
0203

　

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
。
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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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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」
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