


新しい学びの
サイクル

教科書から
ひろがる学び

テキストから
プログラムへ

教科書新ルネサンス宣言

教科書を、先生方や家庭や地域など多くの方々と
対話や交流を積み重ねながら、協働してつくりあげていきたい…

三省堂『現代の国語』『現代の書写』は、そんな教科書をめざしています。
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［あまんきみこ］児童文学者。おもな著書に『車
のいろは空のいろ』『ちいちゃんのかげおくり』『ぽ
んぽん山の月』『きつねのかみさま』などがある。

昔、ことばは、神のものでした

あまんきみこ

　
　

告
白

　

作
品
を
書
い
て
い
る
と
き
、
わ
た
し
は
懸

命
に
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
書
い
て
い
る
気
持
ち
に

な
っ
て
い
ま
す
。
あ
れ
を
思
い
、
こ
れ
を
思

い
、
あ
あ
も
考
え
、
こ
う
も
考
え
、
足
し
た

り
、
消
し
た
り
、
ま
た
元
に
戻
し
た
り
、
そ

ん
な
愚
か
な
繰
り
返
し
を
し
て
い
る
か
ら
で

し
ょ
う
か
。

　

現
実
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
な
ら
、
相
手
の
迷
惑

を
横
に
お
け
ば
、
何
通
、
い
え
何
十
通
で
も

出
せ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
作
品
は
、

た
っ
た
一
通
し
か
出
せ
な
い
ラ
ブ
レ
タ
ー
、

ど
う
も
そ
う
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
一
通
を
求
め
て
、
と
き
お
り
、
夥

お
び
た
だし

い
文
章
を
独
り
で
埋
葬
し
て
い
ま
す
。
ど
う

に
も
書
き
あ
げ
ら
れ
ず
、
失
意
の
埋
葬
だ
け

の
と
き
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
う
し
て
い

る
う
ち
に
、
そ
れ
ま
で
思
っ
た
り
考
え
た
り

し
て
い
る
世
界
が
全
部
い
っ
し
ょ
に
な
っ
た

よ
う
に
、
書
き
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
ん
な
と
き
こ
と
ば
は
無
機
質
の
記
号

で
は
な
く
、
生
き
も
の
に
な
っ
て
勝
手
に
動

き
だ
し
ま
す
。
そ
し
て
書
き
終
え
た
と
き
、

わ
た
し
は
燃
え
つ
き
た
思
い
で
、
そ
の
一
通

を
ポ
ス
ト
に
入
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

昔
、
こ
と
ば
は
、
神
の
も
の
で
し
た
。

　

少
女
期
の
こ
ろ
、
一ひ

と
こ
と
ぬ
し
の
お
お
か
み

言
主
大
神
の
話
に
胸

を
う
た
れ
ま
し
た
。
た
っ
た
一
言
で
、
こ
の

宇
宙
の
す
べ
て
、
こ
と
の
善
悪
の
す
べ
て
を

言
い
表
す
神
が
お
ら
れ
た
の
で
す
。
奈
良
の

葛か
つ
ら
ぎ
ひ
と
こ
と
ぬ
し

城
一
言
主
神
社
の
祭
神
は
、
四
世
紀
以
前

か
ら
す
で
に
祭
ら
れ
て
い
る
と
伝
え
聞
き
ま

し
た
。
ま
た
、
使
徒
ヨ
ハ
ネ
は
、「
太は

じ
め初
に

こ
と
ば
が
あ
っ
た
。
こ
と
ば
は
神
と
と
も
に

あ
り
、
こ
と
ば
は
神
で
あ
っ
た
」
と
伝
え
て

い
ま
す
。

　

人
々
は
、
太
古
か
ら
こ
と
ば
の
霊
力
を
信

じ
、
こ
と
ば
を
敬
い
、
本
質
的
な
こ
と
ば
を

求
め
つ
づ
け
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
愚
か
な
わ
た
し
は
、
い
ま

だ
に「
書
い
て
表
現
す
る
」方
法
を
理
解
で
き

て
い
ま
せ
ん
。
向
こ
う
か
ら
動
き
だ
す
の
を
た

だ
待
っ
て
、
ど
き
ど
き
し
な
が
ら
書
い
た
り
消

し
た
り
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情

で
す
。
す
き
な
道
と
は
い

え
、
な
ん
と
忍
耐
強
い
こ

と
よ
と
、
自
分
に
呆あ

き

れ
、

呆
れ
な
が
ら
も
、
こ
の
年

齢
に
な
っ
て
、
た
だ
一
通
の

ラ
ブ
レ
タ
ー
を
書
き
つ
づ

け
て
い
る
の
は
、
や
は
り

あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

思いがかたちに
　　　　なるとき
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［あねざきかずま］自然写真家。山形県の朝日連峰山麓に活動
の中心を置き、「わらだやしき自然教室」を主宰。著書に『は
るにれ』（福音館書店）『姉崎一馬の自然教室』（山と渓谷社）など。

感性の根底にはその人の価値観がある

姉崎一馬

　

野
生
の
樹
木
や
自
然
の
森
林
を
中
心
に
、

本
来
の
自
然
の
姿
や
仕
組
み
を
で
き
る
だ
け

わ
か
り
や
す
い
形
に
し
て
伝
え
た
い
と
考
え

本
づ
く
り
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
写

真
と
い
う
表
現
手
段
は
欠
か
せ
な
い
。
そ
れ

は
写
実
性
と
正
確
さ
、
即
応
性
と
い
っ
た
点

が
生
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

写
真
で
自
然
を
表
現
す
る
と
き
、
方
向
と

し
て
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
一
つ
は
で

き
る
だ
け
被
写
体
に
忠
実
に
、
正
確
に
写
す

こ
と
。
そ
れ
は
植
物
図
鑑
の
資
料
写
真
と
い

う
目
的
を
掲
げ
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
図
鑑

は
検
索
す
る
た
め
の
植
物
の
特
徴
が
正
確
に

伝
わ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は

植
物
分
類
学
上
の
観
点
を
確
実
に
画
面
の
中

に
盛
り
込
む
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
た
点
で

は
理
性
が
優
先
さ
れ
、
撮
影
者
の
感
情
や
イ

メ
ー
ジ
と
い
っ
た
あ
い
ま
い
な
も
の
は
で
き
る

だ
け
排
除
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
だ
か
ら
と

い
っ
て
そ
の
画
面
が
無

味
乾
燥
と
し
た
も
の
に

な
る
か
と
い
え
ば
そ
う

で
も
な
い
。
同
じ
植
物

を
撮
っ
て
も
撮
影
者
の

個
性
が
画
面
の
隅
々
に

現
れ
て
く
る
か
ら
だ
。

　

