活
動
を
す
れ
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
活
動

自
体
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
意
識
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。

青
山

言
語
活
動
例
が
内
容
に
組
み
込
ま
れ
て
、

し
ば
り
が
強
く
な
っ
た
と
考
え
る
先
生
も
お
ら
れ
る

よ
う
で
す
が
、
逆
に
、
言
語
活
動
を
通
し
て
、
活

用
力
が
身
に
つ
い
た
り
、
習
得
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

髙
木

二
つ
目
は
、「
学
習
の
プ
ロ

セ
ス
が
見
え
や
す
く
な
っ
た
」
こ
と

で
す
。
指
導
事
項
を
順
番
に
見
て

い
く
と
、
ど
の
領
域
で
も
、
だ
い
た

い
活
動
の
プ
ロ
セ
ス
に
そ
って
並
ん
で

い
ま
す
。
そ
の
意
味
は
、
総
則
の

第
四
の
二
（
四
）
に
あ
る
「
児
童

が
学
習
の
見
通
し
を
立
て
た
り
学

習
を
振
り
返
っ
た
り
す
る
活
動
」

と
あ
り
、
そ
こ
に
つ
な
が
る
。
学

習
者
自
身
が
学
習
活
動
の
意
味

を
考
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
言
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
た
だ
し
、
い
つ

活
用
力
と
は

青
山

最
近
、「
活
用
力
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く

聞
き
ま
す
。
そ
も
そ
も
「
活
用
力
」
と
は
何
で
し
ょ

う
か
。

髙
木
「
活
用
」
に
つ
い
て
は
、
中
教
審
答
申

（
二
〇
〇
八
年
一
月
）
に
「
各
教
科
の
指
導
の
中
で
、

基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
の
習
得
と
と
も
に
、

観
察
・
実
験
や
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
、
論
述
と
いっ
た

そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
の
知
識
・
技
能
を
活
用
す
る
学

習
活
動
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を
重
視
す
る
必
要
が

あ
る
。」
と
あ
り
ま
す
。
身
に
つ
け
た
知
識
・
技
能

を
使
い
こ
な
す
力
を
「
活
用
力
」
と
考
え
る
と
わ

か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

青
山

そ
れ
が
「
習
得
│
活
用
│
探
究
」
と
い
う

学
習
プ
ロ
セ
ス
の
中
心
に
な
る
の
で
す
ね
。

髙
木

そ
う
で
す
。
各
教
科
の
学
習
プ
ロ
セ
ス
の
中

心
に
置
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
総
合
的
な
学
習
の
時

間
の
、
課
題
解
決
的
な
学
習
や
探
究
的
な
活
動
に

つ
な
が
って
い
く
。
そ
れ
が
「
習
得
│
活
用
│
探
究
」

の
原
則
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
し
か
し
、「
習
得
す

る
学
力
」
と
「
活
用
す
る
学
力
」
と
は
、
明
確
に

線
引
き
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う

単
純
な
も
の
で
は
な
く
て
往
還
運
動
も
当
然
必
要

に
な
る
と
思
い
ま
す
。

特 集

「読むことの活用力」を考える
新しい学習指導要領では、国語科で習得した知識・技能を活用して、各教科等での
言語活動の充実を求めています。発表などの表現活動では、習得したことを活用する
場面が多く見られますが、「読むこと」を活用する学習はあまり知られていません。
今回の対談では、「読むことの活用力」をどのような場面で育てていくのか、どのよ

うな知識・技能を活用するのか、などについてお二人の先生に語り合っていただきました。

髙
たか

木
ぎ

 まさき
（横浜国立大学 教授）

青
あお

山
やま

由
ゆ

紀
き

（筑波大学附属小学校 教諭）

対 談

2

髙木まさき（たかぎ まさき）
静岡県生まれ。横浜国立大学教育人間科学部教授。中央教育審議
会国語専門部会委員、全国的な学力調査の実施方法等に関する専
門家検討会議委員などを歴任する。著書に『「他者」を発見する国語
の授業』（大修館書店）、『合科的・総合的な学習のための読書関連
単元１００のプラン集』（共編著東洋館出版社）などがある。光村図書
小学校・中学校国語教科書編集委員を務める。

「習得」と「活用」、両方の行き来がある
学習スタイルが望ましいですね。
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髙
木

