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「
か
ら
だ
と
こ
と
ば
」

〔なつい いつき〕俳人。俳句集団「いつき組」の組長とし
て、全国で「句会ライブ」を展開。第八回「俳壇賞」をは
じめ各賞を受賞。著書に、句集『伊月集』（本阿弥書店）など。

人のこころを魅了することばは、
自分の五感から生まれる

夏井いつき

　

数
年
前
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
の
子
ど
も

番
組
「
天
才
て
れ
び
く
ん
ワ
イ
ド
」
で
俳
句

コ
ー
ナ
ー
を
担
当
し
た
お
り
、「
た
ん
ぽ
ぽ
」

と
い
う
季
題
で
作
品
を
募
集
し
た
こ
と
が
あ

る
。
短
い
募
集
期
間
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
千

通
余
り
が
届
き
、
担
当
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
も

ど
も
驚
き
つ
つ
喜
び
つ
つ
選
句
に
と
り
か
か

っ
た
わ
た
し
だ
っ
た
が
、
そ
の
わ
た
し
を
仰

天
さ
せ
た
一
句
が
、
こ
れ
だ
っ
た
。

　

た
ん
ぽ
ぽ
が
綿
毛
に
な
っ
て
旅
を
す
る

　

応
募
三
千
通
の
う
ち
、
な
ん
と
三
百
通
余

り
が
一
言
一
句
変
わ
ら
な
い
こ
の
俳
句
！　

次
か
ら
次
へ
同
じ
句
が
出
て
く
る
苦
行
の
よ

う
な
選
句
作
業
を
終
え
、
わ
た
し
は
暗あ

ん
た
ん澹
た

る
心
地
だ
っ
た
。
こ
ん
な
固
定
観
念
を
子
ど

も
た
ち
に
植
え
付
け
て
い
る
の
は
、
い
っ
た

い
だ
れ
な
の
か
、
な
ん
な
の
か
。

　

た
ん
ぽ
ぽ
だ
け
で
は
な
い
。「
か
た
つ
む

り
葉
っ
ぱ
の
か
げ
で
お
ひ
る
ね
だ
」「
ひ
ま

わ
り
は
お
ひ
さ
ま
を
み
て
笑
っ
て
る
」
こ
の

手
の
お
決
ま
り
俳
句
は
、
全
国
ど
こ
の
学
校

の
掲
示
板
で
も
い
ま
だ
に
お
目
に
か
か
る
シ

ロ
モ
ノ
だ
。

　
「
句
会
ラ
イ
ブ
」
と
名
づ
け
た
授
業
を
引

っ
さ
げ
、
全
国
の
小
・
中
・
高
校
を
歩
き
回

る
よ
う
に
な
っ
て
、十
年
の
月
日
が
過
ぎ
た
。

「
だ
れ
で
も
五
分
で
一
句
つ
く
れ
る
技
を
教

え
、
み
ん
な
で
つ
く
り
み
ん
な
で
議
論
し
み

ん
な
で
選
ぶ
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
授
業
を

二
時
間
経
験
し
た
子
ど
も
た
ち
は
、
こ
と
ば

に
対
す
る
認
識
・
作
者
に
対
す
る
認
識
を
た

ち
ど
こ
ろ
に
塗
り
替
え
る
。

　

脳
み
そ
の
操
作
で
つ
く
っ
た
俳
句
は
、
同

類
の
固
定
観
念
が
核
と
な
る
。
似
た
よ
う
な

句
を
つ
く
っ
て
い
た
の
で
は
、
グ
ラ
ン
プ
リ

な
ん
て
永
遠
に
と
れ
る
は
ず
が
な
い
こ
と
に

気
づ
い
た
子
ど
も
た
ち
は
、
新
し
い
こ
と
ば

を
探
し
始
め
る
。
人
の
こ
こ
ろ
を
魅
了
す
る

こ
と
ば
は
、
脳
み
そ
か
ら
で
は
な
く
、
自
分

の
五
感
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
子

ど
も
た
ち
は
、
自
分
の
体
と
会
話
す
る
よ
う

に
な
る
。
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
ば
は
い

き
い
き
と
し
た
鮮
度
を
も
っ
て
、
わ
た
し
た

ち
読
み
手
に
迫
っ
て
く
る
。

　

そ
ん
な
子
ど
も
た
ち
を

増
や
す
こ
と
が
、
さ
さ
や

か
な
教
員
経
験
を
も
つ
俳

人
と
し
て
の
、
さ
さ
や
か

な
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
だ
と
腹

を
く
く
り
、
今
日
も
わ
た

し
は
子
ど
も
た
ち
の
も
と

へ
と
足
を
運
ぶ
。

これから４回にわたって、平成18年度版の新しい教科書を特集します。
巻頭は、一つのテーマを各界でご活躍中のお二人に
語っていただく「誌上交信」です。

からだとことば
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「
か
ら
だ
と
こ
と
ば
」

〔ひらた おりざ〕劇作家・演出家・桜美林大学助教授。
95 年『東京ノート』で岸田戯曲賞受賞。02 年『その河
をこえて、五月』で、朝日舞台芸術賞グランプリ受賞。

世の中には、
「劇」という遊びがあるんだよ

平田オリザ

　

こ
こ
数
年
、
表
現
教
育
の
端
っ
こ
に
か
か

わ
っ
て
き
て
思
う
の
は
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に

い
う
な
ら
、「
表
現
教
育
な
ん
て
い
ら
な

い
！
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
全
国
で
モ
デ
ル

授
業
を
行
っ
て
い
て
、
い
ち
ば
ん
楽
し
く
、

成
果
も
上
が
る
の
は
、
小
さ
な
分
校
な
ど
の

複
式
学
級
の
ク
ラ
ス
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

こ
で
は
学
年
を
越
え
た
交
流
が
日
常
的
に
保

障
さ
れ
て
い
る
か
ら
。
そ
の
よ
う
な
授
業
を

体
験
す
る
と
、
や
は
り
表
現
教
育
は
、
技
術

や
知
識
を
教
え
る
も
の
で
は
な
く
、
子
ど
も

た
ち
の
中
に
あ
る
表
現
の
芽
を
開
か
せ
る
こ

と
な
の
だ
と
痛
感
し
ま
す
。

　

他
者
に
向
か
っ
て
表
現
す
る
力
、
他
者
の

表
現
を
受
け
止
め
る
力
を
、
遊
び
や
生
活
の

中
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
は
自
然
と
身
に
つ
け

て
い
き
ま
す
。
だ
か
ら
、
表
現
教
育
な
ん
て

い
ら
な
く
て
、
子
ど
も
同
士
が
遊
ぶ
時
間
を

大
切
に
し
て
あ
げ
れ
ば

い
い
。
と
ま
ぁ
、
こ
こ

ま
で
が
理
想
論
で
す
。

で
も
実
際
に
は
、
今
の

子
ど
も
た
ち
は
、
ゲ
ー

ム
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

や
テ
レ
ビ
と
ば
か
り
向

き
合
っ
て
い
て
、
子
ど

も
同
士
で
身
体
を
ぶ
つ

け
合
う
遊
び
の
や
り
方
を
、よ
く
知
ら
な
い
。

学
年
を
越
え
て
他
者
と
触
れ
合
う
、
か
つ
て

の
原
っ
ぱ
の
よ
う
な
空
間
も
保
障
さ
れ
て
い

な
い
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
の
仕
事
は
、「
世

の
中
に
は
、『
劇
』
と
い
う
遊
び
が
あ
る
ん

だ
よ
」
と
い
う
こ
と
を
、
子
ど
も
た
ち
に
伝

え
る
こ
と
だ
け
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

人
間
が
、
本
当
に
表
現
を
必
要
と
す
る
の

は
、
例
え
ば
愛
す
る
者
を
失
っ
て
、
そ
の
哀

し
み
を
な
に
か
形
に
し
な
け
れ
ば
、
ど
う
に

も
い
た
た
ま
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な

と
き
で
す
。
学
校
で
教
え
ら
れ
る
表
現
教
育

は
、
そ
の
と
き
の
た
め
の
準
備
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。
受
験
の
面
接
を
う
ま
く
や
り
過
ご
す
く

ら
い
の
「
表
現
力
」
な
ら
、
簡
単
に
教
え
て

あ
げ
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
本
当

に
身
体
に
根
ざ
し
た
表
現
は
、
一
朝
一
夕
に

身
に
つ
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

だ
か
ら
わ
た
し
の
授
業
で
は
、
表
現
が
う

ま
く
な
っ
て
ほ
し
い
と
は
思
わ
な
い
。
そ
れ

よ
り
も
、
授
業
を
受
け
た
翌
日
か
ら
、
子
ど

も
た
ち
の
会
話
が
、
少
し
ぎ
こ
ち
な
く
な
る

く
ら
い
が
ち
ょ
う
ど
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
が
、
ま
ま
な
ら
な
い
自
分
の
身
体
や

心
や
言
葉
に
気
が
つ
い
た
と
き
、
そ
れ
が
表

現
の
出
発
点
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

次
号
の
テ
ー
マ
は「
感
性
の
こ
と
ば
」（
仮
）。
語
り
手
は
あ
ま
ん
き
み
こ
さ
ん（
作
家
）、姉
崎
一
馬
さ
ん（
写
真
家
）の
お
二
人
で
す
。ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
。
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「
読
む
こ
と
」の
復
権

　

戦
後
の
国
語
科
教
育
は
、
そ
の
と
き
ど
き
の
学

習
指
導
要
領
や
教
育
施
策
に
よ
っ
て
、
良
く
も
悪

く
も
力
点
の
お
か
れ
方
が
変
わ
り
、
と
き
に
そ
れ

は
「
流
行
」
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。

　

そ
う
い
う
移
り
変
わ
り
に
は
、
例
え
ば
「
話
す

こ
と
」
が
や
っ
と
ま
と
も
に
教
育
現
場
で
取
り
上

げ
ら
れ
た
と
い
っ
た
、「
歴
史
的
意
味
合
い
」
が
あ

る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。「
流
行
」
の
よ
う
に
見
え

な
が
ら
、し
か
し
こ
れ
ま
で
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
、

そ
の
「
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
」
に
目
を
向

け
る
意
味
は
、十
分
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
、
こ
こ
数
十
年
の
流
れ
で
い
え
ば
、
強
調

さ
れ
た「
書
く
」や「
話
す
」が
、
そ
の「
手
段
や
形

式
」の
と
こ
ろ
で
議
論
さ
れ
、そ
の「
内
容
や
こ
と

ば
」が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
か
。

　

例
え
ば
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
は
、
そ
れ
自
体
に
、

情
報
の
収
集
・
整
理
、
話
し
合
い
の
形
の
理
解
、

根
拠
を
明
確
に
す
る
、
論
理
的
に
話
す
な
ど
、
一

定
の
教
育
的
効
果
や
意
味
が
あ
る
こ
と
は
認
め
る

が
、
そ
れ
ら
は
あ
る
意
味
で
手
段
、
形
式
、
技
能

と
い
う
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私

た
ち
が
目
の
前
の
子
ど
も
た
ち
に
身
に
つ
け
て
ほ

し
い
力
は
、
究
極
的
に
は
、「
自
分
は
本
当
は
賛

成
な
の
に
反
対
だ
と
言
い
張
る
力
」
で
は
な
く
、

「
自
分
が
信
ず
る
と
こ
ろ
を
わ
か
っ
て
ほ
し
い
と

深
切
に
訴
え
る
力
」
や
「
自
分
の
意
見
を
き
ち
ん

と
も
ち
つ
つ
、
柔
軟
に
修
正
し
て
い
く
力
」
だ
と

思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
点
を
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
は

必
ず
し
も
充
足
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、「
書
く
」
に
つ
い
て
も

い
え
る
だ
ろ
う
。
以
前
も
今
も
、
書
く
こ
と
に
つ

い
て
の
教
師
の
問
題
意
識
は
、
形
式
と
い
う
よ
り

も
、何
を
書
く
か
と
い
う
「
中
身
」
で
は
な
い
か
。

あ
る
い
は
、
書
く
こ
と
に
ま
つ
わ
る
思
い
や
考
え

の
深
ま
り
の
問
題
で
は
な
い
か
。

　