も
う
一
方
は
自
然
の
美
し
さ
や
貴
重
さ
、

偉
大
さ
と
い
っ
た
自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
前
面

に
押
し
出
し
た
写
真
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

ら
に
し
て
も
、
単
に
形
が
面
白
い
か
ら
、
色

が
き
れ
い
だ
、
変
わ
っ
て
い
る
、
目
立
つ
か

ら
、
だ
け
で
は
な
に
か
共
感
で
き
な
い
も
の

に
な
っ
て
し
ま
う
。
撮
影
者
が
自
然
の
本
質

を
理
解
せ
ず
、
敬
う
心
が
な
け
れ
ば
そ
れ
が

画
面
に
現
わ
れ
て
し
ま
う
。
感
性
の
根
底
に

は
そ
の
人
の
価
値
観
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

自
然
を
撮
影
す
る
と
き
、
二
つ
の
方
向
は

必
ず
し
も
両
極
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
図

鑑
で
あ
っ
て
も
植
物
学
的
な
正
確
さ
を
少
し

割
り
引
い
て
も
美
的
要
素
の
割
合
を
大
き
く

取
り
入
れ
る
場
合
も
あ
る
。
造
形
の
見
事
さ

を
表
現
す
る
の
で
あ
っ
て
も
、
生
物
の
構
造

力
学
的
な
存
在
感
が
美
し
さ
の
源
で
あ
る
場

合
も
少
な
く
な
い
。
カ
メ
ラ
の
フ
ァ
イ
ン
ダ

ー
の
中
で
そ
う
し
た
両
極
の
ど
ち
ら
側
に
観

点
の
針
を
振
る
の
か
、
そ
れ
が
自
然
を
と
ら

え
る
場
合
の
感
性
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
目
が
養
わ

れ
て
く
れ
ば
、
自
分
の
中
に
確
立
さ
れ
た
感

性
の
視
力
と
で
も
い
う
も
の
が
撮
る
べ
き
対

象
を
目
に
飛
び
込
ま
せ
て
く
れ
る
。

次
号
の
テ
ー
マ
は「
こ
と
ば
と
文
化
」（
仮
）。
語
り
手
は
金
田
一 

秀
穂
さ
ん（
大
学
教
授
）、パ
ッ
ク
ン
さ
ん（
タ
レ
ン
ト
）の
お
二
人
で
す
。ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
。

「
思
い
が
か
た
ち
に
な
る
と
き
」

http://www004.upp.so-net.ne.jp/warawara/index.html


4

 

「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
ト
マ
ス
・

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ク
ー
ン
が
そ
の
著
『
科
学
革
命
の

構
造
』（
原
著
初
版
一
九
六
二
年
、
改
訂
版

一
九
七
○
年
、
邦
訳
一
九
七
一
年
、
中
山
茂
訳 

み
す
ず
書
房
発
行
）
で
、
科
学
と
科
学
の
歴
史
に

つ
い
て
の
見
方
、
科
学
論
の
こ
と
を
意
味
す
る
概

念
と
し
て
述
べ
た
こ
と
に
よ
る
。

　

ク
ー
ン
は
『
科
学
革
命
の
構
造
』
の
冒
頭
で
、

パ
ラ
ダ
イ
ム
を
「
一
般
に
認
め
ら
れ
た
科
学
的
業

績
で
、
一
時
期
の
間
、
専
門
家
に
対
し
て
問
い
方

や
答
え
方
の
モ
デ
ル
を
与
え
る
も
の
」と
定
義
し
、

こ
の
語
を
自
ら
の
科
学
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し

た
。
そ
し
て
、「
モ
デ
ル
」「
概
念
枠
組
み
」「
概

念
図
式
」
な
ど
と
い
っ
た
、
科
学
論
の
歴
史
の
中

で
そ
れ
ま
で
多
く
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
ば
を
用
い

ず
に
、
新
し
い
概
念
と
し
て
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と

い
う
用
語
を
用
い
た
。

 

「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
と
は
、
こ
の
概
念
と
し
て

の「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」の
枠
組
み
の
転
換
を
い
う
。「
パ

ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
を
行
う
と
は
、
こ
れ
ま
で
自
明

と
さ
れ
て
き
た
概
念
の
枠
組
み
を
根
本
的
に
問
い

直
す
こ
と
を
通
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
概
念
と
は
異

な
っ
た
概
念
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

教
育
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
自
明
と
さ
れ
て

き
た
固
定
化
し
た
概
念
を
、
新
し
い
視
点
を
も
っ

て
問
い
直
す
こ
と
が
、
今
日
の
課
題
で
あ
る
。
そ

こ
に
、
こ
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
と
い
う
こ
と

を
行
う
意
味
が
あ
る
。

　

教
育
は
文
化
の
継
承
と
伝
承
と
を
担
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
教
育
と
い
う
活
動
は
、
本
来
的

に
保
守
的
な
も
の
と
な
る
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
全

て
の
人
が
学
校
教
育
を
受
け
て
い
る
た
め
、
教
育

を
語
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
は
、
自
分
の
体
験

パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」

を
行
う
こ
と
の
意
味

１

学
校
教
育
に
お
け
る

「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」

２

学習者一人ひとりが、確かな学力としての「基礎・基本」をどのように身につけていくのか。
また、一人ひとりの習熟度に応じた学習をどのように展開していくのか。

本号では、その可能性について考えていきます。

特集平成18年度版
『現代の国語』
『現代の書写』
教科書特集号

2 個に応じ、個を生かす
学習指導とは

髙
木
展
郎　
横
浜
国
立
大
学

http://www.msz.co.jp/titles/00000_01999/ISBN4-622-01667-2.html
http://www.msz.co.jp/titles/00000_01999/ISBN4-622-01667-2.html
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を
も
と
に
教
育
を
語
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
教
育

を
よ
り
身
近
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
る
に
は
機
能

す
る
が
、
教
育
を
狭
い
範
囲
で
と
ら
え
る
こ
と
に

も
な
り
う
る
。

　

教
育
を
自
分
の
原
体
験
の
枠
組
み
の
中
の
み
か

ら
と
ら
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
教
育
の
枠
組
み
の

中
に
、教
育
を
閉
じ
こ
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

教
育
に
お
け
る
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
の
た
め

に
は
、
こ
れ
ま
で
の
原
体
験
を
も
と
に
教
育
を
と

ら
え
る
よ
り
も
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
必
要
な
能

力
や
学
力
を
措
定
し
、
そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な

学
校
教
育
を
行
っ
て
い
く
か
、
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン

（
展
望
）
と
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
使
命
）
と
を
も
た
な

く
て
は
な
ら
な
い
。　

　

こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
教
育
に
対
す
る
見

方
や
考
え
方
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
を
図
ら
な

く
て
は
、
実
現
し
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
教
育
を
元

に
、こ
れ
か
ら
の
時
代
の
教
育
を
考
え
て
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
教
育
の
枠
組
み
か
ら
抜
け
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
自
明
と
さ
れ
て
き
た
教

育
活
動
を
再
考
し
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら

れ
る
新
し
い
学
力
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の

か
、
そ
の
考
え
方
の
枠
組
み
そ
の
も
の
の
転
換
を

図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

国
語
の
授
業
で
は
、
こ
れ
ま
で
主
た
る
学
習
材

と
し
て
の
教
科
書
を
も
と
に
授
業
が
行
わ
れ
て
き

た
。
確
か
に
教
科
書
は
、
学
習
指
導
要
領
に
準
拠

し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
し
、
検
定
も
受
け
、
授
業

の
中
心
と
し
て
用
い
る
学
習
材
で
あ
り
、
内
容
の

バ
ラ
ン
ス
や
配
列
も
、
優
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
教
科
書
の
最
大
の
弱
点
は
、
各
学
校

の
学
び
手
の
実
態
の
全
て
に
見
合
っ
た
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
般
化
と

い
う
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
で
も
あ
り
、
デ
ィ
メ
リ
ッ

ト
で
も
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
学
校
教
育
は
、先
に
も
述
べ
た
が
、

知
識
や
技
能
を
伝
達
す
る
と
い
う
こ
と
に
そ
の
中

心
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
日
の
教
育
の
方
向

は
、
一
般
化
で
は
な
く
、
一
人
ひ
と
り
の
学
び
手

の
個
性
に
合
う
教
育
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
に
、
学
校
と
い
う
集
団
の
学
び
の
中
に
、
個

