
国語の楽しさ、学びの楽しさってなんだろう
特集

10101111

も
ま
た
「
自
己
主
導
」
型
の
学
び
と
し
て
な
さ
れ

る
が
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
味
わ
う
「
楽

し
さ
」
は
、
あ
る
種
の
「
苦
し
さ
」
を
と
も
な
う

こ
と
を
意
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
の
成
長
を
目
ざ
し

て
学
び
を
遂
行
す
る
と
き
、
か
れ
ら
は
現
在
の
自

己
を
否
定
し
、
自
ら
を
自
ら
の
手
で
よ
り
望
ま
し

い
存
在
に
変
え
る
作
業
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
作
業
は
、
結
果
と
し
て
自
己
実
現
と
い

う
「
楽
し
さ
」
を
与
え
て
く
れ
る
が
、
同
時
に
内

面
的
成
長
は
誰
に
も
頼
れ
な
い
こ
と
を
思
い
知
ら

せ
、
例
え
ば
試
行
錯
誤
と
い
う
「
苦
し
さ
」
を
と

も
な
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
こ
と
を
自
覚
し
、
そ
れ
で
も
な
お
自

分
を
よ
り
よ
い
存
在
へ
と
変
容
さ
せ
よ
う
と

す
る
能
力
を
、
ハ
ー
ト
ら
は
「
変
容
可
能
性

（T
ransform

ability; H
art et al., 2006

）」
と

名
付
け
て
い
る
︵
※
３
︶。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、

自
身
の
成
長
を
目
ざ
し
て
自
ら
行
う
学
び
に
埋
め

込
ま
れ
た
真
の
「
楽
し
さ
」
は
、
多
か
れ
少
な
か

れ
、そ
の
対
義
語
で
あ
る「
苦
し
さ
」を
と
も
な
う
。

だ
が
そ
の
苦
し
さ
は
成
長
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と

の
で
き
な
い
ス
ト
レ
ス
で
あ
り
、
そ
う
自
覚
し
て

い
れ
ば
、
決
し
て
不
快
な
感
覚
で
は
な
い
。
す
ぐ

れ
た
ア
ス
リ
ー
ト
が
過
酷
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
い

と
わ
な
い
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
も
、
こ
れ
と
同
じ
で
あ

る
。

ぐ
っ
て
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
広
げ
て
い
く
」
作
業

で
あ
る
。
語
彙
爆
発
と
よ
ば
れ
る
二
歳
児
の
驚
異

的
な
語
彙
量
の
増
加
は
、
自
然
に
な
さ
れ
る
生
得

的
な
現
象
で
は
決
し
て
な
く
、
か
れ
ら
の
あ
く
な

き
努
力
の
た
ま
も
の
で
あ
る
。
言
語
獲
得
が
未
熟

な
乳
幼
児
に
と
っ
て
、
未
知
な
る
事
物
へ
の
と
ま

ど
い
や
伝
達
意
図
の
不
達
と
い
っ
た
事
態
は
、
山

の
よ
う
に
訪
れ
る
。
そ
の
中
で
生
活
す
る
日
々

は
、
外
国
語
の
初
学
者
が
海
外
渡
航
し
て
味
わ
う

の
と
同
様
、
一
種
の
苦
し
さ
を
と
も
な
う
。
け
れ

ど
も
乳
幼
児
は
あ
き
ら
め
な
い
。
単
語
の
聞
き
分

け
方
か
ら
発
音
の
仕
方
、
単
語
の
種
類
や
意
味
と

い
っ
た
母
語
の
仕
組
み
を
自
力
で
見
つ
け
出
す
ま

で
、
何
度
で
も
失
敗
し
な
が
ら
経
験
を
重
ね
て
い

く
。
そ
の
結
果
と
し
て
起
き
る
の
が
語
彙
爆
発
で

あ
り
、苦
し
さ
を
く
ぐ
り
抜
け
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

言
葉
を
通
し
て
人
と
か
か
わ
る
こ
と
の
楽
し
さ
が

満
面
の
笑
顔
と
な
っ
て
実
を
結
ぶ
。

　