心
あ
る
教
師
た
ち
が
見
て
取
っ
た
子
ど
も
の
状

況
や
、
子
ど
も
へ
の
願
い
と
は
微
妙
に
ず
れ
る
と

こ
ろ
で
「
流
行
」
が
推
移
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
て

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
繰
り
返
せ
ば
、
学
習
の
力
点

が
「
手
段
や
形
式
」
な
の
か
「
内
容
や
こ
と
ば
」

な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

お
り
し
も
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
学
習
到
達
度
調
査
結

果
が
発
表
さ
れ
た
。
朝
日
新
聞
（
二
〇
〇
四
年

十
二
月
八
日
）
一
面
の
見
出
し
は
「
日
本
の
学
力

三
浦
和
尚　
愛
媛
大
学

「
読
む
こ
と
」の

　
　
　
　
　

  

復
権

PISAの結果に基づく問題提起など、「読むこと」の学習指導が再び問われています。
ことばがこころに響くこと、こころがいのちの尊さに届くことを中心にすえた

国語の授業づくり。平成18年度版『現代の国語』は、こうしたことを大切にして、
多くの方々と「読むこと」の学習指導について考えてきました。

今、問われる
「読むこと」の

学習指導

特集
平成18年度版
『現代の国語』
『現代の書写』
教科書特集号

1

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/04120101.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/04120101.htm
AIHARA Koji
果

AIHARA Koji
ＯＥＣＤの学習到達度調査結
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「
読
む
こ
と
」の
復
権

落
ち
込
む
」
で
あ
り
、「
読
解
力
」
が
、
二
〇
〇

〇
年
の
世
界
八
位
か
ら
二
〇
〇
三
年
は
十
四
位
ま

で
下
が
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
く
取
り
上
げ

ら
れ
た
。

 

「
読
解
力
」
の
設
問
は
未
公
表
で
あ
る
か
ら
、
ど

の
よ
う
な
力
が
ど
の
よ
う
に
落
ち
た
の
か
と
い
う

分
析
は
今
は
難
し
い
。
た
だ
、
前
回
の
問
題
例
と

し
て
「
国
際
援
助
機
関
の
統
計
表
を
示
し
、
エ
チ

オ
ピ
ア
で
の
活
動
が
き
わ
め
て
低
調
な
理
由
を
推

測
さ
せ
る
」
な
ど
が
報
道
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
推
測
す
る
と
、
試
験
問
題
な
ど
で
一
般
に
想
定

す
る
読
解
力
と
は
違
っ
て
い
て
、む
し
ろ「
理
解
力・

思
考
力
」、
あ
え
て
加
え
れ
ば
「
表
現
力
」
に
近

い
能
力
が
総
合
的
に
測
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
に
よ
っ
て
楽
観
的
に
な
れ
る
の
か
、
む
し

ろ
そ
う
い
う
能
力
が
落
ち
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
が

問
題
だ
と
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
子
ど
も
た
ち
の
こ
と
ば
の
力

を
見
直
す
よ
い
き
っ
か
け
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
ろ
う
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
読
む
力
の
育
成
は
、
国
語
教

育
の
中
心
的
な
課
題
で
あ
る
。
き
ち
ん
と
読
む
こ

と
は
、
現
在
の
文
化
水
準
へ
の
到
達
を
可
能
に
す

る
こ
と
で
あ
り
、
現
在
の
文
化
を
さ
ら
に
発
展
さ

せ
る
前
提
で
あ
る
。
シ
ン
プ
ル
に
例
え
れ
ば
、
論

文
が
読
め
な
い
人
に
論
文
は
つ
く
れ
な
い
。
読
む

こ
と
の
重
要
性
は
、
昔
も
今
も
変
わ
っ
て
は
い
な

い
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
状
況
を
と
ら
え
た
と
き
、
わ
た
し

た
ち
は
こ
れ
か
ら
の「
読
む
こ
と
」の
学
習
に
ど
の

よ
う
に
向
か
え
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
一
つ
は
、
読
む
こ
と
の
お

も
し
ろ
さ
を
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
。
知
ら
な
い
こ

と
が
わ
か
る
喜
び
、
文
学
世
界
に
浸
る
喜
び
、
物

事
を
深
く
、
き
ち
ん
と
考
え
て
い
る
人
が
い
る
と

い
う
発
見
、
こ
と
ば
が
こ
れ
ほ
ど
の
力
を
も
つ
の

だ
と
い
う
自
覚
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
、
洗
練
さ

れ
た
学
習
材
か
ら
受
け
止
め
る
体
験
を
保
障
し
た

い
。
そ
の
意
味
で
は
、
例
え
ば
『
現
代
の
国
語
』

二
年
生
の
新
学
習
材
「
壁
に
残
さ
れ
た
伝
言
」
は
、

説
明
的
文
章
と
し
て
の
骨
格
を
き
ち
ん
と
も
ち
な

が
ら
、人
間
の
大
切
な
営
み
を
伝
え
て
い
る
点
で
、

格
好
の
読
み
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
の
視
点
は
、
学
習
材
を
も
と
に
教
室

で
話
し
合
い
、
考
え
る
体
験
の
保
障
で
あ
る
。

　

教
室
で
の
話
し
合
い
は
、
従
来
、
読
み
を
深
め

る
た
め
の
手
段
、
あ
る
い
は
読
む
こ
と
の
お
も
し

ろ
さ
を
経
験
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
考
え
て

み
れ
ば
、
発
問
や
課
題
は
、
読
み
を
深
め
る
た
め

の
切
り
込
み
の
視
点
で
あ
り
、
確
か
な
視
点
に
基

づ
い
て
文
章
を
解
析
し
て
い
く
経
験
の
積
み
重
ね

が
「
読
む
力
」
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
教
室
で
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
を
も
と
に
話
し

合
い
、
考
え
を
深
め
て
い
く
経
験
自
体
が
、
優
れ

た
思
考
体
験
で
あ
り
、
そ
の
積
み
重
ね
が
思
考
力

の
育
成
に
つ
な
が
る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
発
問
や
課
題
を
お
ろ
そ

か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
現
代
の
国
語
』

の「
学
び
の
道
し
る
べ
」（
読
む
こ
と
の
学
習
課
題
）

は
、
読
み
の
視
点
の
提
示
で
あ
り
、
読
み
手
と
し

て
の
意
識
の
流
れ
に
そ
い
つ
つ
、
深
い
思
考
を
促

す
も
の
と
な
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

 

「
内
容
や
こ
と
ば
」
を
深
く
耕
し
つ
つ
、「
手
段

や
形
式
」
に
習
熟
し
て
い
く
よ
う
な
「
読
む
こ
と
」

の
学
習
を
追
究
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
こ
と
が
本

当
の
人
間
と
し
て
の
力
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

〔みうら かずなお〕近著
に『「話す・聞く」の実
践学』『読むことの再構
築』（いずれも三省堂）
など。附属小学校長とし
て子どもたちと楽しく過
ごさせてもらっている。
「発達」が見えるところ
から学ぶものは大きい。

２年「壁に残された伝言」
被爆直後に書かれた伝言が、50年以上を経て消えることなく奇跡
的に発見された経緯をたどることで、ことばのもつ力やその意味
について考ることができる。また、普遍の願いである平和への思
いも深められる。

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/j-kokugo/books/2002_miura02.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/j-kokugo/books/2002_miura02.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/j-kokugo/books/2002_miura01.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/j-kokugo/books/2002_miura01.html
AIHARA Koji
『「話す・聞く」の実

AIHARA Koji
践学

AIHARA Koji
』

AIHARA Koji
『読むことの再構

AIHARA Koji
築』
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二
〇
〇
四
年
十
二
月
七
日
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
（
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
学
習
到
達
度
調
査
）
二
〇
〇
三
の
結
果
が
公

表
さ
れ
た
。
わ
が
国
の
十
五
歳
の
学
習
者
の
「
読

解
力
」
は
前
回
の
八
位
か
ら
十
四
位
へ
下
降
し
、

平
均
点
も
加
盟
国
平
均
の
五
〇
〇
点
を
割
り
込
む

四
九
八
点
で
あ
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た
。
結
果
の

絶
対
視
は
危
険
だ
が
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
切

実
感
を
も
っ
て
学
ぶ
べ
き
点
が
多
い
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
今
回
の
試
験
問
題
は
非
公
開
で
あ
り
、

具
体
的
分
析
を
前
提
に
し
た
議
論
は
後
日
ま
で
待

た
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
前
回
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
二

〇
〇
〇
か
ら
類
推
す
る
と
、
次
の
推
論
が
可
能
で

あ
る
。

　

前
回
・
今
回
と
も
に
日
本
よ
り
も
上
位
ス
コ
ア

の
国
を
概
観
す
る
と
、
メ
デ
ィ
ア
の
学
習
を
母
国

語
教
育
に
取
り
入
れ
て
い
る
事
実
が
指
摘
で
き

る
。
そ
う
し
た
国
々
の
多
く
は
一
九
九
〇
年
代
、

母
国
語
教
育
を
実
生
活
で
求
め
ら
れ
る
言
語
能
力

に
対
応
し
た
真
正
な
（authentic

）
内
容
へ
改

良
す
る
方
向
性
で
の
教
育
改
革
を
経
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
よ
う
な

映
像
的
要
素
を
含
め
た
メ
デ
ィ
ア
を
学
習
活
動
に

取
り
入
れ
る
基
盤
が
確
立
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
改

革
の
方
向
性
を
反
映
さ
せ
た
問
題
が
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で

は
出
題
さ
れ
、今
回
の
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
し
も
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
日
本
の
高
校
入
試
問
題
が

出
題
さ
れ
た
ら
、ど
ん
な
結
果
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
日
本
は
上
位
ス
コ
ア
を
確
保
で
き
た
の

で
は
な
い
か
。
ゴ
ー
ル
を
し
ぼ
り
こ
み
、
そ
こ
に

特
化
さ
せ
た
教
育
を
効
率
よ
く
推
進
し
て
い
く
点

で
、
日
本
の
教
育
界
の
蓄
積
は
少
な
く
な
い
。
し

か
し
、
わ
た
し
た
ち
が
知
る
べ
き
は
ゴ
ー
ル
と
し

て
わ
が
国
で
要
求
さ
れ
て
き
た
読
解
力
と
世
界
的

水
準
と
の
間
の
空
隙
が
広
が
っ
て
し
ま
っ
た
事
実

で
あ
る
。reading literacy

に
対
応
さ
せ
て「
読

解
力
」
と
い
う
訳
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
わ

た
し
た
ち
が
理
解
し
て
い
る
範
囲
の
読
解
力
を
前

提
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
わ
た
し
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
理
解
し
て
お
け
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か

　

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
「
読
解
力
」
は
「
作
業
や
活
動
な

ど
を
行
う
た
め
に
読
む
力
」
を
重
視
す
る
機
能
的

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
シ
ョ
ッ
ク

か
ら
何
を
学
ぶ
か
？

１

「
読
む
こ
と
」の

何
が
課
題
か
？

２
「
読
む
こ
と
」の

内
包
の
変
化
・
拡
充

３

リーディング･
リテラシー

（reading literacy）

と読解力との
空
く う げ き

隙

中
村
敦
雄　
群
馬
大
学

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/04120101.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/04120101.htm
AIHARA Koji
ＰＩＳＡ（

AIHARA Koji
ＯＥ

AIHARA Koji
ＣＤ学習到達度調査

http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2966,en_32252351_32235979_1_1_1_1_1,00.html
AIHARA Koji
reading literacy
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リ
テ
ラ
シ
ー（functional literacy

）
の
考
え

方
に
立
脚
し
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
伝
統
的
に
教

養
主
義
的
な
読
書
観
が
根
強
く
、
基
本
的
認
識
に

お
い
て
、
わ
た
し
た
ち
国
語
教
師
の
「
常
識
」
を

見
直
す
必
要
が
あ
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
「
読
解
力
」

は
以
下
の
三
側
面
か
ら
な
る
。

　

①
情
報
の
取
り
出
し

テ
キ
ス
ト
に
書
か
れ
て
い
る
情
報
を
正
確
に

取
り
出
す
こ
と
。
本
文
中
の
記
述
に
忠
実
に

即
し
た
理
解
活
動
で
あ
る
。

　

②
解
釈

書
か
れ
た
情
報
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ

か
を
理
解
し
た
り
、推
論
し
た
り
す
る
こ
と
。

　

③
熟
考
・
評
価

テ
キ
ス
ト
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
知
識
や

考
え
方
、
経
験
と
結
び
つ
け
る
こ
と
。
批
判

的
な
評
価
な
ど
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。

　