別
化
・
個
性
化
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
く

か
が
、
問
わ
れ
て
い
る
。

　

本
来
、
学
校
教
育
は
、
集
団
の
中
で
の
一
人
ひ

と
り
の
学
び
手
を
対
象
と
し
て
い
る
。
集
団
の
中

で
、
他
者
と
か
か
わ
る
こ
と
で
、
一
人
ひ
と
り
の

学
び
手
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。
一
人
ひ
と
り
の
学
び
手
は
、
個
と
し
て
切
り

離
さ
れ
た
存
在
で
は
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
授
業
で
国
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ

と
も
、自
分
以
外
の
他
者
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
、

自
分
と
い
う
存
在
を
見
つ
め
直
す
こ
と
で
あ
る
。

　

他
者
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
の
授
業
は
、
教
室

を
構
成
す
る
一
人
ひ
と
り
の
学
び
手
に
よ
っ
て
、

そ
の
学
び
の
内
容
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
こ
に
集
団

と
個
と
の
か
か
わ
り
が
あ
り
、
教
室
で
学
ぶ
こ
と

の
意
味
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
教
室
に
お

け
る
集
団
と
個
と
の
か
か
わ
り
の
中
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
教
室
の
特
徴
が
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
各
教
室
ご
と
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
構
成
が
求
め
ら
れ
る
。
初
め
に
教
科
書
あ
り
き

で
は
な
く
、
学
び
手
の
学
力
に
あ
っ
た
授
業
構
成

へ
と
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
転
換
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。『
現
代
の
国
語
』
は
、
そ
の
こ
と
を
具
現
す

る
教
科
書
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　

国
語
の
授
業
に
求
め
ら
れ
る
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転

換
」
は
、
次
の
順
で
の
授
業
構
成
で
あ
る
。

①　

育
成
す
べ
き
学
力
の
措
定
（
目
標
の
設
定
）

②　

目
標
に
合
わ
せ
た
評
価
規
準
の
決
定

③　

評
価
規
準
を
実
現
す
る
た
め
の
評
価
方
法
の

具
体
化

④　

評
価
方
法
に
沿
っ
た
学
習
活
動
の
組
織
化

⑤　

学
習
活
動
を
具
体
化
す
る
学
習
材
の
選
定

　

こ
の
①
か
ら
⑤
の
順
に
し
た
が
っ
た
授
業
構
成

が
、こ
れ
か
ら
の
国
語
の
授
業
に
は
求
め
ら
れ
る
。

〔たかぎ のぶお〕横浜国
立大学教授。主な編著
書に『ことばの学びと
評価̶国語科授業への
視角̶』『ことばが育つ
学びのプラン』（三省堂）
『国語科教師教育の課題』
（明治図書）など。

国
語
の
授
業
に

求
め
ら
れ
る

「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」

３パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/j-kokugo/books/2003_takagi_01.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/j-kokugo/books/2003_takagi_01.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/j-kokugo/books/2003_takagi_01.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/j-kokugo/books/2003_manabiplan.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/j-kokugo/books/2003_manabiplan.html


6

個
に
応
じ
、個
を
生
か
す

学
習
指
導
と
は

平成18年度版
『現代の国語』
『現代の書写』
教科書特集号

2

　

国
語
科
教
科
書
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
漢
字
学

習
は
、
読
む
こ
と
学
習
材
を
中
心
と
す
る
文
脈
の

中
に
「
新
出
漢
字
」「
新
出
音
訓
」
と
し
て
提
示

し
つ
つ
、
他
方
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
に
配
当
で
き

な
い
多
数
の
漢
字
を
い
わ
ゆ
る
ド
リ
ル
形
式
に
仕

立
て
る
と
い
う
の
が
大
方
の
扱
い
で
あ
っ
た
。
本

稿
の
筆
者
は
、
本
誌
『
こ
と
ば
の
学
び
』
第
７
号

掲
載
の
小
論
「
漢
字
学
習
の
新
し
い
枠
組
に
向
け

て
」
に
お
い
て
、
前
者
の
限
界
に
つ
い
て
述
べ
た

が
、
要
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

① 

あ
る
漢
字
を
特
定
の
読
む
こ
と
学
習
材
の
特
定

の
文
脈
の
中
で
学
ぶ
こ
と
に
必
然
性
が
な
い
。

新
出
漢
字
は
恣
意
的
な
配
当
に
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
。

② 

国
語
の
授
業
時
間
数
減
に
伴
う
読
む
こ
と
学
習

材
の
縮
小
に
よ
り
、
配
当
で
き
る
漢
字
数
が
限

ら
れ
て
き
た
。
無
理
に
漢
字
配
当
を
増
や
す
こ

と
は
、
読
む
こ
と
の
学
習
を
圧
迫
す
る
。

③ 
弾
力
的
で
個
性
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
が
浸

透
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
新
出
漢
字
の
提
示
の
順

序
性
に
意
味
が
失
わ
れ
て
き
た
。

　

ま
た
、
ド
リ
ル
形
式
の
漢
字
学
習
に
は
、
機
械

的
な
繰
り
返
し
に
終
始
す
る
危
険
性
が
伴
う
。
仮

に
ク
イ
ズ
や
ゲ
ー
ム
感
覚
の
お
も
し
ろ
さ
を
加
味

さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
は
た
し
て
そ

れ
で
実
際
に
役
立
つ
学
習
に
な
っ
て
い
る
の
か
と

い
う
疑
問
が
常
に
つ
き
ま
と
っ
た
。
た
だ
「
字
」

を
覚
え
る
だ
け
で
は
、「
言
語
」
を
使
え
る
こ
と

に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

前
掲
の
小
論
で
は
、
新
し
い
学
習
の
枠
組
と
し

て
の
「
漢
字
の
グ
ル
ー
プ
化
に
よ
る
と
り
た
て
指

導
」
を
示
唆
し
た
が
、そ
れ
を
具
体
化
し
た
の
が
、

平
成
18
年
度
版
『
現
代
の
国
語
』
に
お
い
て
提
案

す
る
漢
字
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

各
学
年
の
学
習
材
が
、

Ａ
「
漢
字
探
検
」
↓
「
し
く
み
か
ら
学
ぶ
漢
字
」

Ｂ
「
グ
ル
ー
プ
で
学
ぶ
漢
字
」

Ｃ
「
ひ
ろ
が
る
漢
字
」

か
ら
構
成
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。

　

Ａ
の
「
漢
字
探
検
」
で
扱
う
漢
字
は
、
小
学
校

学
習
漢
字
を
中
心
と
す
る
既
習
の
漢
字
の
み
で
あ

る
。
ま
ず
、
上
段
の
一
コ
マ
漫
画
風
図
版
で
課
題

意
識
を
喚
起
し
た
い
。
次
に
、
下
段
の
「
考
え
よ

　
『
現
代
の
国
語
』
漢
字
学
習
の
構
成
図

漢字学習の
新しい

プログラム

伊
坂 

淳
一　
千
葉
大
学

確認・応用 展開

漢
字
字
典

し
く
み
か
ら

学
ぶ
漢
字

ひ
ろ
が
る

漢
字

グ
ル
ー
プ
で

学
ぶ
漢
字

A

B

C

漢
字
探
検

（
読
み
学
習
材
を　
　
　

き
っ
か
け
と
し
て
）

導入

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/magazines/lang-edu/pdf/007_pdf/16-17.pdf
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/magazines/lang-edu/pdf/007_pdf/16-17.pdf
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/magazines/lang-edu/pdf/007_pdf/16-17.pdf
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
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う
・
話
し
合
お
う
」
に
よ
り
、
し
く
み
（
漢
字
や