そ
う
で
す
ね
。
し
か
し
、
根
拠
が
言
え

る
た
め
の
読
み
の
力
が
つ
い
て
い
な
い
と
、
言
え
る

子
と
言
え
な
い
子
が
出
て
し
ま
い
、
結
局
、
交
流
に

な
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
根
拠
が
言
え
る
だ
け
の

読
む
力
を
、
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
で
身
に
つ
け
さ
せ
た

い
も
の
で
す
。
ま
た
、
先
生
が
最
後
に
子
ど
も

た
ち
の
交
流
を
整
理
し
て
あ
げ
る
こ
と
も
大
切

で
す
。

青
山
「
自
分
の
考
え
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど

根
拠
が
増
え
た
」
と
か
「
考
え
が
ゆ
れ
た
」
と
か
、

交
流
す
る
前
と
後
の
様
子
が
ノ
ー
ト
な
ど
に
残
せ
る

と
、
評
価
し
や
す
い
で
す
ね
。

髙
木

四
つ
目
は
「
目
的
に
応
じ
た
読
書
」
で
す
。

今
ま
で
も
、
読
書
に
つ
い
て
は
、
本
や
文
章
を
選
ぶ

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
活
動
が
あ
り
ま
し
た
が
、今
回
は
、

言
語
活
動
例
の
「
エ
」
や
「
オ
」
で
し
っ
か
り
出

て
き
ま
す
。
ま
た
、
指
導
事
項
に
な
っ
た
以
上
、

指
導
し
て
評
価
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
例
え

ば
、
図
書
室
に
子
ど
も
を
連
れ
て
行
っ
て
放
っ
て
お

く
わ
け
に
い
か
な
い
。
も
し
放
っ
て
お
く
な
ら
、

意
図
的
に
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。

青
山

今
ま
で
以
上
に
、
読
書
は
意
図
的
な
指
導

が
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

髙
木

例
え
ば
、
文
学
の
学
習
の

交
流
だ
と
し
た
ら
、
主
人
公
は
何

歳
だ
と
か
、
こ
の
と
き
の
状
況
は
ど

う
だ
っ
た
の
か
と
か
、
ま
ず
内
容
確

認
の
た
め
に
話
し
合
い
ま
す
。
次
に
、

解
釈
の
部
分
に
な
る
と
、
子
ど
も
に

よ
っ
て
違
い
が
出
て
き
ま
す
。
主
人

公
の
気
持
ち
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
と

考
え
る
と
き
に
、
い
ろ
い
ろ
な
感
じ

方
が
で
き
ま
す
。
わ
た
し
は
そ
れ
を

「
感
情
の
束
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

交
流
で
は
、「
感
情
の
束
」
が
確
認

で
き
れ
ば
い
い
。
そ
し
て
、
そ
う
感

じ
た
根
拠
を
話
し
合
い
た
い
で
す

ね
。
そ
れ
は
文
章
か
ら
で
も
い
い
し
、

人
が
こ
う
い
う
状
況
に
置
か
れ
た
ら

こ
う
い
う
気
持
ち
を
持
つ
だ
ろ
う
、
と
い
う
自
分
の

生
活
体
験
を
持
ち
出
し
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

感
想
の
根
拠
が
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
の
か
を
明
確
に

す
る
こ
と
で
、「
感
情
の
束
」
に
何
本
の
筋
が
あ
っ

た
か
が
確
認
で
き
ま
す
。
結
論
だ
け
で
な
く
、
そ

う
感
じ
た
根
拠
を
交
流
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思

い
ま
す
。

青
山

根
拠
を
自
分
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
に
、

ウ
エ
イ
ト
を
置
い
て
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。

も
す
べ
て
の
指
導
事
項
を
扱
う
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
こ
う
や
っ
て
並
ん
で
い
る
こ
と
で
、
そ
の
意