わ
た
し
た
ち
に
な
じ
み
が
あ
る
の
は
①
と
②
で

あ
る
。
③
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に

想
像
が
つ
く
。
だ
が
、
③
に
つ
い
て
、
前
回
の
Ｐ

Ｉ
Ｓ
Ａ
二
〇
〇
〇
の
ス
コ
ア
は
好
成
績
（
一
位
グ

ル
ー
プ
）
で
あ
っ
た
反
面
、
①
と
②
は
二
位
グ
ル

ー
プ
と
い
う
事
実
と
合
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ

る
。
ち
な
み
に
一
部
の
新
聞
で
は
、
今
回
も
②
が

不
振
で
あ
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
管
見
の
限
り
、
③
に
つ
い
て
の
出
題

は
、
近
年
わ
が
国
で
も
注
目
を
集
め
て
い
る
「
批

判
的
（
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
）
読
み
」
の
一
部
で
あ

る
、
テ
キ
ス
ト
内
情
報
と
外
的
現
実
と
の
か
か
わ

り
が
主
で
あ
っ
て
、
好
成
績
は
日
常
知
で
の
対
応

結
果
と
も
予
想
さ
れ
る
。
一
方
、
わ
た
し
た
ち
が

熱
心
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
考
え
や
す
い
②
は
、

実
際
の
と
こ
ろ
、「
主
題
」
や
「
要
旨
」
を
ま
と

め
る
大
づ
か
み
な
方
向
性
で
の
解
釈
に
偏
り
が
ち

で
あ
っ
た
。
細
部
を
と
ら
え
た
り
、
重
要
度
を
判

断
し
た
り
と
い
っ
た
、「
批
判
的
読
み
」
の
基
礎

を
支
え
る
解
釈
が
弱
か
っ
た
。
①
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
「
批

判
的
読
み
」
を
本
格
的
に
推
進
す
べ
き
必
要
性
が

指
摘
で
き
る
。「
読
む
こ
と
」
の
中
に
「
批
判
的

読
み
」
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
③
は
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
基
礎
と
な
る
従
来
型
の
①
②
の
質
的

改
善
に
も
連
動
し
う
る
と
予
測
さ
れ
る
。
教
室
で

の
「
批
判
的
読
み
」
を
可
能
に
す
る
手
立
て
と
し

て
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
育
成
の
た
め
の
諸
実

践
が
あ
る
。
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
、

実
社
会
で
の
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
を
理
解
し
、解
釈
、

熟
考
・
評
価
、
吟
味
・
検
討
す
る
学
習
を
成
立
さ

せ
る
う
え
で
ヒ
ン
ト
と
な
ろ
う
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
読
む
こ
と
の
授
業
は
過
度
の

パ
タ
ー
ン
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
時
間
が

足
り
な
い
と
い
っ
た
口
実
の
も
と
、
教
育
と
し
て

大
事
な
要
素
ま
で
を
削
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
主
題
」
や
「
要
旨
」
へ
の
偏
り
と
と
も
に
、
も

う
一
つ
の
問
題
点
と
し
て
学
習
者
の
思
考
力
の
伸

長
を
促
し
に
く
い
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
へ
の
依
存
が
あ

げ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
実
生
活
で
ワ
ー
ク
シ

ー
ト
は
存
在
し
な
い
。与
え
ら
れ
た
設
問
の
も
と
、

単
語
で
空
欄
を
う
め
選
択
肢
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ

れ
ば
す
む
場
面
は
教
室
の
中
だ
け
で
あ
る
。
自
分

の
解
釈
を
こ
と
ば
で
伝
え
、
他
者
と
相
互
交
流
す

る
大
事
さ
を
再
確
認
し
た
い
。
す
で
に
前
回
、
文

章
で
解
答
す
る
問
題
へ
の
無
答
率
の
高
さ
が
問
題

視
さ
れ
た
。「
読
む
こ
と
」
の
能
力
は
他
領
域
の

活
動
と
相
補
的
関
係
の
も
と
伸
長
す
る
こ
と
か

ら
、
深
刻
な
問
題
と
し
て
受
け
止
め
た
い
。
真
正

さ
を
追
求
し
て
い
る
国
で
は
、
学
習
者
の
思
考
力

の
芽
を
摘
む
害
悪
と
し
て
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
教

室
の
中
で
使
用
し
な
く
な
っ
た
事
例
も
あ
る
。

　

こ
う
し
た
切
り
口
か
ら
新
た
な
「
読
む
こ
と
」

の
あ
り
方
を
構
想
し
て
い
く
こ
と
が
、
現
在
の
閉

塞
状
況
打
破
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

リ
ー
デ
ィ
ン
グ･

リ
テ
ラ
シ
ー（reading literacy

）と
読
解
力
と
の
空
隙

〔なかむら あつお〕国語
科におけるメディア・リテ
ラシー育成について、ど
のような実践が可能か、
実践を支える教育的イン
フラストラクチャーとし
て何が必要か、といった
テーマについて臨床的観
点から研究している。

他
領
域
の
活
動

と
の
関
連

４
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国
語
科
は
「
言
語
の
教
育
と
し
て
の
立
場
」
を

重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
だ
が
、そ
の「
立

場
」
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
文
学
作
品
を

読
む
授
業
の
扱
い
は
変
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ

る
。
だ
が
、
立
場
は
ど
う
あ
れ
、
現
実
の
教
室
で

子
ど
も
た
ち
は
文
学
的
な
文
章
を
読
む
。
い
や
、

読
ま
さ
れ
る
と
い
っ
た
ほ
う
が
正
し
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
言
語
の
教
育
の
一
環
と
し
て
文
学
作
品

を
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

文
学
作
品
を
読
む
と
い
う
学
習
活
動
は
、
現
行

学
習
指
導
要
領
に
か
か
わ
る
教
育
課
程
審
議
会
答

申
中
の
「
文
学
的
な
文
章
の
詳
細
な
読
解
に
偏
り

が
ち
で
あ
っ
た
指
導
の
在
り
方
を
改
め
」
と
い
う

文
言
に
よ
り
、
な
に
や
ら
悪
者
の
よ
う
に
隅
に
追

い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

教
課
審
の
い
う
、
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
詳

細
な
読
解
」
と
は
な
ん
な
の
か
が
一
つ
の
問
題
と

し
て
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

「
詳
細
な
読
解
」
そ
の
も
の
は
否
定
さ
れ
る
べ
き

活
動
で
は
な
い
。
い
や
、「
詳
細
」
か
ど
う
か
は

二
次
的
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
大
事
な
の
は
文
学
的

な
文
章
を
授
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
読
み
進
め
て

い
る
か
ど
う
か
、
そ
こ
に
言
語
の
教
育
と
し
て
の

活
動
が
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
な
い
の

か
。
だ
か
ら
、
と
き
に
は
「
詳
細
な
読
解
」
が
あ

っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
「
ト
ロ
ッ
コ
」。
大
声
で
ひ
た
す
ら
泣

き
続
け
る
良
平
。
そ
の
良
平
を
読
む
と
き
に
は
、

土
工
に
「
帰
ん
な
」
と
言
わ
れ
無
我
夢
中
で
帰
る

と
き
の
情
景
描
写
を
「
詳
細
に
」
読
ま
な
く
て

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
描
写
は

ト
ロ
ッ
コ
を
押
し
な
が
ら
喜
び
か
ら
だ
ん
だ
ん

と
不
安
に
な
っ
て
く
る
良
平
と
つ
な
が
っ
て
い

る
の
だ
と
い
う
こ
と
も
お
さ
え
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
こ
れ
も
一
つ
の
詳
細
な
読
み
で
は
な
い

か
。そ
し
て
、そ
れ
が
重
な
っ
て
成
人
し
た「
今
」

の
良
平
の
読
み
に
な
っ
て
い
く
。

　

菊
池
寛
の
「
形
」。
文
体
そ
の
も
の
が
学
習

者
に
な
じ
み
が
な
い
の
で
、
そ
の
点
で
も
丁
寧

に
詳
細
に
読
ん
で
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い

が
、
例
え
ば
「
猩

し
ょ
う

々じ
ょ
う

緋ひ

の
羽
織
」
と
「
唐と

う

冠か
ん

纓え
い

金き
ん

の
か
ぶ
と
」
の
描
写
と
そ
れ
ら
に
対
す
る

新
兵
衛
の
思
い
は
詳
細
に
読
ん
で
い
き
た
い
こ

と
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
最
後
に
あ
る
「
後

悔
す
る
よ
う
な
感
じ
」
と
い
う
表
現
も
「
よ
う

な
」
に
注
目
さ
せ
る
こ
と
で
作
品
あ
る
い
は
そ
こ

に
生
き
る
人
物
へ
の
読
み
は
深
ま
る
の
で
は
な
い

か
。

　

作
品
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
言
語
か
ら
、
情

景
や
人
物
の
心
情
を
想
像
し
、
と
き
に
は
自
分
の

思
い
を
そ
こ
に
入
れ
込
み
つ
つ
一
つ
の
「
読
み
」

を
生
み
出
し
て
い
く
過
程
も
ま
た
言
語
の
学
習
過

程
な
の
で
あ
る
。
表
面
的
に
伝
え
合
う
こ
と
だ
け

が
言
語
の
機
能
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
人
が
人
と
し
て
存
在
す
る
た
め
の
言
語
、
そ

の
言
語
の
教
育
の
た
め
に
、と
き
に
は
「
詳
細
に
」

読
む
こ
と
だ
っ
て
必
要
な
の
で
あ
る
。

〔きのした ひさし〕武蔵野
東小学校、東京学芸大学
附属小金井中学校を経て、
現在成蹊小学校教諭。近
著に『読み合う教室へ－文
学の読みの授業－』（百合
出版）など。

と
き
に
は
詳
細
な

「
読
解
」も

木下ひさし
成蹊小学校

３年「形」
巧みに構成されたこの作品への理解は、新兵衛の「形」ともいえる羽織とかぶと
の描写や、それらに対する新兵衛の思いを詳細に読むことで深められる。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youryou/main4_a2.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/12/kyouiku/toushin/980703.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/12/kyouiku/toushin/980703.htm
AIHARA Koji
学習指導要領

AIHARA Koji
教育課程審議会答

AIHARA Koji
申
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と
き
に
は
詳
細
な「
読
解
」も 

／ 

説
明
的
な
文
章
に
よ
る
多
様
な
学
び 

 

「
説
明
的
な
文
章
」
を
素
材
に
し
て
「
読
む
こ
と
」

の
学
習
を
想
定
す
る
際
、
そ
の
学
習
内
容
と
し
て

は
、
次
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

・
文
章
の
展
開
を
き
ち
ん
と
追
っ
て
、筆
者
の
「
い

い
た
い
こ
と
の
中
心
」
を
探
し
、
的
確
に
文
章
の

主
旨
を
と
ら
え
る
。

・
筆
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
観
点
の
と
り

方
、
論
展
開
の
仕
方
な
ど
を
学
び
、
多
角
的
な
、

筋
道
立
っ
た
思
考
の
方
法
を
知
る
。

・
新
し
い
問
題
意
識
を
も
ち
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ

て
、
自
分
と
し
て
の
視
点
や
考
え
を
つ
く
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
学
習
を
支
え
、
広
げ
る
た
め

に
、

・
語
彙
、
文
体
、
文
の
述
べ
方
、
文
章
構
成
な
ど

を
学
ぶ
。

・
友
達
と
意
見
を
交
流
し
、
学
び
の
輪
を
広
げ
る
。

な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

『
現
代
の
国
語
』
の
「
説
明
的
な
文
章
」
に
関
す

る
素
材
に
付
さ
れ
た
「
学
び
の
道
し
る
べ
」
に
は
、

こ
れ
ら
の
学
習
内
容
を
実
際
の
力
に
し
て
い
く
た

め
の
方
途
が
示
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
な
学
習
展

開
の
助
け
に
な
る
。
ま
た
、
採
ら
れ
た
文
章
と
の

適
宜
な
対
応
を
も
っ
て
随
所
に
配
置
、
記
述
が
さ

れ
て
い
る
「
こ
と
ば
発
見
」
は
、
言
語
事
項
そ
の

も
の
の
学
習
に
加
え
、
そ
の
角
度
か
ら
、
再
度
読

み
の
学
習
に
立
ち
返
っ
て
学
習
を
深
め
る
契
機
を

与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

　