熟
語
の
構
造
や
機
能
の
原
理
）
を
自
分
た
ち
の
試

行
錯
誤
に
よ
っ
て
「
発
見
」
す
る
こ
と
を
促
す
学

習
へ
と
進
め
る
。
さ
ら
に
、「
し
く
み
か
ら
学
ぶ

漢
字
」
に
お
い
て
、
発
見
し
た
こ
と
を
知
識
と
し

て
確
認
し
た
あ
と
、
次
に
そ
の
原
理
を
手
が
か
り

と
し
て
、
中
学
校
で
学
習
す
る
新
し
い
漢
字
・
音

訓
な
ど
の
習
得
を
め
ざ
す
。「
し
く
み
」と
し
て
は
、

字
体
・
画
数
・
筆
順
、
部
首
、
漢
字
の
構
成
、
同

音
・
同
訓
異
字
、
熟
語
の
構
成
、
同
音
異
義
語
、

類
義
語
・
対
義
語
、
四
字
熟
語
な
ど
を
三
学
年
に

配
置
し
て
い
る
。

　

Ｂ
の
「
グ
ル
ー
プ
で
学
ぶ
漢
字
」
は
、
文
字
ど

お
り
漢
字
や
熟
語
を
、「
自
然
」「
動
作
」「
ス
ポ

ー
ツ
」「
人
間
関
係
」
な
ど
に
グ
ル
ー
プ
化
し
、

意
味
の
関
連
性
や
連
想
に
よ
っ
て
習
得
し
て
い
く

こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。

　

Ｃ
の
「
ひ
ろ
が
る
漢
字
」
は
、
読
む
こ
と
学
習

材
に
出
て
き
た
漢
字
を
、
日
常
的
な
文
脈
に
沿
っ

た
用
例
の
中
で
定
着
を
図
っ
た
り
、
限
定
さ
れ
た

位
相
に
の
み
現
れ
る
漢
字
や
熟
語
を
集
約
的
に
取

り
上
げ
た
り
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
漢
字
力

の
補
強
を
意
図
し
て
い
る
。

　

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
と
も
に
、
漢
字
や
熟
語
を
孤
立
的

に
扱
う
の
で
は
な
く
、
中
学
生
と
し
て
身
に
つ
け

て
ほ
し
い
言
い
回
し
や
表
現
、
日
常
生
活
で
頻
繁

に
接
す
る
表
現
、
国
語
や
他
教
科
、
総
合
的
な
学

習
の
時
間
な
ど
の
学
習
に
役
立
つ
表
現
と
し
て
短

文
の
中
に
配
し
、
漢
字
学
習
を
語
彙
や
表
現
の
学

習
に
広
げ
る
こ
と
に
配
慮
し
て
い
る
。

　

な
お
、
資
料
編
の
「
漢
字
字
典
」
は
、
画
数
・

部
首
・
音
訓
・
筆
順
だ
け
で
な
く
、
補
充
的
な
熟

語
例
や
短
文
例
、
同
音
異
義
語
な
ど
豊
富
な
情
報

と
と
も
に
学
習
材
順
に
あ
げ
、
学
習
者
自
身
で
学

習
を
進
め
て
い
け
る
よ
う
な
効
果
的
な
資
料
と
な

っ
て
い
る
。

　

漢
字
学
習
は
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
よ
り
、
学
習
法
や
年
間
学
習
指
導
計
画
で
の

配
置
で
も
、
よ
り
柔
軟
な
取
り
組
み
が
可
能
と
な

っ
た
。
さ
ら
に
、
読
む
こ
と
学
習
材
の
重
要
な
漢

字
は
、そ
の
都
度
く
り
返
し
押
さ
え
て
お
き
た
い
、

多
様
な
音
訓
や
熟
語
・
表
現
も
身
に
つ
け
さ
せ
、

漢
字
の
書
き
に
も
直
結
さ
せ
た
い
場
合
に
対
応
し

て
、
学
習
指
導
書
、
生
徒
用
漢
字
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク

な
ど
で
十
分
な
サ
ポ
ー
ト
を
用
意
し
て
い
る
。

漢
字
学
習
の
新
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム

「漢字字典」
確認と主体的な学習を支援する。

〔いさか じゅんいち〕
千葉大学教授。言語事項
の既成概念、伝統的な学
習内容・学習方法を、あ
えて国語学プロパーの立
場から変革することを目
指している。著書に『こ
こから始まる日本語学』
（ひつじ書房）など。

１年「漢字探検」　
既習の漢字を用い、漢字
のしくみについて考え、
自ら「発見」していく。

１年「しくみから学ぶ漢字」
「漢字探検」での気づきや発見をもとに中学漢字のしくみに
ついての学びが展開され、スムーズに理解が深められる。

２年「グループで学ぶ漢字」
意味によるグループ化で、語彙の拡
充に役立つ。
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一　

心
も
育
て
る
学
習
材
を

　

今
年
の
夏
で
戦
後
六
十
年
に
な
る
。
平
和
が
続

い
た
日
本
で
生
ま
れ
育
っ
た
生
徒
た
ち
に
と
り
、

戦
争
は
遠
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
東
京
大
空
襲

も
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
も
戦
中
の
人
々
の

窮
乏
生
活
も
生
徒
た
ち
か
ら
は
縁
遠
い
。
世
界
の

平
和
が
揺
ら
い
で
い
る
今
、
読
み
の
力
も
つ
け
な

が
ら
「
戦
争
と
平
和
」
に
つ
い
て
深
く
考
え
、
心

も
育
て
ら
れ
る
学
習
材
が
求
め
ら
れ
る
。
戦
争
の

悲
惨
さ
や
、
未
来
あ
る
命
や
平
和
な
生
活
な
ど
か

け
が
え
の
な
い
も
の
を
奪
わ
れ
た
ひ
と
び
と
の
悲

し
み
を
伝
え
る
学
習
材
が
ほ
し
い
。

 

『
現
代
の
国
語
』
二
年
生
の
新
学
習
材
に
「
壁
に

残
さ
れ
た
伝
言
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
広

島
市
立
袋
町
小
学
校
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
校
舎
の
壁

の
下
に
残
さ
れ
た
「
被
爆
の
伝
言
」
に
つ
い
て
書

か
れ
た
説
明
文
で
あ
る
。
前
半
は
、
奇
跡
的
に
伝

言
が
発
見
さ
れ
、
壁
の
下
の
文
字
が
こ
れ
ま
た
奇

跡
的
に
保
存
さ
れ
て
い
た
事
情
が
謎
解
き
の
形
で

描
か
れ
る
。
後
半
は
、「
被
爆
の
伝
言
」
が
「
あ

の
日
」
の
広
島
を
語
る
遺
産
で
あ
り
、
証
人
で
あ

り
、
見
る
人
々
の
心
を
無
限
に
揺
さ
ぶ
り
続
け
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
学
習
材
は
、
謎
解
き

型
の
説
明
文
と
し
て
内
容
理
解
の
上
で
も
興
味
を

も
っ
て
読
め
る
と
同
時
に
、
広
島
の
被
爆
時
の
混

乱
や
家
族
・
知
人
に
何
と
か
連
絡
を
取
ろ
う
と
し

た
人
々
の
心
情
を
も
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
読
者
の
興
味
を
引
き
つ
け
な
が
ら
事