味
が
わ
か
り
や
す
い
。
少
な
く
と
も
先
生
は
そ
れ

を
わ
か
って
指
導
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

ま
た
、
従
来
見
え
に
く
か
っ
た
説
明
的
な
文
章
の

指
導
事
項
と
文
学
的
な
文
章
の
指
導
事
項
が
、
明

確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
も
今
回
の
特
徴
で
す
。

青
山

確
か
に
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
解
説
国

語
編
の
一
三
四
ペ
ー
ジ
を
見
る
と
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

大
き
な
特
徴
で
す
ね
。

髙
木

三
つ
目
は
、「
自
分
の
考
え
の
形
成
と
交
流
」

で
す
。
例
え
ば
、
本
を
読
ん
だ
り
、
映
画
を
見
た

り
し
て
何
か
思
っ
た
ら
、
そ
れ
を
口
に
し
て
他
人
と

意
見
交
流
す
る
の
が
普
通
で
す
が
、
学
校
の
授
業
の

中
で
は
あ
ま
り
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
Ｐ
Ｉ

Ｓ
Ａ
調
査
に
よ
っ
て
そ
う
い
う
活
動
が
見
直
さ
れ
て
、

と
て
も
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
交
流
す
る
良
さ
は
、

他
人
の
考
え
方
を
知
っ
て
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
力

が
付
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
読
み
方
以
外

の
読
み
方
も
あ
る
の
だ
と
気
づ
く
。

青
山

子
ど
も
は
一つ
の
側
面
で
読
ん
で
い
く
の
で
、

違
う
観
点
の
読
み
方
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
は

交
流
が
必
要
で
す
ね
。
確
か
に
、
交
流
は
手
立
て

と
し
て
は
と
て
も
良
い
の
で
す
が
、
評
価
が
難
し
そ

う
で
す
。

髙
木

何
と
な
く
本
を
読
む
と
い
う
の
も
も
ち
ろ
ん

あ
っ
て
も
い
い
の
で
す
が
、
生
活
で
生
か
さ
れ
る
よ
う

な
読
書
を
経
験
さ
せ
る
。「
目
的
に
応
じ
た
読
書
」

の
「
目
的
に
応
じ
た
」
と
い
う
言
葉
は
「
働
く
、

生
活
に
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

青
山

教
科
の
枠
を
超
え
て
、
言
語
生
活
と
か
、

読
書
生
活
と
か
、
子
ど
も
の
生
活
の
中
に
し
っ
か
り

落
と
し
込
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

髙
木

そ
う
で
す
ね
。
中
学
校
第
三
学
年
の
言
語

活
動
例
の
「
ウ
」
を
み
る
と
、「
自
分
の
読
書
生
活

を
振
り
返
り
、
本
の
選
び
方
や
読
み
方
に
つ
い
て
考

え
る
こ
と
。」
と
あ
り
ま
す
。
新
聞
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
な
ど
を
含
む
自
分
の
読
書
生
活
を
振
り
返
り
、

こ
れ
か
ら
ど
う
し
て
い
こ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
レ
ベル

ま
で
、
義
務
教
育
の
最
終
段
階
で
も
っ
て
い
き
た
い

と
い
う
こ
と
で
す
。

青
山

最
終
的
に
そ
こ
を
目
指
す
た
め
に
、
小
学

校
の
段
階
で
は
、
も
っ
と
見
通
し
を
立
て
た
方
が
い

い
。
小
学
校
ま
で
は
「
目
的
に
応
じ
た
読
書
」
で
、

中
学
校
か
ら
急
に
「
読
書
と
情
報
活
用
」
に
な
る

わ
け
で
は
な
く
、
六
年
生
に
な
っ
た
ら
、
情
報
活

用
を
意
識
し
た
読
書
に
す
る
な
ど
、
中
学
校
を

見
す
え
た
活
動
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う

で
す
ね
。

教
科
書
教
材
で
育
て
る

「
読
む
こ
と
の
活
用
力
」

青
山
「
読
む
こ
と
の
活
用
力
」
を
、
教
科
書
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
教
材
名
を
挙
げ
て
お
話
し
い
た
だ
け

ま
す
か
。

髙
木

例
え
ば
、
わ
か
り
や
す
い
の
は
、「
す
が
た

を
か
え
る
大
豆
」（
三
下
）
で
し
ょ
う
。
大
事
な
こ

と
は
、
ど
う
い
う
順
序
で
説
明
さ
れ
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
説
明
す
る
順
番
が
、
煮
た
り
焼
い

た
り
と
いっ
た
形
の
あ
る
も
の
か
ら
、
粉
に
ひ
い
た
り

と
いっ
た
形
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
す
ね
。
そ

れ
は
物
を
見
る
と
き
の
観
点
に
な
り
、
活
用
で
き
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

青
山

中
学
年
は
、
事
例
の
選
択
や
順
序
性
を
考

え
ら
れ
る
時
期
で
す
。
し
か
し
、
ど
ん
な
事
例
を

選
択
し
て
、
ど
う
い
う
順
序
で
説
明
し
た
ら
よ
い
の

か
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
読
む
だ
け
で
は

難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
書
い
て
い
く
中
で
初
め

て
気
づ
く
こ
と
が
多
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

髙
木

確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
学
習
の
場
で
は
、

習
得
的
な
知
識
も
、
活
用
す
る
中
で
再
発
見
さ
れ

て
、
生
か
さ
れ
て
身
に
つい
て
い
く
。

特 集

「読むことの活用力」を考える

青山 由紀（あおやま ゆき）
東京都生まれ。筑波大学附属小学校教諭。全国国語授業研究
会常任理事、使える授業ベーシック研究会常任理事などを務める。
著書に『話すことが好きになる子どもを育てる』（東洋館出版社）、
『子どもを国語好きにする授業アイデア』（学事出版）などがある。
光村図書 小学校国語教科書編集委員を務める。