発
展
的
な
読
み
、
各
教
室
独
自
の
学
習
を
展
開

す
る
際
に
は
、「
学
び
を
ひ
ろ
げ
る
」
を
参
考
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
資
料
編
の
文
章
と
の
合
わ
せ

読
み
、
比
べ
読
み
な
ど
に
よ
っ
て
、
目
の
前
の
子
ど

も
た
ち
に
必
要
と
さ
れ
る
学
習
の
範
囲
を
、
さ
ま

ざ
ま
な
規
模
で
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

三
年
間
を
通
し
た
「
説
明
的
な
文
章
」
の
内
容

に
は
、
自
然
・
科
学
・
言
語
・
社
会
・
福
祉
・
環

境
・
人
間
・
歴
史
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
身

体
・
平
和
・
国
際
・
情
報
・
文
化
・
生
活
と
い
っ

た
、
多
様
な
テ
ー
マ
が
見
渡
せ
る
。
ま
た
、
写
真
・

グ
ラ
フ
・
図
・
説
明
等
の
豊
富
な
補
助
資
料
は
、

学
習
に
広
が
り
や
順
序
性
、
適
宜
な
限
定
を
与
え

る
手
だ
て
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
新
し
い
学
び
方
を
示
唆
す
る
素
材
も

見
ら
れ
る
。「
松
と
杉
」
は
、
日
本
に
お
け
る
二

つ
の
代
表
的
な
樹
木
を
あ
げ
て
併
記
的
な
記
述
を

行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
二
つ
の
記
述
か

ら
、
一
つ
の
結
論
を
導
く
た
め
に
、
最
終
的
に
そ

れ
ら
を
ま
と
め
て
い
く
と
い
っ
た
構
成
は
取
っ
て

い
な
い
。
学
習
者
は
、
文
章
の
述
べ
方
や
論
展
開

の
さ
れ
方
の
違
い
を
含
め
て
、
筆
者
の
見
方
を
総

合
的
に
読
み
取
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
比
較
」
と
い
う
学
び
の
中
に
、
新
た
な
視
点
を

与
え
て
く
れ
る
素
材
と
い
え
よ
う
。

　

教
育
の
状
況
と
そ
の
事
実
と
を
把
握
し
つ
つ
、

身
に
つ
け
る
べ
き
こ
と
ば
の
力
を
具
体
的
に
措
定

し
、
柔
軟
な
教
材
化
を
図
る
こ
と
が
肝
要
と
考
え

て
い
る
。
教
科
書
の
内
容
の
特
徴
を
理
解
し
、
そ

の
適
宜
な
活
用
を
図
る
こ
と
が
、
確
か
な
読
解
の

力
と
と
も
に
、
そ
の
適
正
な
運
用
の
力
を
育
て
る

こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。

３年「松と杉」
わたしたちに身近な木材について、具体例をあげながら論じた文章。「松」
と「杉」、それぞれについてまとめられているため、二つの文章の比べ読み
学習も可能である。

〔いいだ かずあき〕筑波大
学附属中学校教諭。小砂
丘忠義を中心とした生活綴
方教育、教育の事実把捉
の指向と日常の教育実践の
上に成り立つ国語教材化
論に関心を持っている。

説
明
的
な
文
章
に

よ
る
多
様
な
学
び

飯田和明
筑波大学附属中学校 



10

今
、問
わ
れ
る

「
読
む
こ
と
」の
学
習
指
導

平成18年度版
『現代の国語』
『現代の書写』
教科書特集号

1

11

　

現
在
、
国
語
教
室
で
は
、
読
書
力
を
ど
の
よ
う

に
つ
け
た
ら
よ
い
か
と
い
う
課
題
を
抱
え
て
い

る
。
経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
が
二
〇

〇
三
年
に
、
四
十
五
カ
国
の
十
五
歳
の
学
習
者
を

対
象
に
し
て
行
っ
た
学
習
到
達
度
調
査
で
は
、
二

〇
〇
〇
年
の
調
査
で
八
位
だ
っ
た
読
解
力
が
十
四

位
と
な
っ
た
。
な
か
で
も
無
答
率
が
高
か
っ
た
。

こ
れ
は
、
受
動
的
に
書
か
れ
た
内
容
を
読
む
だ
け

で
は
な
く
、
読
み
た
い
と
い
う
意
思
を
も
ち
、
読

む
と
い
う
行
動
に
移
し
、
読
ん
だ
こ
と
を
糧
に
し

な
が
ら
生
き
て
い
け
る
積
極
的
な
読
み
手
を
育
て

る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

　

そ
も
そ
も
、
読
書
と
は
、
複
雑
な
一
連
の
思
考

過
程
で
あ
る
。
最
近
の
読
書
研
究
の
中
で
、
優
れ

た
積
極
的
な
読
み
手
は
、
読
書
時
に
次
の
こ
と
を

行
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

【
読
書
前
】　

動
機
づ
け
る
／
先
行
知
識
を
活
性

化
す
る
／
問
い
を
も
つ
／
読
む
目
的
と
方
法
を

決
め
る
／
予
想
す
る

【
読
書
中
】　

テ
ク
ス
ト
を
試
し
読
み
す
る
／
テ

ク
ス
ト
の
意
味
を
思
い
浮
か
べ
る
／
読
み
な
が

ら
自
分
の
経
験
と
つ
な
げ
る
／
予
想
を
確
認
し

た
り
変
更
し
た
り
す
る
／
読
み
続
け
る

【
読
書
後
】　

振
り
返
っ
た
り
熟
考
し
た
り
す
る

／
意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
読
み
直
す

／
自
分
の
こ
と
ば
で
語
り
、
問
い
を
発
し
、
議

論
す
る
／
さ
ら
に
次
の
も
の
を
読
む

子
ど
も
は
、
こ
の
複
雑
な
過
程
を
何
度
も
経
る
う

ち
に
、
よ
り
高
い
読
書
力
を
つ
け
て
い
く
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
読
書
力
を
育
て
る
に
は
、

読
書
前
・
読
書
中
・
読
書
後
を
想
定
し
た
細
や
か

な
指
導
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
読
書
は
子
ど
も
の
個
人
の
好
み
や

生
活
に
依
存
し
て
い
る
。
読
書
力
は
読
書
活
動
に

よ
っ
て
身
に
つ
く
も
の
で
読
書
の
絶
対
量
が
必
要

で
あ
る
が
、
最
近
の
限
ら
れ
た
国
語
科
の
授
業
時

間
で
は
扱
い
き
れ
な
い
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
子
ど
も
が
授
業
に
刺
激
を
受

け
て
自
ら
進
ん
で
自
由
時
間
に
読
書
し
た
り
、

個
々
に
自
由
に
し
て
き
た
読
書
が
授
業
中
に
認
め

ら
れ
た
り
す
る
よ
う
な
仕
組
み
を
国
語
科
の
中
に

設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

『
現
代
の
国
語
』
は
、
読
書
力
を
つ
け
る
た
め
に

必
要
な
こ
の
二
点
に
着
目
し
た
指
導
を
提
案
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
積
極
的
な
読
み
手
が
行
う

読
書
の
過
程
に
即
し
て
、
読
書
前
・
読
書
中
・
読

書
後
の
指
導
を
す
る
こ
と
、
②
子
ど
も
個
人
の
好

み
や
生
活
に
お
け
る
読
書
を
大
切
に
し
な
が
ら
、

そ
の
読
書
を
促
進
し
て
い
く
よ
う
な
方
法
を
授
業

中
に
と
る
こ
と
、
で
あ
る
。『
現
代
の
国
語
』
は
、

本
文
編
と
資
料
編
の
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

資
料
編
と
す
る
こ
と
で
、
②
の
方
法
が
可
能
に
な

る
。さ
ら
に
①
に
つ
い
て
は
、「
読
書
ガ
イ
ダ
ン
ス
」

は
読
書
前
の
、「
ひ
ろ
が
る
読
書
」
は
読
書
中
の
、

「
ふ
か
ま
る
読
書
」
は
読
書
後
の
指
導
を
一
例
と

し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
参
考
例
と

し
て
、
読
書
力
が
つ
く
指
導
を
充
実
さ
せ
た
い
。

1年「小さな図書館へようこそ」
「ことば」「こころ」「いのち」など、さまざまなテーマの本が、１学年50冊紹
介されている。本の表紙、興味がわく紹介文、親しみやすいイラストなどにより、
子どもたちの「読みたい」という意欲が喚起される。

〔あだち さちこ〕山形大学
教育学部講師。専門は国
語科教育。スペインの「ア
ニマシオン」、アメリカの
「リテラチャー・サークル」
など、読書指導の方法を
中心に研究を進めている。

足立幸子
山形大学 子

ど
も
の

読
書
力
を
つ
け
る

AIHARA Koji
学習到達度調査

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/04120101.htm
AIHARA Koji
『現代の国語』

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/dokusho/index.html
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「
解
釈
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、『
新
明
解
国

語
辞
典
（
第
六
版
）』
で
は
「
他
の
言
動
や
古
人

の
書
き
残
し
た
文
章
・
歴
史
的
事
業
の
意
味
な
ど

を
、
そ
の
人
の
論
理
に
従
っ
て
理
解
す
る
こ
と
」

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

「
そ
の
人
の
論
理
に
従
っ
て
」
と
い
う
点
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
ば
に
接
し
て
も
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る

側
の
体
験
や
価
値
観
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
解

釈
が
成
立
す
る
。適
切
な
解
釈
を
す
る
た
め
に
は
、

そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
「
論
理
」
に
対
す
る

配
慮
が
必
要
に
な
る
。
こ
と
ば
の
学
び
に
お
け
る

「
解
釈
」
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
、
ま
ず
そ
の
前

提
と
な
る
「
論
理
」
を
ど
の
よ
う
に
育
成
す
る
か

と
い
う
問
題
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

◆

 

『
現
代
の
国
語
』
一
年
生
の
学
習
材
「
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
な
心
を
目
指
し
て
」（
三
宮
麻
由
子
）
で
は
、

「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
」
の
よ
う
な
カ
タ
カ
ナ
こ
と
ば

の
解
釈
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
ば
の

本
来
の
意
味
は
、
み
な
が
バ
リ
ア
か
ら
解
放
さ
れ

て
幸
福
に
な
れ
る
設
備
と
い
う
こ
と
で
あ
る
は
ず

な
の
に
、
現
実
の
社
会
で
は
適
切
な
解
釈
が
な
さ

れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
」

が
み
な
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
車
い
す

へ
の
対
応
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
場
合
が
あ

る
。
そ
こ
に
、
こ
と
ば
の
解
釈
に
か
か
わ
る
問
題

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
に
従

っ
て
勝
手
な
解
釈
を
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
と
ば

に
か
か
わ
る
状
況
を
的
確
に
把
握
し
た
う
え
で
、

解
釈
の
前
提
と
な
る
正
し
い
論
理
を
獲
得
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

二
年
生
の
学
習
材
「
壁
に
残
さ
れ
た
伝
言
」（
井

上
恭
介
）
で
は
、
広
島
の
小
学
校
で
、
被
爆
直
後

に
書
か
れ
た
伝
言
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
話
題
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
伝
言
の
解
釈
と
は
、
単
に
字

句
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
と
ば

の
背
景
と
な
っ
た
事
象
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、半
世
紀
前
の
被
爆
当
時
が
よ
み
が
え
り
、

人
々
は
深
い
感
銘
を
受
け
た
。
こ
れ
も
ま
た
解
釈

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
ば
に
は
単
な
る
意
味

に
と
ど
ま
ら
な
い
、
独
自
の
力
が
あ
る
。
解
釈
に

よ
っ
て
そ
の
力
を
発
見
し
、
生
か
す
こ
と
が
で
き

る
。
こ
こ
で
も
、
状
況
の
理
解
を
解
釈
の
前
提
と

な
る
論
理
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
こ
と
ば
の
環
境
に

は
、
活
字
だ
け
で
は
な
く
、
音
声
や
映
像
な
ど
の

多
様
な
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
。
三
年
生
の
学
習

材
「
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
」（
菅
谷
明
子
）

で
は
、
そ
れ
ら
の
情
報
の
解
釈
に
か
か
わ
る
問
題

点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
か
ら
発

信
さ
れ
た
情
報
の
的
確
な
解
釈
が
、
今
後
ま
す
ま

す
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の

情
報
を
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
解
釈
す
る
た
め
の
論
理

を
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
と
し
て
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
事
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
解
釈
の
前
提
と
な
る
論
理
の
育
成
は
、
こ
と