柄
を
客
観
的
に
説
明
す
る
表
現
方
法
を
学
び
、
自

分
の
表
現
に
生
か
す
学
習
材
と
し
て
も
有
効
だ
。

　

読
み
の
基
礎
と
し
て
こ
の
学
習
材
を
扱
う
際

は
、
前
半
は
文
字
が
残
さ
れ
た
い
き
さ
つ
を
表
現

に
そ
っ
て
読
み
取
り
、
後
半
は
、
壁
に
残
さ
れ
た

伝
言
が
見
る
人
々
の
心
を
動
か
す
理
由
や
筆
者
の

思
い
を
考
え
さ
せ
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

二　

朗
読
劇
へ

　

読
み
の
発
展
と
し
て
は
、
原
爆
体
験
記
を
も
と

に
班
学
習
で
朗
読
劇
を
つ
く
る
方
法
を
提
案
し
た

い
。「
壁
に
残
さ
れ
た
伝
言
」
に
は
、「
あ
の
日
」

の
広
島
の
惨
状
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
被
爆
の
惨

状
を
一
度
自
分
の
中
に
取
り
込
み
、
消
化
し
て
表

現
す
る
方
法
と
し
て
朗
読
劇
は
有
効
で
あ
る
。『
原

爆
体
験
記
』（
朝
日
選
書
）
に
は
、
二
十
九
人
の

体
験
が
載
っ
て
い
る
。
こ
の
文
章
の
中
か
ら
印
象

的
な
部
分
を「
そ
の
日
の
朝
」「
爆
発
の
瞬
間
」「
惨

状
」「
死
」「
原
爆
へ
の
思
い
・
こ
れ
か
ら
」
に
分

け
て
綴
り
合
わ
せ
、
そ
こ
に
原
爆
の
詩
歌
な
ど
を

入
れ
込
ん
で
二
十
分
程
度
の
作
品
に
ま
と
め
、
上

演
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
基
礎
・
基
本
、
発
展
の
学

習
を
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
文
章
を
正
確
に
読
み
取

る
力
を
つ
け
る
と
と
も
に
体
験
記
な
ど
の
文
学
的

な
文
章
を
多
数
読
み
、
そ
の
内
容
を
自
分
の
体
と

心
を
通
し
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
を
持
た

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
読
む
こ
と
」
の
技
能
面

だ
け
で
は
な
く
心
も
耕
す
学
習
が
で
き
る
と
考
え

る
。

〔みずの みすず〕羽村市立
羽村第二中学校教諭。2004
年、『“ヒロシマ”に関連し
た二つの学習』で読売教育
賞国語科部門最優秀賞受
賞。

水野美鈴
羽村市立羽村第二中学校 ヒ

ロ
シ
マ
に
関
連

し
た
読
み
の
指
導

２年「壁に残された伝言」
奇跡的に保存され発見された壁の下の伝言。そのいきさつをめぐる謎解き型の説
明文として読みの力もつけながら、「あの日」を伝える証人として今も人々の心
を動かす伝言を通して「戦争と平和」について考え、心も育てられる。

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
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一　

気
力
・
体
力
・
戦
術

　

目
標
の
達
成
に
は
、「
気
力
・
体
力
・
戦
術
」

の
三
つ
の
要
素
が
必
須
で
あ
る
。
部
活
動
で
も
、

相
手
よ
り
も
気
力
に
ま
さ
り
、体
力
が
鍛
え
ら
れ
、

戦
い
方
を
ま
ち
が
え
な
け
れ
ば
、
ま
ず
負
け
る
こ

と
は
な
い
。

 

「
書
く
力
」の
向
上
を
目
標
に
し
た
場
合
、「
気
力
」

と
は
、「
書
く
こ
と
」に
向
か
う
意
欲
に
な
る
。「
書

く
こ
と
」
は
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
他
者
に
伝

え
よ
う
と
す
る
能
動
的
な
行
為
で
あ
る
。
ま
ず
初

め
に
、
こ
の
他
者
と
の
通
じ
合
い
へ
の
気
力
が
充

実
し
な
け
れ
ば
、「
書
く
」
行
為
は
成
立
し
な
い
。

　

次
に
、
い
く
ら
伝
え
た
い
思
い
や
考
え
が
あ
っ

て
も
、
十
分
な
基
礎
体
力
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ

ば
、
意
思
の
疎
通
は
図
れ
な
い
。
書
こ
う
と
す
る

対
象
に
対
す
る
知
識
や
内
容
の
豊
か
さ
が
求
め
ら

れ
る
。

　

そ
し
て
、三
つ
目
の
「
伝
え
方
」（
戦
術
）
で
は
、

自
分
の
思
い
を
わ
か
り
や
す
く
説
得
性
を
も
た
せ

て
書
く
た
め
の
技
術
の
鍛
え
方
が
問
題
に
な
る
。

二　

自
問
自
答
す
る
力

　

個
人
の
思
い
や
考
え
は
、
個
の
内
面
に
お
い
て

自
問
自
答
を
く
り
返
し
な
が
ら
構
築
さ
れ
て
い
く

も
の
で
あ
り
、「
書
く
」
行
為
は
、
こ
と
ば
に
よ

っ
て
そ
れ
を
綴
る
こ
と
で
定
着
さ
せ
る
こ
と
で
あ

る
。
自
己
の
思
考
が
他
者
に
う
ま
く
伝
わ
っ
た
か

と
い
う
「
書
く
」
行
為
の
結
果
も
含
め
て
内
省
し

て
い
く
力
が
「
書
く
こ
と
」
を
支
え
る
基
礎
・
基

本
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
書
く
」
目
的
と
対

象
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
欲
を
喚
起

し
、「
書
く
」
内
容
を
充
実
さ
せ
る
思
考
の
訓
練

に
よ
っ
て
、
論
理
的
に
書
き
進
め
て
い
く
方
法
を

意
識
化
さ
せ
て
い
き
た
い
。
特
に
、「
書
く
」
行

為
す
べ
て
の
過
程
で
、
自
己
を
対
象
化
し
て
い
く

力
＝
自
問
自
答
す
る
力
を
鍛
え
て
い
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。

 

「
書
く
こ
と
」
の
授
業
で
は
、
先
の
三
つ
の
要
素

を
相
乗
的
に
高
め
て
い
く
指
導
の
工
夫
が
大
切
で

あ
る
。 

三　

実
の
場

 

「
書
く
力
」
は
実
際
に
「
書
く
」
実
の
場
で
し
か

鍛
え
ら
れ
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
・
場
面
を
用

意
し
て
、
自
問
自
答
が
豊
か
に
展
開
さ
れ
る
よ
う

に
実
の
場
を
構
成
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

 

『
現
代
の
国
語
』
は
、
自
己
の
体
験
を
伝
え
る
学

習
材
（
一
年
生
「
体
験
文
を
書
こ
う
」）
か
ら
主

張
を
ま
と
め
る
学
習
材
（
三
年
生
「
主
張
文
を
書

こ
う
」）
ま
で
、
段
階
に
応
じ
た
「
書
く
」
活
動

が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
テ
ー
マ
設
定
や
取
材
方
法

に
つ
い
て
も
、
カ
ー
ド
法
や
討
論
法
な
ど
を
自
由

に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
構
成
さ

れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
学
び
の
場
に
お
い
て
、

「
自
問
自
答
」
の
経
験
を
蓄
積
さ
せ
な
が
ら
、「
書

く
こ
と
」
へ
の
気
力
を
持
続
さ
せ
、「
書
く
こ
と
」

へ
の
体
力
を
高
め
、
技
術
の
習
熟
を
図
っ
て
い
き

た
い
。

〔いで かずひと〕愛媛大学
大学院教育学研究科修了。
内省力・自問自答する力・
メタ認知をキーワードにこ
とばの力の育ちを見直して
いきたいと考えている。

井手一仁
愛媛大学教育学部附属中学校 書

く
こ
と
の

三
つ
の
要
素

１年「体験文を書こう」
自分が発見したことなどを体験文として書くことは、思いや考えを伝え合うと
ともに、自分自身を見つめ直すことになり、思いや考えを深め、確かにする。