違う観点の読み方を身につけさせる
ためには交流が必要ですね。



他
教
科
に
生
か
す
「
読
む
こ
と
の
活
用
力
」

髙
木

説
明
文
の
構
造
は
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に

活
用
で
き
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

青
山

基
本
的
に
説
明
文
の
構
造
は
「
序
論
│
本

論
│
結
論
」
と
す
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
序
論
で
問

題
提
起
し
、
本
論
で
は
事
例
を
出
す
か
、
内
容
説

明
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
小
学
校
の
説
明
文
と
い
う

の
は
、
事
例
を
通
し
て
何
か
を
訴
え
た
い
の
か
、
答

え
そ
の
も
の
を
内
容
と
し
て
説
明
し
た
い
の
か
、
ど

ち
ら
か
だ
と
思
い
ま
す
。

髙
木

例
え
ば
、「
人
と
『
も
の
』
と
の
付
き
合
い
方
」

（
五
上
）
に
は
、「
ご
み
問
題
っ
て
な
あ
に
」
と
い
う
資

料
が
入
っ
て
い
ま
す
。
始
め
は
、
自
分
た
ち
の
身
の
回

り
の
生
活
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
こ
か
ら
江
戸
時
代
に
遡
っ

て
、
次
に
海
外
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
説
明
文
の
述
べ

方
を
学
ぶ
に
は
よ
い
教
材
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
、
た

だ
の
資
料
と
し
て
使
わ
れ
る
ケ
ー
ス
も
多
い
よ
う
で
す
。

青
山

三
年
以
上
の
教
科
書
に
は
、
二
つ
の
資
料
が

入
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
資
料
の
述
べ
方
の
工
夫
に
は
着

目
さ
せ
た
い
で
す
ね
。
ま
た
、
説
明
文
の
読
み
の
学

習
は
、「
書
く
こ
と
」
だ
け
で
な
く
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
と
か
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
、
レ
ポ
ー
ト
な
ど
、
他

教
科
に
も
生
か
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

年
生
の
「
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
」
の
後
に
読
ん
だ
ら
、

読
み
方
は
全
く
違
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
教

科
書
の
順
番
ど
お
り
に
た
だ
教
え
る
の
で
は
、
今
ま

で
と
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
。
学
年
間
で
縦
断
的

に
教
科
書
を
見
直
し
て
い
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
。

髙
木
「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」（
五
下
）
は
、
動

物
は
人
間
に
近
い
面
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
話
で

す
。
他
の
学
年
で
、動
物
が
登
場
す
る
教
材
は
、「
ス

イ
ミ
ー
」（
二
上
）
や
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」（
四
下
）
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、「
ス
イ
ミ
ー
」
や
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」