ば
の
学
び
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

 

子
ど
も
の
読
書
力
を
つ
け
る
／｢

解
釈｣

と｢

論
理｣

を
め
ぐ
っ
て

〔まちだ もりひろ〕興味関
心と意欲の喚起がことばの
学びの原動力になると考
え、楽しく力のつく授業開
発についての研究を続けて
いる。著書に『国語科授業
構想の展開』（三省堂）など。

町田守弘
早稲田大学
｢

解
釈｣

と｢

論
理｣

 
を
め
ぐ
っ
て

３年「メディア・リテラシー」の「学びの道しるべ」
実際に新聞記事の写真や見出しを比較する活動を通して、発信された情報を的確
に、クリティカルに解釈する力が養われる。
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主
題

心
情
・
人
物
像

表
現
の
工
夫

構
成
・
論
理

要
旨

﹇
詩
歌
・
古
典
﹈

2年 1年 ﹇
物
語
・
小
説
・
随
筆
・
説
明
的
文
章
﹈

ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り

竜

ク
ジ
ラ
の

飲
み
水

ト
ロ
ッ
コ

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な

心
を
目
指
し
て

空
中
ブ
ラ
ン
コ

乗
り
の
キ
キ

食
感
の
オ
ノ
マ
ト
ペ

主
題

こ
と
ば

韻
律

古
典
鑑
賞

2年 1年

朝
の
リ
レ
ー﹇
詩
﹈

ウ
ソ﹇
詩
﹈

わ
た
し
た
ち

と
古
典

矛
盾

『
現
代
の
国
語
』
は
、
教
材
の
採
録
に
あ
た
り
、

作
品
の
価
値
を
大
事
に
し
な
が
ら
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
の
力
（
言
語
能
力
）
を
つ
け
る
の
か
、

と
い
う
観
点
を
重
視
し
て
い
ま
す
。

「
読
む
こ
と
」
の
学
び
で
は
、「
現
代
の
課
題
へ
の
対
応
」

「
自
分
を
見
つ
め
直
す
視
点
」「
基
礎
・
基
本
の
定
着
と
学
び
の
多
様
化
」

と
い
う
点
に
特
に
配
慮
し
ま
し
た
。

平成18年度版
『現代の国語』

「
読
む
こ
と
」

　
　
　

学
習
材
の
系
列
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3年 2年

小
さ
な
手
袋

ホ
タ
ル
の

里
づ
く
り壁

に
残
さ

れ
た
伝
言

走
れ
メ
ロ
ス

対
話
を
考
え
る

形故 

郷

猫

平
和
を
築
く

メ
デ
ィ
ア
・

リ
テ
ラ
シ
ー

松
と
杉

「
あ
り
が
と
う
」と

言
わ
な
い
重
さ

3年 2年

大
阿
蘇﹇
詩
﹈

未
知
へ﹇
詩
﹈

短
歌
の
世
界

平
家
物
語

漢
詩
の
世
界

ジ
ー
ン
ズ
﹇
詩
﹈

枕
草
子

徒
然
草

初
恋﹇
詩
﹈

虹
の
足

﹇
詩
﹈

俳
句
の
世
界

和
歌
の
世
界

お
く
の
ほ
そ
道

峠
﹇
詩
﹈

「
読
む
こ
と
」学
習
材
の
系
列
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本の読み方に目を
開かせる

ここが魅力 
　読むというのはどのような行為か、教材（テク
スト）と読むこととはどのような関係にあるのか、
記号論の観点からストンと理解できます。

内容紹介
　この本を読むことによって、読むことの指導、
書くことの指導のとらえ方が広がり、奥行きが出
るにちがいありません。確かな読み、完全な読解
とはどういうことを意味するのか、読み誤りはど
のようにして生じるのか、そういったことの理解
を深めることによって、指導の組み立てが構造的
なものになるものと思われます。
　全体は
Ⅰ ことば再発見
Ⅱ  伝えるコミュニケーションと読みとるコミュニ
ケーション

Ⅲ 創る意味と創られる意味
Ⅳ 記号論の拡がり
の四つの章によって構成されています。
　例えば、読み誤りについて。読み手主体の読み
と書き手の意図との間の緊張状態について私たち
はさまざまな問いを発するのですが、本書では「コ
ンテクスト」にそった読みということで、明快な
解答を与えてくれます。コミュニケーションがい
かにして成立するか、伝達の仕組みにもふれられ
ていて、「伝え合うこと」にかかわる指導について、
基礎的な理解も得ることができます。

ここが魅力 
　読書の意味から読書技術の実践的な解説まで、
一読することによって手にできます。

内容紹介
　私たちは、日ごろ漠然と、本を読む技術には段
階がありそうだなと考えています。指導にあたっ
ても、読みの段階を意識してはいますが、厳密に
とらえて指導に位置づけるには、いたっていない
のではないでしょうか。
　本書では、この点を明確にし、
第1レベル・・初級読書
第2レベル・・点検読書
第3レベル・・分析読書
第4レベル・・シントピカル読書（何冊もの本を

関連づけて読む比較読書法）
として、各段階で行われる読書の活動を明らかに
しています。
　例えば、初級読書においては、1個々のことば
を識別すること、2一つ一つの文の意味の理解に
力を注ぐべき、と述べられます。点検読書では、
1組織的な拾い読み、2表面読み、3積極的読書、
にふれ、これが分析読書へと結びつきます。
　こうした、レベルを意識した記述は、段階を意
識した読解・読書指導の計画に貴重な示唆を与え、
指導の展開、指導の創意工夫に関して手がかりを
与えてくれます。

「読解・読書」への理解を深めるために

池上嘉彦
『記号論への招待』
（岩波新書　819円　1984 年）

M・J．・アドラー他
『本を読む本』
（講談社学術文庫　861円　1997 年）

「
読
解
・
読
書
」へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に

A B C

解読と解釈、意味の把握の
基礎理解のために

参考図書のご紹介

B

http://www.iwanami.co.jp/cgi-bin/isearch?isbn=ISBN4-00-420258-2
http://www.iwanami.co.jp/cgi-bin/isearch?isbn=ISBN4-00-420258-2
AIHARA Koji
『記号論への招待』

http://shop.kodansha.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=1592998
http://shop.kodansha.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=1592998
AIHARA Koji
『本を読む本』
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ここが魅力 
　理論と実践方略、読むことに関する指導改善に
取り組もうとする際の、テキストと同時にハンド
ブックの役割を果たしてくれます。

内容紹介
 「はじめに」では「（読むことの学びは）国語科学
習においてそれを抜きにはできない『重要な』話
題であるはずである。今改めて「読む」ことにつ
いてとらえ直してみたい」と述べられています。
　本書を貫くのは、ここに示されているように
「読むことの学習指導の課題をどうとらえ、それ
をどう改善するか」という切実な問いかけです。
この課題意識のもと、文学の授業、古典の指導、
説明文の学習指導が取り上げられ、読むことの効
果的な評価のあり方、国語学力のとらえ方が示さ
れます。
 「子どもたち相互がかかわり合い、触発しあうこ
とで、生きた言語体験を経、ことばが生きて働く
ものとなる」「単元的展開は、子どもたちのかか
わり合い・相互触発を必然化する点で、個別化・
個性化の方向に向かう」といった、はっとするよ
うな指摘、提言が随所にあり、それが新しい指導
構想の手がかりになるものと思われます。
　日々の指導改善に悩む先生方の立場に立って記
述され、現実感を伴った訴えかける内容になって
いることも、本書の魅力です。

ここが魅力 
　15ページからなる序説で基本的な考えが明示
されます。あと302ページはすべて作戦。

内容紹介
　読むことに関する学習指導の改善に、貴重な示
唆を与えてくれる本です。本質的に人間に備わっ
ている読む力を発達させ、読書への関心を向けさ
せるための理論と方法がここにあります。
　本書の中心となる75の作戦は、次のように構
成されています。
〈タイトル〉それぞれの作戦には「ブルル」「海賊
文」といったタイトルがつけられています。その
解説がここに述べられます。
〈参加者〉活動の対象です。人数までが示されて
おり具体的なイメージを喚起させてくれます。
〈ねらい〉３・４項目の箇条書きで、活動のねら
いが端的に示されています。
〈責任者〉活動と本との架け橋となるアニマドー
ル（仲介者）・活動の責任者にとって必要な条件
が述べられます。
〈必要な素材と手段〉活動を成り立たせる学習材
が細かく述べられます。
〈実践方法〉方法が平易に、実践に移しやすいよ
うに配慮されて説明されます。
〈所要時間〉どのような授業として実践するかを
考える際に役立ちます。
〈 興味・関心と難しさ〉アニマシオンの分析です。

三浦和尚
『「読む」ことの再構築』
（三省堂　1,575 円　2002 年）

M・M・サルト
『読書へのアニマシオン
75の作戦』  
（柏書房　2,940 円　2001 年）

　  ＝基礎的な理論を学びたいときに
　  ＝広く関連情報を得たいときに
　  ＝指導改善のヒントがほしいときに
＊定価は2005年2月現在のもの（税込）です。

A
B
C

本好きの子どもを
育てる秘策

読むことの指導に関する
理論と実践方略

A

『現代の国語』編集委員会

C C

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/j-kokugo/books/2002_miura02.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/j-kokugo/books/2002_miura02.html
AIHARA Koji
『「読む」ことの再構築』

http://www.kashiwashobo.co.jp/cgi-bin/bookisbn.cgi?cmd=d&isbn=4-7601-2030-0&backlist=1
http://www.kashiwashobo.co.jp/cgi-bin/bookisbn.cgi?cmd=d&isbn=4-7601-2030-0&backlist=1
AIHARA Koji
『読書へのアニマシオン

AIHARA Koji
75 の作戦』
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文
学
的
文
章
の
学
習
材
へ
の
多
様
な
か
か
わ
り

　

文
学
的
文
章
の
学
習
材
を
用
い
た
授
業
で
行

わ
れ
て
い
る
「
読
み
の
交
流
」
を
み
て
み
る
と
、

「
読
み
の
交
流
」
の
目
的
の
違
い
か
ら
次
ペ
ー

ジ
の
表
の
よ
う
に
三
つ
の
型
に
分
類
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

 

「
羅
列
的
な
読
み
の
交
流
」
は
、
特
に
小
学
校

段
階
で
よ
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
指
導
者

は
読
み
が
広
が
り
そ
う
な
箇
所
を
発
問
と
し
て

提
示
し
、
学
習
者
は
、
自
分
の
読
み
を
め
い
め

い
に
発
言
す
る
。
多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
、
指

導
者
の
手
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
た
り
評
価
さ
れ

た
り
し
な
が
ら
、
板
書
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
と

き
学
習
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
を
伝
え
合
っ

て
い
る
の
で
あ
り
、
な
に
か
一
つ
を
選
ぶ
と

か
、
一
つ
に
ま
と
め
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て

い
な
い
。
そ
の
た
め
、
自
分
の
読
み
と
ほ
か
の

学
習
者
の
読
み
と
を
相
対
化
し
た
り
関
係
づ
け

た
り
す
る
学
習
は
、
指
導
者
が
求
め
な
い
限
り

み
ら
れ
に
く
い
。
し
か
し
、
一
つ
の
部
分
に
対

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
が
存
在
し
、
読
み
が
広

が
っ
て
い
く
と
い
う
現
象
に
向
き
合
う
と
い
う

価
値
あ
る
経
験
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、「
論
争
的
な
読
み
の
交
流
」
は
中
学

校
か
ら
高
等
学
校
段
階
に
か
け

て
よ
く
み
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ

る
「
読
み
の
割
れ
る
」
箇
所

に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
を
主
張
し
論
争
す
る
「
読

み
の
交
流
」
で
あ
る
。
こ
の

と
き
学
習
者
は
、
自
ら
の
読
み

（
立
場
）
を
主
張
す
る
た
め
に
、
学

習
材
に
立
ち
戻
り
、
根
拠
を
見
つ
け
出
す
学

習
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
学
習
に
よ
っ
て
個
々

人
の
読
み
に
深
ま
り
が
生
ま
れ
る
。そ
の
た
め
、

こ
の
型
の
「
読
み
の
交
流
」
は
よ
く
行
わ
れ
て

い
る
。

　