カ
ー
ル
・
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
︵
※
２
︶
に
よ
れ
ば
、

大
人
が
子
ど
も
を
信
頼
し
、
共
感
的
理
解
に
よ
っ

て
「
受
容
（A

cceptance

）」
の
態
度
を
醸
成
す

る
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
に
「
自
己
主
導
（Self-

direction

）」
型
の
学
び
を
促
し
、
子
ど
も
が
中

心
と
な
る
学
び
の
実
現
に
貢
献
す
る
。要
す
る
に
、

子
ど
も
た
ち
自
身
の
成
長
す
る
力
を
信
じ
て
か
れ

ら
に
伴
走
す
る
姿
勢
が
、
学
び
を
確
か
な
も
の
に

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
乳
幼
児
の
言
語
獲
得

　

お
も
し
ろ
さ
と
楽
し
さ

　
「
今
日
の
授
業
は
お
も
し
ろ
か
っ
た
。」
子
ど
も

た
ち
か
ら
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
出
た
と
き
、
多
く

の
教
師
は
や
り
が
い
と
手
ご
た
え
を
感
じ
、
満
足

す
る
。
も
と
よ
り
、
退
屈
で
つ
ま
ら
な
い
授
業
よ

り
も
、
お
も
し
ろ
か
っ
た
と
い
う
実
感
を
と
も
な

う
授
業
の
ほ
う
が
、
当
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

記
憶
に
残
る
有
意
義
な
授
業
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
何
が
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

お
も
し
ろ
か
っ
た
の
か
を
省
察
し
て
み
る
と
、
例

え
ば
ゲ
ー
ム
感
覚
の
活
動
だ
っ
た
り
、
教
科
書
教

材
の
内
容
だ
っ
た
り
、
教
師
の
話
術
だ
っ
た
り
す

る
。
こ
れ
ら
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
と
感
じ
て
い
た

場
合
、
い
ず
れ
も
提
供
さ
れ
た
活
動
や
素
材
な
ど

へ
の
興
味
・
関
心
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
が
自

ら
工
夫
し
た
り
創
造
し
た
り
し
た
結
果
と
し
て
得

ら
れ
る
感
覚
と
は
異
な
る
。
日
常
生
活
に
敷
衍
す

を
授
業
に
求
め
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の「
出
し
物
」

が
枯
渇
し
か
け
た
こ
ろ
、「
な
ん
だ
か
最
近
の
先

生
の
授
業
は
お
も
し
ろ
く
な
い
」
と
い
う
声
を
耳

に
す
る
こ
と
に
な
る
。
ほ
か
で
も
な
い
、
高
校
国

語
科
教
師
と
し
て
初
め
て
教
壇
に
立
っ
た
筆
者
が

そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。

　
「
楽
し
い
」
は

　

生
産
者
と
し
て
の
感
覚

　
「
お
も
し
ろ
い
」
は
、
多
く
の
場
合
、
消
費
者

的
な
感
覚
で
あ
る
。
対
義
語
が
「
つ
ま
ら
な
い
」

所
以
で
あ
る
。
消
費
者
的
な
感
覚
は
、
労
せ
ず
し

て
満
足
の
得
ら
れ
る
状
況
を
期
待
さ
せ
る
。
授
業

と
い
う
出
来
事
に
こ
の
感
覚
が
持
ち
込
ま
れ
る

と
、
子
ど
も
た
ち
は
教
師
の
サ
ー
ビ
ス
を
要
求
す

る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
今
日
の
授
業
は
楽
し
か
っ

た
。」
と
い
う
声
が
聞
か
れ
た
と
き
は
ど
う
で
あ

ろ
う
。
楽
し
さ
は
お
も
し
ろ
さ
と
背
反
す
る
感
覚

で
は
な
い
し
、
お
も
し
ろ
く
て
な
お
か
つ
楽
し
い

授
業
で
あ
れ
ば
申
し
分
が
な
い
は
ず
だ
。
そ
う
な

れ
ば
、
教
師
の
満
足
も
ひ
と
し
お
で
あ
ろ
う
。
け

れ
ど
も
、「
お
も
し
ろ
い
」
と
「
楽
し
い
」
と
の

間
に
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
存
在
を
認
め
ざ
る
を
得

な
い
。

　

そ
れ
で
は
「
お
も
し
ろ
い
」
と
「
楽
し
い
」
と

の
間
に
あ
る
、
決
定
的
な
違
い
と
は
何
だ
ろ
う

れ
ば
、
お
笑
い
芸
人
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
視
聴

し
て
、「
誰
々
の
芸
は
お
も
し
ろ
か
っ
た
」
と
言

う
の
と
同
じ
感
覚
だ
。
こ
こ
に
、「
お
も
し
ろ
い
」

と
い
う
感
想
の
落
と
し
穴
が
あ
る
。

　