は
、
動
物
と
い
う
よ
り
、
子
ど
も
が
親
し
み
や
す
い

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
す
ね
。
し
か
し
、「
ガ
ン
」
は
、
動

物
で
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
す
。

青
山

人
間
と
動
物
と
の
関
係
が
書
か
れ
た
文
章

だ
か
ら
、
動
物
が
擬
人
化
さ
れ
て
い
な
い
。

髙
木

そ
う
で
す
。「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」で
は
、

動
物
は
人
間
に
近
い
面
を
も
っ
て
い
る
ね
と
、
上
か

ら
み
て
い
る
け
れ
ど
も
、「
や
ま
な
し
」（
六
下
）や「
海

の
命
」（
六
下
）
で
は
、
生
命
と
い
う
大
き
な
世
界

に
も
って
いって
い
ま
す
。

青
山

既
習
教
材
は
、
他
学
年
の
教
材
と
し
て
使

え
ま
す
ね
。
年
齢
が
変
わ
っ
て
、
考
え
方
や
観
点

が
変
わ
る
と
、
今
ま
で
読
ん
で
き
た
も
の
が
違
っ
た

見
え
方
を
す
る
。
子
ど
も
に
と
っ
て
は
面
白
い
こ
と

青
山

実
際
に
授
業
を
し
て
面
白
い
と
思
っ
た
の
が
、

子
ど
も
た
ち
が
読
ん
だ
と
き
に
気
に
な
っ
た
言
葉

と
、
書
こ
う
と
思
っ
た
と
き
に
気
に
な
っ
た
言
葉
が

違
う
と
い
う
こ
と
。
書
こ
う
と
思
っ
て
、
教
材
文
を

読
む
と
、
気
に
な
る
言
葉
が
違
って
く
る
ん
で
す
。

髙
木

文
章
を
書
く
と
き
に
、
ど
う
い
う
順
番
で

書
い
た
ら
よ
い
か
意
識
さ
せ
る
こ
と
は
大
切
で
す
。

例
え
ば
「
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
で
伝
え
る
」（
四
下
）
も

面
白
い
教
材
で
、
わ
た
し
は
、「
ふ
き
の
と
う
」（
二

上
）
に
通
じ
る
も
の
を
感
じ
ま
す
。

青
山
「
ふ
き
の
と
う
」
で
す
か
？

高
木

冒
頭
で
は
、
ふ
き
の
と
う
が
芽
を
出
す
と
い

う
小
さ
い
部
分
を
見
て
い
る
。
そ
れ
が
森
全
体
を
見

る
よ
う
に
な
っ
て
、
最
後
は
わ
っ
と
世
界
が
広
が
る
。

あ
れ
は
春
が
訪
れ
た
と
い
う
広
が
る
気
持
ち
と
連
動

し
な
が
ら
視
野
が
開
け
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
れ
は

「
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
」
の
見
方
に
通
じ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

青
山

な
る
ほ
ど
。
二
年
生
で
「
ふ
き
の
と
う
」

を
学
習
す
る
と
、
子
ど
も
は
、
ふ
き
の
と
う
に
な
り

き
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
中
学
年
以
上
に
な

る
と
、
書
き
手
に
な
って
考
え
ら
れ
る
。
書
き
手
は
、

こ
こ
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
書
き
た
い
と
い
う
意
識

が
出
て
き
ま
す
。
二
年
生
で
読
ん
だ
教
材
を
、
四

活
用
力
を
生
か
せ
る
子
ど
も
に
育
て
る

青
山
「
読
む
こ
と
の
活
用
力
」
が
身
に
つ
く
と
、

ど
ん
な
い
い
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

髙
木

例
え
ば
、「
わ
ら
ぐ
つ
の
中
の
神
様
」
の
よ

う
な
「
も
の
の
見
方
」
を
知
っ
て
い
る
と
、
家
に
あ

る
古
い
も
の
に
良
さ
を
感
じ
た
り
し
て
、「
も
の
の

見
方
」
が
豊
か
に
な
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は

物
理
的
に
も
の
を
見
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
コッ
プ

一つ
で
も
、
そ
こ
に
何
か
を
感
じ
て
物
語
を
重
ね
て
見

て
い
ま
す
。
そ
の
重
ね
て
い
る
物
語
の
数
が
多
け
れ

ば
多
い
ほ
ど
豊
か
に
な
る
。
す
る
と
、
自
分
が
得
を

す
る
わ
け
で
す
。
た
だ
修
行
の
よ
う
に
読
む
の
で
は

な
く
て
、
読
み
取
っ
た
こ
と
を
生
か
し
、
そ
れ
が
楽

し
い
と
い
う
経
験
が
で
き
る
よ
う
な
学
習
の
場
を

作
って
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
学
習
を
振
り
返
る
こ
と
も
大
切
で
す
ね
。