ヒ
ロ
シ
マ
に
関
連
し
た
読
み
の
指
導 

／ 

書
く
こ
と
の
三
つ
の
要
素

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
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個
に
応
じ
、個
を
生
か
す

学
習
指
導
と
は

平成18年度版
『現代の国語』
『現代の書写』
教科書特集号

2

一　

暗
記
型
学
習
か
ら
の
脱
却

 

「
言
語
事
項
」
の
学
習
の
中
で
も
、
文
法
の
学
習

は
、「
暗
記
の
た
め
の
暗
記
」
型
の
学
習
に
陥
り

が
ち
な
学
習
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
学
習

対
象
で
あ
る
日
本
語
が
、
ほ
と
ん
ど
の
学
習
者
に

と
っ
て
の
母
語
で
あ
る
た
め
、「
自
由
に
操
っ
て

い
る
日
本
語
の
規
則
を
な
ぜ
今
さ
ら
覚
え
こ
む
必

要
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
生
じ
さ
せ
、
学

習
に
対
す
る
強
い
動
機
を
得
に
く
い
こ
と
に
よ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

暗
記
型
の
学
習
か
ら
脱
却
し
、
文
法
学
習
を
意

味
の
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
学
習
者
自
ら

が
興
味
関
心
を
も
っ
て
テ
ー
マ
に
取
り
組
み
、
こ

と
ば
の
き
ま
り
や
は
た
ら
き
に
つ
い
て
発
見
す
る

学
習
へ
の
転
換
を
図
る
必
要
が
あ
る
。従
来
の「
知

識
の
習
得
と
課
題
に
よ
る
確
認
」
と
い
う
「
課
題

で
終
わ
る
」
学
習
か
ら
、「
課
題
に
取
り
組
む
こ

と
に
よ
り
学
習
者
自
ら
が
発
見
す
る
」と
い
う「
課

題
か
ら
始
ま
る
」
学
習
へ
の
転
換
で
あ
る
。

二　

発
見
型
学
習
の
実
際

 

『
現
代
の
国
語
』
に
お
け
る
文
法
の
学
習
材

は
、
一
つ
の
テ
ー
マ
の
学
習
が
「
文
法
の
窓
」
と

「
文
法
の
ひ
ろ
ば
」
に
分
か
れ
、
両
方
が
リ
ン
ク

す
る
か
た
ち
で
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

 　

こ
の
構
成
で
特
徴
的
な
の
は
「
文
法
の
窓
」
で

あ
る
。「
文
法
の
窓
」
か
ら
学
習
を
進
め
る
こ
と

よ
り
、
学
習
者
の
興
味
関
心
を
喚
起
し
、
学
習
者

が
積
極
的
に
課
題
に
取
り
組
み
互
い
に
話
し
合
う

こ
と
に
よ
っ
て
、「
自
ら
の
こ
と
ば
で
説
明
し
発

見
し
て
い
く
」
学
習
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、「
文
法
の
ひ
ろ
ば
」
三
年
「
助
詞
・

助
動
詞
」
へ
と
リ
ン
ク
す
る
「
文
法
の
窓
」
で
は
、

 

の
空
欄
に
入
る
助
詞
・
助
動
詞
を
複
数
の
候
補
の

中
か
ら
探
し
、
い
ろ
い
ろ
な
文
を
つ
く
る
と
い
う

課
題
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。〈
導
入
〉
に
お
け
る

こ
の
課
題
は
母
語
話
者
な
ら
ば
新
た
な
知
識
を
必

要
と
せ
ず
取
り
組
め
る
が
、
空
欄
に
入
る
候
補
が

一
通
り
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、「
猫
が
ね
ず
み
を

追
い
か
け
た
。」「
猫
よ
ね
ず
み
を
追
い
か
け
て
。」

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
文
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
例
え
ば
「
猫
」
と
「
追
い

か
け
」
で
後
接
す
る
語
の
違
い
に
特
徴
は
あ
る
か

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
気
づ
き
や
発
見
が
可
能
と
な

る
。
ま
た
、
次
の
〈
ま
と
め
〉
に
お
い
て
自
分
た

ち
が
実
際
に
つ
く
っ
た
例
文
で
学
習
内
容
を
整
理

確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
文
法
の
ひ
ろ
ば
」

が
「
単
な
る
知
識
の
習
得
」
で
は
な
く
、「
自
分

た
ち
が
発
見
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
」
位
置
づ
け

と
な
る
。
さ
ら
に
、
課
題
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な

発
見
は
、「
文
の
成
分
」
や
「
語
順
」
な
ど
の
関

連
す
る
テ
ー
マ
に
発
展
す
る
可
能
性
を
も
つ
。

　

学
習
者
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
発
見
を
す
る
か

を
確
か
め
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
学
習
材
を
開
発
し

続
け
る
こ
と
が
、
学
習
者
の
言
語
能
力
育
成
に
寄

与
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。

〔あべ ともよ〕千葉大学教
育学部助教授。専門は日
本語学。日本語文法に関
する研究を行うとともに、
国語科における言語事項
の教育にも関心をもち、
研究を行っている。

安部朋世
千葉大学 「

学
習
者
自
ら
が

発
見
す
る
」学
習
へ

　

文
法
の
窓
〈
導
入
〉

　
　

↓
﹇
考
え
よ
う
・
話
し
合
お
う
﹈

　
　
　
　

←
→

　

文
法
の
ひ
ろ
ば
〈
ま
と
め
〉

　
　

↓
﹇
や
っ
て
み
よ
う
﹈

 

猫
﹇　
　

﹈
ね
ず
み
﹇　
　

﹈
追
い
か
け
﹇　
　

﹈。

３年「文法の窓」
日常のことばのふりかえりから、ことばのし
くみに気づき、発見していく。解答が一つに
決まらずに、多様な発想に基づいたオープン
エンドな取り組みが可能となっている。

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
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一　

協
働
（
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
）

　

学
校
・
教
室
に
お
け
る
「
書
く
こ
と
」
の
学
習

指
導
の
課
題
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
書
く

こ
と
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
課
題
を
与
え
て
も

自
由
で
あ
っ
て
も
、
ま
ず
は
、
学
習
者
が
実
際
に

「
書
く
」と
い
う
行
為
を
経
な
け
れ
ば「
書
く
こ
と
」

の
能
力
は
獲
得
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。

　

た
だ
し
、
学
校
・
教
室
で
書
く
と
い
う
行
為
は
、

ど
の
よ
う
に
目
的
意
識
・
相
手
意
識
・
修
辞
意
識

を
も
た
せ
よ
う
と
も
、
先
生
が
見
る
・
チ
ェ
ッ
ク

す
る
（
＝
評
価
す
る
）
と
い
う
「
壁
」
を
越
え
る

必
要
が
あ
る
。
学
習
者
に
と
っ
て
も「
書
く
こ
と
」

と
い
う
言
語
活
動
の
成
果
が
、
常
に
チ
ェ
ッ
ク
さ

れ
る
通
過
儀
礼
の
み
で
あ
っ
て
は
、
ほ
ん
と
う
の

書
き
こ
と
ば
の
獲
得
に
は
な
っ
て
い
か
な
い
で
あ

ろ
う
。

　