子
ど
も
た
ち
に
お
も
し
ろ
い
と
思
わ
せ
る
授
業

づ
く
り
に
腐
心
し
て
い
る
と
、
時
と
し
て
、
果
て

の
な
い
供
給
作
業
に
疲
弊
す
る
こ
と
が
あ
る
。
今

度
は
ど
う
い
う
仕
掛
け
で
お
も
し
ろ
が
ら
せ
よ
う

か
と
い
う
姿
勢
は
、
子
ど
も
た
ち
を
大
切
に
思
う

教
師
の
心
が
け
と
し
て
賞
賛
す
べ
き
も
の
で
は
あ

る
が
、
多
く
の
場
合
、
き
り
が
な
い
。
そ
し
て
少

な
か
ら
ぬ
教
師
は
、
お
笑
い
芸
人
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
お
も
し
ろ
い
授
業
を
提
供
し
続
け
る
作

業
の
限
界
を
迎
え
る
。
子
ど
も
た
ち
の
興
味
・
関

心
を
そ
そ
る
話
題
、
目
新
し
さ
や
意
外
性
の
あ
る

素
材
、
娯
楽
性
や
遊
戯
性
を
意
識
し
た
活
動
な
ど

を
提
供
し
て
も
、
そ
れ
が
い
く
た
び
か
繰
り
返
さ

れ
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
す
ぐ
に
馴
れ
、
飽
き
て

し
ま
う
。
か
れ
ら
は
よ
り
刺
激
的
な
「
出
し
物
」

※ 1　針生悦子（2019）『赤ちゃんはことばをどう学ぶのか』中公新書ラクレ
※ 2　カール・ロジャーズ、ジェローム・フライバーグ（2006）『学習する自由 第三版』畠瀬稔・村田進訳、 コスモス・ライブラリー
※ 3　Susan Hart, Annabelle Dixon, Mary Jane Drummond, Donald McIntyre（2006）Learning without Limits, UK: Open University Press.
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藤
森
裕
治

か
。
例
え
ば
、
か
ん
か
ん
が
く
が
く
の
討
論
、
調

査
発
表
活
動
、
あ
る
い
は
創
作
俳
句
の
披
講
な
ど

を
行
っ
た
後
で
「
楽
し
か
っ
た
」
と
い
う
声
が
聞

か
れ
た
と
き
、
す
べ
て
に
お
い
て
子
ど
も
た
ち
自

ら
の
取
り
組
み
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
述
語
を
「
お

も
し
ろ
か
っ
た
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
は
可
能
だ

が
、「
お
も
し
ろ
い
」
と
し
た
場
合
、
右
の
諸
事

例
を
傍
観
し
て
い
た
者
で
も
言
う
こ
と
が
で
き
る

の
に
対
し
、「
楽
し
い
」
と
述
懐
す
る
者
は
、
自

分
で
立
ち
向
か
っ
た
事
実
を
も
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
楽
し
い
」
は
消
費
者
で
は
な
く
生
産
者

と
し
て
の
感
覚
で
あ
り
、
主
体
が
自
ら
何
事
か
を

行
っ
て
初
め
て
得
ら
れ
る
感
覚
な
の
で
あ
る
。

　

と
す
れ
ば
、
い
ま
・
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
授

業
の
学
び
が
「
楽
し
い
」
も
の
と
な
る
か
ど
う
か

は
、
教
師
の
采
配
だ
け
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
子
ど
も
た
ち
が
題
材
や
眼
前
の
活
動
・
素
材

に
胸
を
躍
ら
せ
、
内
発
的
な
充
実
感
を
覚
え
る
こ

と
な
く
し
て
、「
楽
し
い
」
と
い
う
感
覚
は
得
ら

れ
な
い
。
教
師
は
そ
れ
を
啓
発
す
る
た
め
の
触
媒

で
あ
り
、
学
び
を
促
進
す
る
環
境
と
し
て
、
か
れ

ら
と
と
も
に
あ
る
。

　

試
行
錯
誤
と
自
己
主
導

　
　
　
　
　
　
　

    （Self-direction

）

　

針
生
悦
子
︵
※
１
︶
に
よ
れ
ば
、
乳
幼
児
の
言

語
獲
得
と
は
「
一
つ
一
つ
の
単
語
の
意
味
を
め

楽
し
さ
は

苦
し
さ
と
と
も
に
あ
る