今
日
読
ん
だ
物
語
が
自
分
の
生
活
の
中
で
ど
う
生

き
て
く
る
の
か
。
そ
う
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
新
し

い
学
習
指
導
要
領
の
ね
ら
い
で
も
あ
り
ま
す
。
過
去

の
教
科
書
を
引
っ
張
り
だ
し
て
き
て
教
え
る
と
いっ

た
、
今
使
っ
て
い
る
教
科
書
だ
け
で
学
習
は
終
わ
ら

な
い
と
い
う
考
え
を
持
つ
こ
と
が
、
先
生
方
に
は
必

要
に
な
って
く
る
と
思
い
ま
す
。

青
山

子
ど
も
に
は
、
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
す
と
い

う
こ
と
を
、
自
覚
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
に

だ
と
思
い
ま
す
。

髙
木

例
え
ば
、
物
語
構
造
が
同
じ
も
の
を
探
し

て
み
よ
う
と
か
、
引
っ
張
り
だ
し
て
読
む
動
機
づ
け

が
で
き
ま
す
ね
。
あ
る
程
度
、
抽
象
化
し
な
い
と

物
語
構
造
は
見
え
て
こ
な
い
で
す
か
ら
、
物
語
を
抽

象
化
し
て
と
ら
え
る
学
習
に
も
な
る
わ
け
で
す
。

青
山
「
場
面
」
の
学
習
で
も
、
学
年
間
の
縦
断
的

な
見
方
は
大
事
で
す
ね
。「
大
き
な
か
ぶ
」（
一上
）

は
、「
一
人
ず
つ
増
え
て
い
く
」
の
で
場
面
が
わ
か
り

や
す
い
。「
お
手
紙
」（
二
下
）
は
時
間
で
変
わ
っ
て

い
き
ま
す
。「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
」（
三
下
）

も
時
間
で
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
が
、
最
後
に
何
十
年

も
隔
た
る
と
い
う
、
同
じ
場
所
が
時
代
を
隔
て
て

描
か
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
こ
と
が
「
一
つ
の
花
」（
四

下
）
で
も
言
え
ま
す
ね
。「
わ
ら
ぐ
つ
の
中
の
神
様
」

（
五
下
）
に
な
る
と
、
現
在
│
過
去
│
現
在
と
い
う

箱
型
構
造
に
な
り
ま
す
。

思
い
ま
す
。

髙
木

メ
タ
レ
ベル
で
、
学
習
を
見
つ
め
る
目
が
大
事

で
す
。
読
み
取
っ
た
こ
と
を
生
か
し
て
何
か
が
で
き

る
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
身
に
つ
く
し
、
読
み
取
る

こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
実
感
も
持
て
る
の
で
す
。
そ

れ
が
自
覚
と
い
う
も
の
で
す
ね
。

青
山

う
ま
く
い
か
な
い
と
き
に
、
も
う
一
回
、
前

に
戻
っ
て
何
が
大
事
だ
っ
た
の
と
か
考
え
た
り
、
前

に
勉
強
し
た
こ
と
の
ど
こ
を
見
直
し
た
ら
い
い
の
か

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
学
び
方
が
身
に
つ
く
。

そ
れ
が
「
活
用
力
」
と
な
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

髙
木

活
用
力
は
、
知
識
・
技
能
を
た
だ
活
用
す

る
だ
け
で
は
な
く
て
、
活
用
知
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
の
で
す
。
知
って
い
れ
ば
使
え
る
の
で
は
な
く
、
実

際
に
使
っ
て
み
る
う
ち
に
、
知
識
の
使
い
方
を
知
る

と
い
う
。
そ
れ
は
や
は
り
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
と

き
に
、
効
果
的
に
身
に
つい
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

特 集

「読むことの活用力」を考える
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教材

教材

教材

教材

読むこと

読むこと

読むこと

読むこと

一本の木
○順序（事柄、手順）
○絵と文章をあわせて読む

すがたをかえる大豆
○段落相互の関係　（意味段落・説明しやすい順序）
「『かむ』ことの力」4上
○事例の選択や順序
○調べるために読む（図鑑・事典）
★本の探し方、調べ方を知る（図書館利用、理科、社会、
総合など）

ニュース番組作りの現場から
○目的に応じて文章の内容を押さえる
○写真や図版と文章をあわせて読む
「森へ」6上
○編集意図を考えて読む（時系列に沿った文）
★情報産業、放送、新聞など（社会）

アップとルーズで伝える
○段落相互の関係（問いと答え、意味段落、説明のしかたの工夫）
○伝えたいことの中心を読む
○写真と文章をあわせて読む
「千年の釘にいどむ」5上、
「ニュース番組作りの現場から」5下、「森へ」6上
○編集意図を考えて読む
「ニュース番組作りの現場から」5下
○調べるために読む（図鑑・事典）

お手紙
○場面の様子（登場人物の変容）
「三年とうげ」3上
○登場人物へ手紙を書く
○シリーズ本を読む

ちいちゃんのかげおくり
○場面の移り変わり
「一つの花」4下
○戦争を題材とした本を読む
○感想交流（自分の読み）
★戦争や昔のことについて調べる（資料・インタビューなど）

わらぐつの中の神様
○登場人物の相互の関係から性格、気持ちの変化や生き方
を読み取る（優れた叙述やキーワードとなるものなど）
「カレーライス」6上
○作品の構成（現在－過去－現在）

一つの花
○場面の移り変わり
○題名の表現する意味
「カレーライス」6上、「やまなし」6下
○戦争を題材とした本を読む
○感想交流（自分の読み）
★戦争や昔のことについて調べる（資料・インタビューなど）