教
室
に
は
書
く
仲
間
＝
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
が
い

る
。
文
章
を
書
く
と
い
う
共
通
の
目
的
を
も
っ
た

仲
間
で
あ
る
。「
書
く
こ
と
」
の
プ
ロ
セ
ス
の
さ

ま
ざ
ま
な
段
階
で
交
流
し
て
ア
ド
バ
イ
ス
し
合
う

と
い
う
学
習
活
動
を
仕
組
め
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
な
書
く
活
動
の
プ
ロ
セ
ス（
過
程
）

の
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
で
交
流
す
る
場
面
が
組
織
さ

れ
て
良
い
は
ず
で
あ
る
。

二　

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法

　

私
の
実
践
研
究
校
で
、
少
人
数
の
グ
ル
ー
プ
で

付
箋
紙
を
使
い
な
が
ら
協
働
（
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
）
で
書
く
学
習
指
導
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
指

導
法
は
、
小
学
校
四
年
生
の
後
半
か
ら
高
等
学
校

二
年
生
ぐ
ら
い
ま
で
に
有
効
な
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
自
己
表
現
と
い
う
共
通
の
目
的
が
も

て
た
と
き
、
私
た
ち
の
予
想
を
超
え
て
、
表
記
上

の
細
か
な
指
摘
を
す
る
学
習
者
は
皆
無
で
あ
っ
た

し
、
学
習
者
同
士
が
新
た
な
人
間
関
係
を
形
成
し

て
い
く
姿
を
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
た
。

　

本
来
、「
書
く
こ
と
」
の
学
習
指
導
は
、
自
立

し
た
ひ
と
り
の
書
き
手
を
育
て
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
協
働
（
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
で
「
書
く
こ

と
」
の
学
習
場
面
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
・
質

問
・
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
る
も
の
の
、
そ
れ
を
取

り
上
げ
る
か
ど
う
か
は
、
書
き
手
の
判
断
と
責
任

で
あ
る
。
自
然
な
流
れ
で
、
そ
の
よ
う
な
能
力
を

育
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
う
す
れ
ば
、
指
導
者
は
、
必
要
に
応
じ
た
個

の
指
導
に
時
間
を
割
く
こ
と
が
で
き
、「
書
く
こ

と
」
に
お
け
る
「
伝
え
合
う
（
受
け
と
め
合
う
）」

世
界
を
教
室
内
に
実
現
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

「
学
習
者
自
ら
が
発
見
す
る
」学
習
へ 

／ 

協
働（
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
）で
書
く
｜
新
し
い「
書
く
こ
と
」の
学
び
へ

〔まきどあきら〕滋賀大学
教育学部教員。「ことばの
学び」の生成にかかわって、
私秘性・関係性・互恵性・
歓待性などの視点から考究
している。

牧戸 章
滋賀大学 協

働（
コ
ラ
ボ
レ

ー
シ
ョ
ン

）で
書
く

|
新
し
い「
書
く
こ
と
」の
学
び
へ

２年「意見文を書こう」
テーマを決める段階、下書き段階、書き上げたあとの段階など、書く
活動のさまざまな段階で交流が設けられていて、教室で書くことの利
点を生かした「協働（コラボレーション）で書く」が実践できる。

○
構
想
段
階
（
ど
の
よ
う
な
順
序
や
構
成
で
書
こ

う
か
と
準
備
す
る
）

○
下
書
き
段
階
（
お
お
よ
そ
書
い
て
み
た
）

○
推
敲
段
階
（
当
初
に
想
定
し
て
い
た
思
い
や
文

章
と
書
い
て
み
た
実
際
の
文
章
と
を
比
べ
な
が
ら
検

討
・
修
正
す
る
）

○
書
き
上
げ
た
段
階
（
ひ
と
ま
ず
ひ
と
ま
と
ま

り
の
文
章
を
書
い
た
）

○
発
想
・
着
想
段
階
（
何
を
書
こ
う
か
を
思
い

め
ぐ
ら
せ
な
が
ら
定
め
て
い
く
）



2年

聞
く

話
す

話
し
合
う
・
聞
き
合
う

資
料
編

2年 1年 「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「

討
論
ゲ
ー
ム
」を
し
よ
う

聞
き
ひ

た
る　

学
校
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
つ
く
ろ
う

『
現
代
の
国
語
』
は
、
学
習
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
。

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
学
び
で
は
、「『
聞
く
こ
と
』
の
学
習
の
位
置

づ
け
」「
課
題
発
見
性
・
目
的
性
の
重
視
」「
多
様
な
活
動
経
験
」、

「
書
く
こ
と
」
の
学
び
で
は
、「
書
く
こ
と
の
日
常
化
」「『
本
当
の
体
験
』
の

獲
得
」「
プ
ロ
セ
ス
の
重
視
」
と
い
う
点
に
特
に
配
慮
し
ま
し
た
。

平成18年度版
『現代の国語』

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

　
  

「
書
く
こ
と
」

学
習
材
の
系
列

聞
き
く

ら
べ
る

★ 
さ
ま
ざ
ま
な

話
し
合
い

★ 

表
現
テ
ー
マ

例
集

★
こ
と
ば
発
見
４

話
し
こ
と
ば
と

書
き
こ
と
ば

ス
ピ
ー
チ
を

し
よ
う

生
活
文

意
見
文

説
明・報
告

・
記
録
文

資
料
編

1年 「
書
く
こ
と
」

「
自
分
新
聞
」

を
つ
く
ろ
う

学
校
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
つ
く
ろ
う

☆ 

推
敲
の
仕
方

や
観
点

☆ 

数
字
の
書
き

表
し
方

☆ 

五
十
音
と

ロ
ー
マ
字

☆ 

原
稿
用
紙
の

使
い
方

★
手
紙
の
形
式

★ 

表
現
テ
ー
マ

例
集

★ 「
読
書
郵
便
」

を
楽
し
も
う

体
験
文
を
書
こ
う

創
作
文

表
現
プ
ラ
ザ
１

せ
り
ふ
と

ト
書
き

レ
ポ
ー
ト
を
書
こ
う

話
を
つ
な
ぐ

個
に
応
じ
、個
を
生
か
す

学
習
指
導
と
は

平成18年度版
『現代の国語』
『現代の書写』
教科書特集号

2
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http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html