し
か
し
こ
の
型
は
、
以
下
の
点
で
中
学
生
に

は
取
り
組
み
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
。

①「
読
み
が
割
れ
る
」
箇
所
が
学
習
材
の
中
に

見
出
し
に
く
い
。

②
論
争
を
進
め
て
い
く
力
が
学
習
者
に
身
に
つ

い
て
い
な
い
。

③
論
争
の
決
着
点
が
学
習
過
程
の
最
終
地
点
に

な
り
に
く
い
。

④
二
項
対
立
と
な
る
た
め
多
く
の
学
習
者
の
参

加
が
難
し
い
。

　

そ
こ
で
、
改
め
て
、
文
学
的
文
章
の
学
習
材

を
用
い
て
「
読
み
の
交
流
」
を
行
う
目
的
を
考

え
て
み
る
と
す
る
な
ら
ば
、
他
者
と
読
み
を
交

流
す
る
学
習
が
積
み
重
な
り
、
最
終
的
に
は
自

ら
の
中
に
生
み
出
さ
れ
る
多
様
な
読
み
を
選
び

取
っ
た
り
、
紡
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

「
読
み
の
交
流
」に

み
ら
れ
る
話
し
合
い
の

パ
タ
ー
ン

１

多
様
な
か
か
わ
り
を

基
盤
に
し
た

読
み
の
交
流

２

松友一雄　福井大学

教室で
読む　

〔まつとも かずお〕国語学力の形成過程や定着のあり様を明
らかにすることで、より効果的な国語学習を模索している。
また教員研修の e- ラーニング化、対話型授業支援システム
の開発を進めている。（URL：http://www.lesis-k.com）

文学的文章の学習材への
多様なかかわり
豊かな読みを生み出すために

1

http://www.lesis-k.com
AIHARA Koji
（URL：http://www.lesis-k.com）
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そ
こ
で
、「
読
み
を
紡
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
学

習
」
と
し
て
の
「
総
合
型
の
読
み
の
交
流
」
が

必
要
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
型
は
、
ク
ラ
ス
で

分
担
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
得
た
読
み
を

紡
ぎ
合
わ
せ
、
一
つ
の
読
み
を
つ
く
り
上
げ
て

い
く
た
め
の
「
読
み
の
交
流
」
で
、近
年
の
「
も

の
づ
く
り
」
型
の
言
語
活
動
な
ど
で
よ
く
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
協
働
し
て
読
む
」
活

動
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
と
も
と
違
う

観
点
か
ら
読
み
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
、
ど
ち

ら
が
正
し
い
か
と
い
う
問
題
に
は
な
ら
ず
、
ど

う
や
っ
て
紡
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ

と
が
目
指
さ
れ
る
た
め
、
分
担
の
方
法
に
工
夫

を
施
せ
ば
多
く
の
学
習
者
に
責
任
あ
る
参
加
が

求
め
ら
れ
る
利
点
が
あ
る
。

　

ま
た
、
対
象
と
な
る
箇
所
が
、
作
品
全
体
に

及
ぶ
こ
と
が
多
く
、
適
度
に
抽
象
的
な
思
考
に

慣
れ
て
き
た
中
学
生
に
作
品
全
体
に
向
き
合
わ

せ
て
い
く
学
習
と
し
て
も
効
果
が
高
い
と
考
え

ら
れ
る
。

 

「
総
合
型
の
読
み
の
交
流
」
は
、
分
担
す
る
観

点
を
ど
の
よ
う
に
設
定
し
て
い
く
か
が
授
業
を

構
想
す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
そ
こ
で
、

『
現
代
の
国
語
』
で
は
、
学
習
材
に
対
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
か
か
わ
り
を
学
習
者
が
結
べ
る
よ
う

な
工
夫
を
施
し
て
い
る
。　

・「
話
を
聴
く
学
習
」

　
　

文
字
で
は
な
く
音
か
ら
の
導
入

・
選
択
式
の
学
習
課
題

　
　

学
習
材
に
対
す
る
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ

・
多
様
な
表
現
活
動

　
　

文
字
か
ら
他
の
メ
デ
ィ
ア
へ
の
変
換

・
資
料
編
の
学
習
材

　
　
「
読
み
重
ね
」・「
読
み
比
べ
」

・
資
料
編
の
読
書
活
動

　
　

読
書
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
な
ど

　

以
下
に
、
具
体
的
な
学
習
材
を
用
い
て
、
学

習
例
を
あ
げ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

羅列型の読みの交流 総合型の読みの交流 論争型の読みの交流

対
象
と
な
る
ポ
イ
ン
ト

イメージや読みが広がり
を見せる部分

教材全体 読みが割れる部分 

学
習
者
の
か
か
わ
り

お互いの読みを伝え合
う。

お互いの読みを総合す
る。

自分の読み（立場）を主
張し、異なる読み（立場）
と論争する。

教
師
の
か
か
わ
り

学習者の読みを比べたり
まとめたりして、類型化
する。もしくは評価する。

教材へのさまざまなかか
わり方を学習として提示
する。

教材の記述に基づく根拠
などの提示を求め、より
深い論争へと導く。

読
み
の
交
流
の
目
的

一つのポイントに対して
さまざまな読みが生まれ
てくることを体験する。

かかわり方の違いから生
まれてくる多様な読みを
関係付け、作品の総合的
な理解を目指す。

教材に立ち戻りながら、
自分の読みの根拠を提示
することにより読みが深
まる。 ・対立するポイン
トをめぐる読みを理解す                   
ることで、読みが広がる。

読みの交流の類型
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韻
文
学
習
材
の
場
合
、
学
習
材
が
短
い
こ
と

も
あ
り
、多
様
な
出
会
わ
せ
方
が
可
能
で
あ
る
。

　

こ
の
学
習
材
の
場
合
、
音
読
し
た
際
に
感
じ

る
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
感
じ
が
、
表
現
の
工
夫
と
し

て
み
ら
れ
る
が
、
特
別
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
も
の
で

な
く
と
も
「
文
字
表
現
と
し
て
の
出
会
い
」
と

「
音
声
表
現
と
し
て
の
出
会
い
」
に
分
か
れ
て

出
会
わ
せ
て
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

教
科
書
を
閉
じ
て
、
音
だ
け
で
こ
の
詩
に
出

会
っ
た
場
合
、
こ
の
詩
す
べ
て
を
再
生
す
る
こ

と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
た
だ
な
に
か
し
ら
、
交

互
に
「
ウ
ソ
」
と
「
ホ
ン
ト
」
が
入
り
交
じ
っ

て
聞
こ
え
て
く
る
。
私
な
ど
は
、
実
際
に
声
だ

け
で
こ
の
詩
に
出
会
い
直
し
て
み
て
初
め
て
、

　

冗
談
の
よ
う
な
ホ
ン
ト
が
あ
り

　

涙
な
が
ら
の
ウ
ソ
が
あ
っ
て

　

な
に
が
ホ
ン
ト
で

　

ど
れ
が
ウ
ソ
や
ら

　

と
い
う
四
連
目
の
意
味
が
実
感
で
き
た
と
こ

ろ
が
あ
る
。
一
回
で
は
す
べ
て
聞
き
取
れ
な
い

の
で
、二
回
、三
回
と
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、「
ウ

ソ
と
い
う
鳥
が
い
ま
す
」
も
「
ウ
ソ
」
の
ほ
う

が
重
く
感
じ
て
し
ま
い
、「
嘘
」
と
い
う
鳥
が

い
る
の
か
と
感
じ
て
し
ま
っ
た
り
、
ご
ち
ゃ
ご

ち
ゃ
な
感
じ
を
解
消
す
る
た
め
に
、本
当
に「
水

を
す
く
う
形
に
両
手
の
ひ
ら
を
重
ね
」、「
そ
っ

と
息
を
吹
き
か
け
」て
み
た
く
な
っ
た
り
し
た
。

　

一
方
で
、
文
字
か
ら
出
会
っ
た
場
合
、
ど
う

だ
ろ
う
？　
「
ウ
ソ
」「
ホ
ン
ト
」
に
目
が
い
く

の
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
「
ま
っ
か
な
ウ

ソ
」
と
か
「
涙
な
が
ら
の
ウ
ソ
」
に
ド
キ
ッ
と

し
、「
ホ
ン
ト
と
い
う
鳥
は
い
ま
せ
ん
が
」
で

少
し
笑
み
を
浮
か
べ
た
り
す
る
。

　

文
字
を
見
て
、
頭
を
働
か
せ
る
こ
と
と
、
音

を
聞
い
て
頭
を
働
か
せ
る
の
と
で
は
全
く
異
な

る
部
分
が
焦
点
化
さ
れ
た
り
、
感
じ
た
り
考
え

た
り
す
る
こ
と
も
異
な
っ
て
く
る
。

　

こ
れ
は
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
い
う
問
題
で
は

な
い
の
だ
が
、「
ウ
ソ
」
と
い
う
詩
を
読
ん
で

い
く
た
め
に
は
、
両
方
を
総
合
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。「
音
か
ら
出
会
っ
た
グ
ル
ー

プ
」
と
「
文
字
か
ら
出
会
っ
た
グ
ル
ー
プ
」
と

の
交
流
を
「
読
み
の
交
流
」
と
し
て
考
え
て
み

て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

　

学
習
材
へ
の
か
か
わ
り
方
が
違
う
の
だ
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
感
じ
た
り
、
考
え
た
り
し
た

こ
と
を
伝
え
合
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
異
な

る
か
か
わ
り
方
を
し
た
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
報

告
責
任
が
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
の
段
階
で
正
誤

や
質
の
基
準
で
論
争
す
る
よ
う
な
話
し
合
い
の

方
向
性
は
消
え
て
し
ま
う
。

　

ま
た
紡
ぎ
合
わ
せ
る
た
め
の
観
点
も
、
か
か

わ
り
方
の
異
な
り
と
し
て
当
初
か
ら
明
確
に
な

っ
て
い
る
の
で
学
習
者
自
身
が「
読
み
の
交
流
」

を
進
め
や
す
く
な
る
。

　

そ
し
て
、
紡
ぎ
合
わ
さ
れ
た
読
み
を
「
正
し

い
読
み
」
と
し
て
で
は
な
く
、「
協
働
の
読
み
」

と
し
て
共
有
し
て
い
く
授
業
が
成
立
す
る
と
考

え
る
。

「ウソ」（１年）　「音から」も「文字から」も出会うことができる。それぞれの出会い方による
感じたこと、考えたことの違いを交流することで、「協働の読み」が生まれる。

音
か
ら
出
会
う
詩
と

文
字
か
ら
出
会
う
詩

 

｜ 
川
崎
洋「
ウ
ソ
」（
１
年
）の
場
合 

３
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非
常
に
深
い
テ
ー
マ
性
を
も
つ
文
学
学
習
材

を
扱
う
場
合
、
多
様
な
か
か
わ
り
を
も
た
せ
る

こ
と
よ
り
も
、
じ
っ
く
り
と
文
字
で
描
か
れ
た

世
界
に
浸
ら
せ
た
い
と
考
え
る
こ
と
が
あ
る
。

菊
池
寛
の
こ
の
短
編
作
品
も
、「
形
」
と
い
う

も
の
が
人
間
に
及
ぼ
す
意
味
に
つ
い
て
深
く
考

え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
じ
っ
く
り
と
考

え
さ
せ
た
い
と
い
う
思
い
が
授
業
を
構
想
す
る

際
に
強
く
な
る
学
習
材
だ
と
思
う
。「
学
び
の

道
し
る
べ
」（
学
習
の
手
引
き
）
に
あ
げ
て
い
る

よ
う
な
こ
と
を
通
じ
て
、
人
物
関
係
を
読
み
と

り
、
表
現
に
迫
り
、
し
っ
か
り
読
み
取
ら
せ
た

う
え
で
作
品
の
も
つ
深
い
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考

え
さ
せ
た
い
と
願
っ
て
授
業
を
構
想
し
た
い
。

　

で
は
、
我
々
に
と
っ
て
「
形
」
と
は
な
ん
な

の
だ
ろ
う
。そ
れ
は
、「
新
兵
衛
に
と
っ
て
の
形
」

「
若
い
士
に
と
っ
て
の
形
」「
雑
兵
た
ち
に
と
っ

て
の
形
」
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
「
形
」
と
い

う
こ
と
に
は
な
る
の
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
作
品

世
界
に
提
示
さ
れ
て
い
る
考
え
方
に
ふ
れ
て
、

学
習
者
自
身
が
ど
う
考
え
る
か
、
と
い
う
こ
と

な
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
点
を
交
流
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
文
章