スイミー
○場面の様子（想像豊かに）
○音読（声の大きさ・会話文・繰り返し）
○登場人物に手紙を書く
○同じ作家の読書

三年とうげ
○民話・昔話を読む（外国の作品・とんち話など）
○読んだ本を紹介する
「白いぼうし」4上

千年の釘にいどむ
○感想交流（ドキュメンタリーを読んで自分の
生き方を考える）

○読書会をひらく（ドキュメンタリー作品）
○写真と文章をあわせて読む
「ニュース番組作りの現場から」5下、「森へ」6上

白いぼうし
○叙述を基に想像して読む（ファンタジー）
「森へ」6上、「やまなし」6下
○感想交流（表現の工夫）
○シリーズ本を読む
○読んだ本を紹介する
★色彩表現を読む（図工）

たんぽぽの　ちえ
○順序（時間）
「サンゴの海の生きものたち」2上、「一本の木」2下
○ほかの「たんぽぽの　ちえ」を調べて発表する

ありの行列
○問いと答え
「『かむ』ことの力」4上
○段落の役割（意味段落）
★調べ学習（理科）

サクラソウとトラマルハナバチ
○問いと答え
○要旨をとらえ自分の考えをもつ
「生き物はつながりの中に」6上
○事実、感想、意見を読み分ける
○感想交流（筆者の意見）

「かむ」ことの力
○問いと答え
○段落のつながり
○要約する
「サクラソウとトラマルハナバチ」5上
★人の体のつくりと運動について調べる（理科）

ふきのとう
○音読（会話文）
「スイミー」2上　ほか
○場面の様子
「スイミー」2上、「お手紙」2下　ほか

きつつきの商売
○音読（場面の様子がわかるように）
○擬音語
「森へ」6上
○場面の違い
○シリーズ本を読む

新しい友達
○音読（会話文・心情の表現）
○登場人物の相互の関係から性格、気持ちの変化
を読み取る（キーワードとなるものなど）
「わらぐつの中の神様」5下、「カレーライス」6上

三つのお願い
○音読（会話文・心情の表現）
○登場人物の性格、気持ちの変化
「ごんぎつね」4下
○登場人物像の心情を行動や会話から読み取る
○感想交流（自分の読み）

サンゴの海の生きものたち
○順序（事柄）
「一本の木」2下
○問いと答え
「ありの行列」3上、「『かむ』ことの力」4上
★調べるために読む（図鑑など）

★おもちゃ作り（生活科・図工：説明書を読む）
★説明のしかた

○文章構成の中で事例を挙げて書く（食べ物についての説
明文作り、★食育）

○課題設定のしかた（マッピング）

○ニュース番組を作る（目的に応じて考えたことや伝えた
いことを発表する）

○資料や図表を使って考えが伝わるように書く
○資料を提示しながら説明する

○写真などを効果的に使い学級新聞などを書く
○書こうとすることの中心を明確にして書く

○創作文を書く

★戦争についての新聞作り、発表など
★昔のくらし（社会）

○続き話を書く
★方言について調査、発表する（総合）
★雪国のくらし（社会）

★戦争についての新聞作り、発表など
★昔のくらし（社会）

○順序（時間）　
「こんなお話を考えた」2下
★劇化（特別活動）

★劇化（特別活動）

○創作文を書く（表現の工夫など）
「物語を作ろう」5下
★地域のものづくりについての調査、発表
（総合、社会）

○記録文
「かんさつ名人に　なろう」2上
★観察記録（生活科）

○段落の役割
「おもしろいもの、見つけた」3上、「せつめい書を
作ろう」3下

★報告書（社会）、実験観察記録（理科）

○意見文を書く（筆者の考え、述べ方の工夫など）
「人と『もの』との付き合い方」5上、「生き物は
つながりの中に」6上

○段落の役割（意味段落）
「生活を見つめて」4下
★調べたことを報告書にまとめる（理科、社会、
総合など）

○順序（時間）
「こんなお話を考えた」2下

○続き話の創作（同じ構成で書く）

○創作（自分の「カレーライス」を書く）

表現

表現

表現

表現

○組み立てを考えた文（図鑑作り・生き物カード）

3年

5年

4年

6年

教材

読むこと

平和のとりでを築く
○事実と感想、意見などとの関係から筆者の考えをとらえ、
自分の考えを明確にしながら読む

○目的に応じて複数の文章を比べて読む（書籍、新聞、雑誌、
パンフレット、ホームページなど）

○自分の課題解決のために意見を述べた文章や解説の文章
などを利用する。

★情報の真偽やモラルについて知る（総合、社会）

やまなし
○心情や場面についての描写をとらえ、優れた叙述につい
て考えをまとめる

○題名の表現する意味
○作者の生き方（伝記）とあわせて作品を読む
○同じ作者の本を読んで推薦の文章を書く
★色彩表現を読む（図工）

新しい学習指導要領解説では中学3年までを見通せる系統表が示されています。そこで系統的な指導ができるように、現在の
教科書教材の指導内容を表に記しました。「読むこと」領域内でのつながりと、「読むこと」を表現（「話す・聞く」、「書く」）につな
げた場合を挙げています。学習したことを活用しながら新たな教材に取り組むようにしたいものです。

「読むこと」活動系統表
筑波大学附属小学校教諭　青山 由紀

森へ
○五感の表現をとらえ情景の美しさを読む
「やまなし」6下
○読書会をひらく（テーマ、表現、ジャンルなど）
○写真と文章をあわせて読む
○効果的な表現の工夫を読む

生き物はつながりの中に
○問いと答え
○要旨をとらえ自分の考えをもつ
○事実、感想、意見を読み分け文章全体の構成を
把握する

○感想交流（筆者の意見、述べ方、事例の取り
上げ方など）

カレーライス
○登場人物の相互の関係から性格、気持ちの変化
を読み取る（視点人物、鍵となるものなど）

○翻作（視点を変えて日記や物語に書きなおす）
○感想交流（考えを広げたり深めたりする）

○媒体にあわせた表現方法や構成を考えて発信する
★平和について調べ、自分の意見を発表する（総合、社会）

○朗読発表会を行う
★幻灯のBGMを考える（音楽）

○写真と文章をあわせたドキュメンタリーを発表する
○作品のテーマに対しての鑑賞・感想文を書く

○意見文を書く（筆者の考え、述べ方の工夫など）表現

1年

2年

教材

読むこと

どうぶつの　赤ちゃん
○問いと答え
「サンゴの海の生きものたち」2上、 「ありの行列」3上、
「『かむ』ことの力」4上
○順序（時間）
○比較思考（共通の観点で読む）
○事例の選択
★調べるために読む（図鑑など）

くじらぐも
○音読（声の大きさ・会話文・繰り返し）
「ふきのとう」2上　ほか
○場面の様子
「ふきのとう」2上　ほか
○同じ作家の読書（「ぐりとぐら」など）

大きな　かぶ
○音読（繰り返しやリズム）
「くじらぐも」1下、「ふきのとう」2上　ほか
○場面の様子
「くじらぐも」1下、「ふきのとう」2上　ほか
○読書（繰り返しのあるお話）

いろいろな　くちばし
○問いと答え
「じどう車くらべ」1上、「どうぶつの　赤ちゃん」
1下、「サンゴの海の生きものたち」2上、「ありの
行列」3上、「『かむ』ことの力」4上

はなの　みち
○音読（会話文）
「くじらぐも」1下、「ふきのとう」「スイミー」2上
ほか

○場面の様子
「おむすび　ころりん」「大きな　かぶ」1上、
「くじらぐも」「たぬきの　糸車」1下　ほか

じどう車くらべ
○問いと答え
「どうぶつの　赤ちゃん」1下、「サンゴの海の生きものたち」
2上、「ありの行列」3上、「『かむ』ことの力」4上　ほか

○比較思考（共通の観点で読む）
「どうぶつの　赤ちゃん」1下
★調べるために読む（図鑑など）

○説明の順序を考えた文（図鑑、クイズ作り）
★時系列での説明（生活科：成長記録）

○音読劇
★劇化（特別活動）

○劇化（特別活動）○問いと答え（これは～です。）
「わたしは、なんでしょう」1下
★観察記録（説明のしかた、様子を表す言葉・
生活科）

表現
○組み立てを考えた文（図鑑作り）
★観察記録（説明のしかた、原因結果「そのために」・生活科：
町探検）

教材
【表の見方】

読むこと

表現

じどう車くらべ
○問いと答え
「どうぶつの　赤ちゃん」1下、「サンゴの海の生きものたち」
2上、「ありの行列」3上、「『かむ』ことの力」4上　ほか

○比較思考（共通の観点で読む）
「どうぶつの　赤ちゃん」1下
★調べるために読む（図鑑など）

○組み立てを考えた文（図鑑作り）
★観察記録（説明のしかた、原因結果「そのために」・生活科：
町探検）

★算数（比較思考）

○  は指導内容です。

「  」は関連教材です。

★  は国語科以外の活動とのつながりです。