を
書
か
せ
た
く
な
る
。
指
導
者
は
書
か
せ
れ
ば

書
か
せ
る
ほ
ど
、
読
み
の
多
様
性
が
生
み
出
さ

れ
て
く
る
と
考
え
る
こ
と
が
多
い
が
、
実
際
は

ど
う
な
の
だ
ろ
う
。
書
く
こ
と
が
苦
手
な
学
習

者
は
無
理
や
り
ひ
ね
り
出
す
か
ら
、
考
え
て
い

な
い
こ
と
ま
で
書
い
て
し
ま
う
し
、
た
く
さ
ん

書
け
ば
書
く
ほ
ど
内
容
が
増
え
て
い
き
、
ほ
か

の
学
習
者
と
重
な
る
部
分
が
多
く
な
り
、
読
み

の
交
流
が
難
し
く
な
る
。

 

「
自
ら
の
読
み
を
こ
と
ば
に
す
る
」こ
と
は「
読

み
の
交
流
」
を
図
る
た
め
に
は
必
要
な
こ
と
だ

が
、
方
法
と
し
て
は
二
つ
の
方
向
性
が
あ
る
。

一
つ
は
従
来
の
よ
う
に
、
文
章
表
現
と
し
て
詳

し
く
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
自

分
の
読
み
を
だ
れ
か
に
伝
達
す
る
場
合
に
は
適

切
と
い
え
る
が
、
た
く
さ
ん
の
人
と
交
流
す
る

場
合
や
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
を
総
合
し
て
、
学
級

の
読
み
を
つ
く
り
出
す
と
き
に
は
適
さ
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
凝
縮
し
て
表
現
す
る
方
法

が
あ
る
。
こ
れ
は
自
分
の
読
み
を
詳
し
く
説
明

す
る
に
は
適
切
と
は
い
え
な
い
が
、
多
く
の
人

と
の
読
み
と
自
分
の
読
み
を
比
べ
て
み
た
り
、

「
読
み
の
交
流
」
を
進
め
る
に
は
適
切
な
方
法

と
い
え
る
。「
あ
な
た
に
と
っ
て
『
形
』
と
は

な
に
か
、
一
語
で
表
現
し
ま
し
ょ
う
。」
と
い

う
問
い
に
ど
う
答
え
る
だ
ろ
う
。
学
習
者
は
、

う
ん
と
頭
を
ひ
ね
り
な
が
ら
、
自
分
な
り
の
一

語
に
た
ど
り
着
く
こ
と
だ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
私
は
「
影
」
と
い
う
語
を
選
ん
だ

が
、
あ
な
た
は
何
を
選
ぶ
だ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
読
み
の
交
流
」
を
活
性

化
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
表
現
し
や
す
い
サ

イ
ズ
の
表
現
で
多
く
の
学
習
者
の
参
加
を
促

し
、
交
流
し
や
す
い
サ
イ
ズ
の
表
現
で
、
交
流

を
活
性
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

表
現
サ
イ
ズ
が
小
さ
け
れ
ば
小
さ
い
ほ
ど
、

理
解
し
合
う
た
め
に
足
り
な
い
部
分
を
話
し
合

う
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、「
読
み

の
交
流
」が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

「形」（３年）　「あなたにとって『形』とは何か。」　こんな問いには、答えを一語で表現す
ると、多くの人の読みを活発に交流することができる。

コ
ン
パ
ク
ト
な
読
み
で

交
流
を
活
性
化
す
る　

 

｜ 
菊
池
寛「
形
」（
３
年
）の
場
合 

４
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リテラシー
literacy　  ことばの力

パフォーマンス
performance　  実績・評価

　リテラシーは、今まで一般に「読み書きの能力」「識字」であるとさ
れていた。しかし現在では、「ある分野に関する知識や能力」のことを
リテラシーというようになっている。PISA2003年調査では、言語の
リテラシーである読解力について、「読解力とは、『自らの目標を達成し、
自らの知識と可能性を発達させ、効果的に社会に参加するために、書
かれたテキストを理解し、利用し、熟考する能力』である。」としてい
る。今後は、単に言語操作のみにかかわらず、さまざまなメディアや

知識を目的に応じて有効に用いていくことを広義の「リ
テラシー」とすることになるだろう。
　国語（ことば）の教育は、媒体（メディア）である
言語記号（シンボル）の理解と操作の力を育てること
を目標としている。このことから、国語の教育は、こ
とばに結びついた概念の理解と操作の中核を担うもの
であるといえる。したがって、言語のリテラシーは、数
学や科学などのリテラシーの習得に際しても、基本的
な枠組みを提供するものであり、最も重要なリテラシー
であると考えられる。他の領域のリテラシーをも射程
にいれながら、新たな言語リテラシーの教育を構築す
べきときがきている。

　パフォーマンスとは、一言で表すならば、「行うこと、
表現すること、成果を生み出す力」ということになる
だろう。これを学校教育にあてはめれば、ある一定の
テーマや課題に対する表現や解決の力であるといえる。
欧米などでは、新たな領域に対する評価に関して、多
様な研究が進めらている。ペーパーテストによって測
れる、一定範囲の定められた内容に対する定量的な学
力や能力のみならず、例えば、ポートフォリオによる
評価など、よりオーセンティック（実際的）な場面で
発揮される総合的な能力についての研究が、注目され
つつある。その一つにパフォーマンス評価がある。
　パフォーマンス評価では、学習者が自ら設定した目

標に対して、どのように計画を立て、どのような方法によって学習を
行い、当初の目標を達成できたかを総合的に判断する。その際に重要
なことは、行った学習内容や方法、計画などが妥当かつ適切なもので
あったかどうかなどを検討し、学習に対する戦略（ストラテジー）を
見直すプロセスを設定することなのである。また、その成果を収める
までに、どのような不安があったのかなど、学習自体へのリスクも含
めて、総合的に学習の成果と過程を評価することも必要である。

情報ライブラリー

ちょっと カ
タ
カ
ナ
語

もっと知りたいときは…

国立教育政策研究所/監訳
  『PISA2003年調査　  
　　　評価の枠組み』
2004年　ぎょうせい

もっと知りたいときは…

『指導と評価』
2004年５月号

「ポートフォリオ評価  
  パフォーマンス評価」

図書文化社

気になる

1

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/04120101.htm
AIHARA Koji
PISA2003 年調査
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　マネジメントは、一般に企業の経営管理のことであると考えられて
きた。しかし、これからは、地域・社会からの自律的な学校経営に対
する要請などにより、学校も組織体としての色彩が強まり、独自のマ
ネジメントを構築することが必要である。
　それぞれの学校が独自性を高め、児童・生徒のよりよい成長を目的に、
学校経営の方針やその具体化である学校経営計画を立て、教育目標を
効果的に具現化することが今、求められている。学校経営方針・経営
計画に基づき、教育目標を実現する手段として、学校経
営をマネジメントの視点からとらえ、P（plan：計画）Ｄ
（do：実行）Ｃ（check：評価）Ａ（action：更新された
行為）のサイクルによって組織的に、学校を創り、動かし、
変えていく営みが必要である。学校においては、特に、
教育の内容・方法である教育課程（カリキュラム）につ
いて、「カリキュラムマネジメント」の視点で、PDCA の
サイクルに基づき、子どもや保護者に対して、責任ある
対応（アカウンタビリティ）が求められる。また、教育の
成果（例えば学力向上等）の実現により、生徒や保護者
の満足度や信頼度を向上させていかなければならない。

マネジメント
management　  経営管理

ワークショップ
workshop　  協働（制作）

　ワークショップは一般的には、①仕事場。作業場。②
研究集会。講習会。③舞台芸術などで、組織の枠を超え
た参加者の共同による実験的な舞台づくり。のように解
説されている。こうした意味を学習の観点から統合的に
とらえ直すと、「参加体験型のグループ学習」という意
味につながるであろう。ワークショップは、知識のみに
偏重した教育の反省から生まれてきた学習方法である。
ここでは、ことばなどの記号だけで理解するのではなく、
身体を使って行うこと・感じることといった「心身」全
体をとおして体験することが重視される。もちろん体験
さえすればよいというわけではない。その体験から学ぶ、
体験に学ぶという視点が不可欠になる。
　教える側から学ぶ側への一方的な知識伝達型の学びではなく、ワー
クショップでは学習者自らが積極的・主体的に参加していく双方向的
な学びを必要とする。学習者はそれぞれが対等の立場で参加していく
ことを前提とする。各々が自身の能力を発揮し合うことで、はじめて
協働（コラボレーション）の場となる。協働でやり遂げた、何かを創
りだしたという成就感がもてることに、この活動の大きな教育的意味
がある。

情報ライブラリー

前から気になっていた、
最近よく目にする、
そんな「知りたい」
カタカナ語を
わかりやすく解説。
もっと詳しく知るための
文献もご紹介します。

ちょっと
気になる

ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
カ
タ
カ
ナ
語

もっと知りたいときは…

読本シリーズ No.149
高階玲治編

『学校の　     　　　
　組織マネジメント』
2001年 教育開発研究所

もっと知りたいときは…

中野民夫　
『ワークショップ 　
̶新しい学びと

　　　　創造の場̶』　
2001年　岩波新書

http://www.kyouiku-kaihatu.co.jp/02_book/book_text.cgi?004149&7
AIHARA Koji
読本シリーズNo.149高階玲治編

AIHARA Koji
『学校の

AIHARA Koji
組織マネジメント』

AIHARA Koji
2001年教育開発研究所

http://www.iwanami.co.jp/cgi-bin/isearch?isbn=ISBN4-00-430710-4
AIHARA Koji
中野民夫

AIHARA Koji
『ワークショップ

AIHARA Koji
̶新しい学びと

AIHARA Koji
　創造の場̶』

AIHARA Koji
2001年　岩波新書

AIHARA Koji
読本シリーズNo.149高階玲治編『学校の　　　　　組織マネジメント』2001年教育開発研究所
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学
習
指
導
書

１ 

学
習
指
導
の
た
め
に
１
・
２
・
３
（
各
８
分
冊
セ
ッ
ト
）

　

1
2

学
習
指
導
と
解
説 

本
編
（
上
・
下
）

　

3

学
習
指
導
と
解
説 

資
料
編

　

4

学
習
指
導
と
解
説 

言
語
事
項
ノ
ー
ト

　

5

学
習
指
導
事
例
集

　

6

テ
ス
ト
問
題
例
集
・
発
問
例
集

　

7

コ
ピ
ー
用
学
習
材
集

　

8

デ
ジ
タ
ル
情
報 

Ｃ
Ｄ

－
Ｒ
Ｏ
Ｍ

２ 

「
話
す
・
聞
く
」
学
習
指
導
Ａ
Ｖ
資
料

３ 

学
習
指
導
書 

総
説
編  

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
の
た
め
に

４ 

「
読
む
こ
と
」
学
習
材
の
研
究 

１
・
２
・
３

５ 

学
習
指
導
資
料
（
４
分
冊
セ
ッ
ト
）

　

 

1

詩
編　

2

短
歌
・
俳
句
編　

3

古
典
編　

4

和
歌
編

６ 

朗
読
Ｃ
Ｄ 

１
・
２
・
３

７ 

読
書
の
森
へ 

Ｃ
Ｄ

－

Ｒ
Ｏ
Ｍ

平成18年度版

『現代の国語』
『現代の書写』

サポート・ネットワーク・プログラム

構成マップ

現
代
の
国
語

サ
ポ
ー
ト
資
料

・『
こ
と
ば
の
学
び
』（
年
４
回
発
行
）

・
国
語
教
育
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト

・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
資
料

・
年
間
学
習
指
導
計
画
作
成
資
料

・
学
習
評
価
改
善
実
践
資
料

・
学
習
材
別
評
価
実
践
資
料

・「
聞
く
こ
と
」
指
導
Ｃ
Ｄ

・
教
科
書
Ｑ
＆
Ａ

・
移
行
措
置
資
料

・
学
習
材
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

生
徒
用
教
材

１ 

ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
１
・
２
・
３

２ 

漢
字
・
語
句
学
習
ノ
ー
ト
１
・
２
・
３

３ 

文
法
学
習
ノ
ー
ト

４ 

実
力
ア
ッ
プ
問
題
集
１
・
２
・
３

５ 

教
科
書
ガ
イ
ド
１
・
２
・
３

６ 

ス
テ
ッ
プ
式
常
用
漢
字
ド
リ
ル

後
援
事
業

N
P
O
法
人

Ｉ
Ｌ
Ｅ
Ｃ
言
語
教
育
文
化
研
究
所
主
催

　
「
中
学
校
国
語
教
育
セ
ミ
ナ
ー
」

　
「
小
学
校
国
語
教
育
セ
ミ
ナ
ー
」

＊
毎
年
夏
に
東
京
・
名
古
屋
・
大
阪
・
福
岡
で
開
催

　
「
専
門
研
修
講
座
」　　

ほ
か

SNP
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平
成
18
年
度
版
『
現
代
の
国
語
』『
現
代
の
書
写
』
Ｓ
Ｎ
Ｐ（
サ
ポ
ー
ト
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
）　

構
成
マ
ッ
プ

『現代の国語』『現代の書写』ホームページ
 http://tb.sanseido.co.jp/kokugo
 

現代の書写
学習指導書（各３分冊セット）
　①学習指導と解説
　②指導ワークシート集（はぎ取り式）
　③指導用ＣＤ－ＲＯＭ
　   （執筆実技映像・指導案のテキストほか）

指
導
用
教
材

１ 

ピ
ク
チ
ャ
ー
カ
ー
ド
（
A
２
判
・
100
枚
）

２ 
サ
ポ
ー
ト
ビ
デ
オ
（
６
巻
ま
で
刊
行
中
）

３ 
サ
ポ
ー
ト
D
V
D

サ
ポ
ー
ト
書
籍
（
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
）

『
こ
と
ば
の
学
び
と
評
価　

－
国
語
科
授
業
へ
の
視
角

－

』

『
中
学
校 

国
語
科
の
評
価　

－
単
元
の
学
習
指
導
と
評
価
計
画

－

』

『
こ
と
ば
が
育
つ
学
び
の
プ
ラ
ン　

－

21
世
紀
の
国
語
科
授
業
づ
く
り

－

』

『
気
軽
に
楽
し
く
短
い
時
間
で
力
の
つ
く　

50
の
ア
イ
デ
ィ
ア
』
シ
リ
ー
ズ

『
声
を
読
も
う 

声
で
描
こ
う　

－

朗
読
の
た
め
の
17
の
栞

－

』

各
種
辞
典
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
シ
リ
ー
ズ

23
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作
法
、
し
つ
け
、
と
聞
く
と
堅
苦
し
く
響

く
が
、
な
か
な
か
合
理
的
に
で
き
て
い
る
場

合
も
あ
る
。
鹿
児
島
市
立
田た

上が
み

小
学
校
が
作

成
し
た
「
学
習
の
し
つ
け
」
と
い
う
教
師
用

資
料
は
、小
学
館
か
ら
『
教
育
技
術
ム
ッ
ク
』

と
し
て
出
版
化
さ
れ
た
知
る
人
ぞ
知
る
指
導

書
だ
が
、
三
年
前
に
同
小
の
研
究
主
任
か
ら

オ
リ
ジ
ナ
ル
を
見
せ
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
は

鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。

　

一
九
八
三
年
に
初
版
が
作
成
さ
れ
、
ち
ょ

う
だ
い
し
た
の
は
「
平
成
版
」
と
銘
打
た
れ

た
改
訂
版
だ
っ
た
。別
の
件
で
取
材
が
済
み
、

帰
り
際
、「
実
は
本
校
で
は
こ
ん
な
も
の
も

つ
く
っ
て
お
り
ま
し
て
…
」
と
お
ず
お
ず
と

差
し
出
さ
れ
た
も
の
が
そ
れ
で
、
初
版
作
成

当
初
こ
そ
県
内
で
評
判
を
と
っ
た
が
、
そ
れ

も
九
〇
年
代
の
「
新
学
力
観
」
以
降
、
忘
れ

ら
れ
た
存
在
に
近
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
ま
る

で
流
行
が
一
巡
り
し
た
か
の
よ
う
に
、
そ
の

指
導
資
料
に
新
鮮
さ
が
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。

　

書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
見
、
他
愛
な

い
内
容
な
の
だ
。
例
え
ば
国
語
の
ペ
ー
ジ
、

「『
読
む
こ
と
』
に
お
け
る
し
つ
け
」
で
〈
音

読
を
す
る
と
き
〉の
指
導
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、

「
聞
き
手
の
ほ
う
を
向
い
て
読
む
」「
聞
き
手

の
準
備
が
整
っ
た
か
を
確
か
め
て
か
ら
読
み

始
め
る
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
際
の

子
ど
も
の
机
上
の
様
子
ま
で
図
示
し
た
。
教

科
書
は
左
、
ノ
ー
ト
は
右
、
左
前
方
に
は
手

前
か
ら
定
規
、
鉛
筆
、
赤
ペ
ン
、
消
し
ゴ
ム

と
置
く
位
置
ま
で
決
ま
っ
て
い
る
。

 

〈
一
人
で
読
み
取
る
と
き
〉（
黙
読
す
る
と

き
）
の
場
合
は
こ
う
で
あ
る
。「
学
習
の
め

あ
て
を
解
決
す
る
手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ

れ
る
個
所
に
は
、
次
の
よ
う
に
区
別
し
て
線

を
引
く
」
と
あ
り
、「
人
物
の
行
動
」
に
つ

い
て
は
実
線
、「
人
物
の
気
持
ち
」
に
つ
い

て
は
破
線
、「
場
面
の
様
子
」
に
つ
い
て
は

波
線
を
引
く
…
と
い
っ
た
具
合
。
九
〇
年
代

ま
で
な
ら
時
代
錯
誤
的
に
か
ん
じ
ら
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た（
今
で
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
）

だ
ろ
う
が
、
出
版
化
を
図
っ
た
編
集
者
に
言

わ
せ
る
と
、
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
な
ど
の
問
題
に
直
面

す
る
今
日
、
こ
う
し
た
も
の
が
「
福
音
の
よ

う
に
聞
こ
え
る
の
だ
」
と
い
う
。

●
学
校
教
育
を
め
ぐ
り
、「
学
力
向
上
」
や
「
次

期
学
習
指
導
要
領
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
が
、
マ

ス
コ
ミ
を
に
ぎ
わ
す
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

中
学
校
で
は
平
成
18
年
度
よ
り
、
新
し
い
教

科
書
の
使
用
が
始
ま
り
ま
す
。
三
省
堂
で
は
、

現
在
発
行
し
て
い
る
『
現
代
の
国
語
』
を
改
訂

す
る
と
と
も
に
、
新
刊
と
し
て
『
現
代
の
書
写
』

を
発
行
い
た
し
ま
す
。

 

『
こ
と
ば
の
学
び
』
で
は
、
本
号
よ
り
11
号
ま

で
を
「
教
科
書
特
集
号
」
と
し
て
18
年
度
版
『
現

代
の
国
語
』『
現
代
の
書
写
』
を
め
ぐ
り
、
次
の

よ
う
な
テ
ー
マ
で
の
特
集
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

８
号　
 
今
、
問
わ
れ
る
「
読
む
こ
と
」
の

学
習
指
導

　

９
号　
「
基
礎
・
基
本
」
と
「
補
充
・
発
展
」（
仮
）

　

10
号　

国
語
科
書
写
（
仮
）

　

11
号　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
と
評
価
（
仮
）

（
太
郎
）

［やない ただし］1960 年生
まれ。國學院大學哲学科卒
業。元日本教育新聞社記者。

一周遅れの
トップランナー

教育ジャーナリスト

矢内 忠

編
集
後
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

第
8
号

二
〇
〇
五
年
四
月
一
〇
日
発
行

定
価  

一
〇
〇
円
（
本
体
九
六
円
）

編
集
・
発
行
人    

八
幡　

統
厚

〔
発
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「チリとチリリ」（どい　かや・作　アリス館・発行）172ミリ×240ミリ
32ページ　1260円（税込み）　続編に「チリとチリリ　うみのおはなし」

 

「
う
ち
の
中
学
一
年
生
に

絵
本
の
読
み
聞
か
せ
を
し
て

く
れ
ま
せ
ん
か
」

　

千
葉
県
東
金
市
の
先
生
か

ら
依
頼
が
あ
っ
た
。
ア
リ
ス

館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
私

が
和
歌
山
県
の
中
学
校
で
読

み
語
り
（
私
に
は
「
読
み
聞

か
せ
」
よ
り
「
読
み
語
り
」

の
言
い
方
が
ぴ
っ
た
り
く

る
）
を
し
た
記
事
を
ご
覧
に

な
っ
て
の
こ
と
ら
し
い
。

　

こ
の
よ
う
な
依
頼
は
、
最

近
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な

く
な
っ
た
。

　

絵
本
づ
く
り
の
舞
台
裏
の
話
を
し
た
あ
と
、

「
さ
あ
、
ど
の
絵
本
を
読
ん
で
ほ
し
い
？
」

　

黒
板
の
前
に
絵
本
を
十
冊
ほ
ど
ず
ら
ー
っ

と
並
べ
、
生
徒
に
選
ん
で
も
ら
う
。
一
番
人

気
が
「
チ
リ
と
チ
リ
リ
」
だ
っ
た
。

 

「
チ
リ
と
チ
リ
リ
が　

と
て
も　

は
や
お

き
を
し
た　

あ
る
ひ　

ふ
た
り
は　

じ
て
ん

し
ゃ
で　

で
か
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
チ

リ
チ
リ
リ　

チ
リ
チ
リ
リ　

も
り
の
な
か
を

　

は
し
っ
て
い
る
と　

ど
こ
か
ら
か　

い
い

か
お
り
が　

し
て
き
ま
し
た
」

　

ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
読
む
。
読
む
ほ
ど
に
、

生
徒
の
体
が
だ
ん
だ
ん
前
に
せ
り
出
し
て
く

る
。
絵、
、
、
、
、

を
読
も
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
生
徒

と
の
一
体
感
が
徐
々
に
深
ま
っ
て
い
く
。
読

み
語
り
は
、
字
を
読
む
側
と
絵
を
読
む
側
、

両
者
が
つ
む
ぎ
出
す
共
同
作
業
な
の
で
あ
る
。

　

チ
リ
と
チ
リ
リ
は
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
も
の

の
中
か
ら
、
自
分
た
ち
に
一
番
ぴ
っ
た
り
し

た
も
の
を
選
び
な
が
ら
進
ん
で
い
く
。
今
の

日
本
は
、
自
由
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
幸
せ

な
環
境
に
あ
る
こ
と
を
感
じ
と
っ
て
ほ
し
い
、

と
願
い
を
こ
め
て
読
む
。

　

一
週
間
ほ
ど
た
っ
た
あ
る
日
。
中
学
校
か

ら
生
徒
の
感
想
が
ど
さ
っ
と
届
い
た
。

「
小
さ
い
時
、
お
母
さ
ん
に
読
ん
で
も
ら
っ

た
、あ
た
た
か
い
時
間
を
思
い
出
し
ま
し
た
」

「
読
ん
で
も
ら
っ
て
、
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

と
て
も
幸
せ
な
気
分
に
な
り
ま
し
た
」

　

こ
れ
を
書
い
て
く
れ
た
の
は
、
あ
の
子
か

な
？　

子
ど
も
た
ち
の
顔
が
浮
か
ん
で
き
て

胸
が
あ
つ
く
な
る
。
こ
れ
だ
か
ら
、
読
み
語

り
の
出
前
は
や
め
ら
れ
な
い
。

　

長
野
県
諏
訪
市
の
中
学
校
で
、
こ
の
絵
本

を
読
ん
だ
と
き
の
こ
と
。
校
長
先
生
が
駅
ま

で
車
で
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
ハ
ン
ド
ル
を

に
ぎ
り
な
が
ら
、
校
長
先
生
は
駅
に
着
く
ま

で
、
口
ず
さ
ん
で
い
た
。

「
チ
リ
チ
リ
リ
、
チ
リ
チ
リ
リ
、、、、」

〔うしろ よしあき〕アリス館編集長。児
童書の編集歴四十一年。「読み語り症候群」
という病にかかっている。時には、ウク
レレ片手に絵本の「歌い語り」もする。

後路好章

「あたたかい時間を
思い出した」中学生
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