2年

「
読
む
こ
と
」の
復
権

3年 2年 1年
聞
き
く

ら
べ
る

聞
き
ふ

か
め
る

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

を
し
よ
う

表
現
プ
ラ
ザ
２

絵
か
ら
つ
く
る

物
語

グ
ル
ー
プ
雑
誌
を
つ
く
ろ
う

★ 

声
の
ち
か
ら

★ 

ア
ン
ケ
ー
ト

と
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー

★ 

対
話
劇

★ 

表
現
テ
ー
マ

例
集

★ 

世
界
の「
こ

ん
に
ち
は
」

★ 

プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン

★ 

表
現
テ
ー
マ

例
集

→調べ学習を含む学習材

★
こ
と
ば
発
見
２

方
言
と

共
通
語

★
こ
と
ば
発
見
３

敬
語

ニ
ュ
ー
ス
番
組
を
つ
く
ろ
う

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン

を
し
よ
う

3年 1年

主
張
文
を
書
こ
う

グ
ル
ー
プ
雑
誌
を
つ
く
ろ
う

★ 

案
内
・
招
待

状
★ 

ア
ン
ケ
ー
ト

を
し
よ
う

★ 

表
現
テ
ー
マ

例
集

★ 

引
用
と
著
作

権
★
文
章
の
工
夫

★ 

表
現
テ
ー
マ

例
集

→調べ学習を含む学習材

ニ
ュ
ー
ス
番
組
を
つ
く
ろ
う

意
見
文
を
書
こ
う

表
現
プ
ラ
ザ
２

変
わ
り

身
の
上
話

「
事
典
」
に

挑
戦「

書
評
」
で

楽
し
む

表
現
プ
ラ
ザ
２

季
節
を

感
じ
て

表
現
プ
ラ
ザ
１

聞
い
て

描
く

13

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
学
習
材
の
系
列
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個
に
応
じ
、個
を
生
か
す

学
習
指
導
と
は

平成18年度版
『現代の国語』
『現代の書写』
教科書特集号

2

ここが魅力 
　学力形成の基盤にはどのようなことがあるか、
基礎・基本、発展的な学びをどうとらえればよい
か、コンパクトな形で理解を与えてくれます。

内容紹介
　学力の基本的な理解、学力をつけるための効果
的な方法が明らかになります。「基礎基本と学力」
「自ら学ぶ意欲と学力」「教材と学力」「個別指導
と学力」といった項目が、すべて4ページ程度
で記述されていますので、とにかく読みやすい、
わかりやすい。授業改善の工夫のとらえ方が広が
り、奥行きが出るに違いありません。
　全体は次のように構成されています。
１章　学力とは何か
２章　学力の実態
３章　学力形成の基盤
４章　学力向上へのストラテジー
　例えば、あるテーマで実践研究に取り組むこと
になった、授業を公開しなくてはならない、といっ
た難題に直面するとします。何を実践の中心に据
え、学力保障をどう位置づけるか、手がかりに悩
むといったときに、この本から明快な解答を得る
ことが期待できます。
　情報機器の活用、ＴＴの生かし方、効果的な学
習集団の組織のあり方などにもふれられていて、
指導改善のヒントが得られることも、本書の魅力
となっています。

ここが魅力 
　考えることに関する指導の進め方、わかるとい
うこと、学びの基礎に関して、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、思考に関する学習活
動を授業で大切にしなくてはと考えています。指
導にあたっても、「よく考えてごらん」「しっかり
考えるといい答えが見つかるよ」などと生徒に声
をかけています。しかし、思考力育成を厳密にと
らえて指導に位置づけるまでには、いたっていな
いのではないでしょうか。
　本書では、思考力をわかること、学びの基礎と
関連付けてとらえ、内容を展開させています。そ
して、随所ではっとさせる指摘がなされています。
 「私たちが子どもの『考え』をすべて一種の『技
能』と考える場合、教育というものはどうしても
『ヤラセの術』になり、飼育の術になる。『考えさ
せる』『問いに答えさせる』『解かせる』『身につ
けさせる』などなど。そのことはまた、同時に、『型
ハメ』教育を意味する。」
　こうした、本質を突いた記述は、学びの基本を
大切にする授業、個に応じる多様な指導の計画に
貴重な示唆を与えてくれます。指導の展開におい
てどのような点に配慮すべきか、子どもの主体的
な学びを育てる指導の創意工夫のあり方に関し
て手がかりを与えてくれます。

新井郁男編
『読本シリーズ　No.147

子どもの学力読本』
（教育開発研究所　2,100 円　2001 年）

佐伯胖
『現代教育101 選　7

考えることの教育』
（国土新書　1,680 円　1990 年）

考えさせる授業の構想に
目を開かせる

学力向上への
明快なストラテジー

「基礎・基本と補充・発展」への理解を 深めるために
『現代の国語』編集委員会

　  ＝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3月現在のもの（税込）です。

A
B
C

A C CB

http://www.kyouiku-kaihatu.co.jp/02_book/book_text.cgi?004147&13
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国語科の指導の
基礎的事項の明確化

ここが魅力 
　理論と実践方略とを短時間のうちに得ること
ができます。基礎的な内容を重視する指導、発展
的な指導の改善に取り組む際の、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「最も重要な工夫は指導方法に
ある。個に応じたきめ細かな指導は、まさに教師
の指導方法の工夫に大きく依存している」と述べ
られています。本書を貫くのは、「発展的・補充
的な学習指導の課題をどうとらえ、教師の指導方
法をどう改善するか」という問いかけです。
　この課題意識のもと、本書では各教科等の発展
的・補充的指導のプランと指導技術とが示されま
す。
　発展的指導の例として、習熟度別指導、複線型
教材の活用、オープンエンド型の授業、マーケッ
テイング・ディスカッション法、ジグソー学習な
どの紹介もあり、子ども相互が触発しあう学習活
動の例なども盛り込まれていて、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。
　それぞれの項目には「取り組みのポイント」が
示されていますので、日々忙しい時間を過ごして
おられる先生方にとっては、その点でも便利だと
思います。全体を通じ、日々の指導改善に悩む先
生方の立場に立って記述されていますので、読者
の先生方にとって生きた手引書になるでしょう。

ここが魅力 
　13ページからなる第一章で基本的な考え方が
明示されます。あと200ページ余はすべて言語
事項のわかりやすい解説。まさに国語の基礎学習
のテキストブックです。

内容紹介
　基礎的・基本的な内容を大切にする学習指導の
工夫に、貴重な示唆を与えてくれる本です。何を
基本的な内容としておさえ、発展的な指導ではど
ういうことを扱えばよいか、基礎的事項を重視す
る指導の改善に関するヒントがここにあります。
　本書の中心となる部分は、次のように構成され
ています。
第２章　語句
第３章　語彙
第４章　文法的事項
第５章　指導計画の作成等
　そして、例えば「語句」について見ると、語句
とその組み立て、語句の辞書的意味と文脈上の意
味、慣用句・類義語、語句と漢字、というように、
そのすべてがわかりやすく記述されているので
す。
　一読すれば、基本的なことをおさえるとはどう
いうことをいうのか、発展的な学習としてはどう
いうことを扱えばよいのかが、把握されます。そ
のことによって、書くことの指導、読むことの指
導を変えることが期待できると思います。

加藤幸次
『ピンポイント新教育課程実践No.6
発展的指導・補充的指導

50のポイント』
（教育開発研究所　2,500 円　2003 年）

文部省
『中学校国語指導資料第二集

　言語事項の学習指導』
（東洋館出版社　現在品切れ中） 

「
基
礎
・
基
本
と
補
充
・
発
展
」へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に 発展的指導の

基礎的事項の明確化

参考図書のご紹介

「基礎・基本と補充・発展」への理解を 深めるために

CB A C

http://www.kyouiku-kaihatu.co.jp/02_book/book_text.cgi?001286&16
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「
比
べ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
の
特
徴
を

と
ら
え
る
た
め
に
最
も
簡
単
で
効
果
的
な
認
識

の
方
法
で
あ
る
。

　

私
に
は
仏
像
を
好
む
友
人
が
い
て
、
折
に
ふ

れ
て
、
仏
像
を
見
に
行
く
こ
と
に
引
っ
ぱ
り
出

さ
れ
る
。
私
自
身
は
そ
の
美
し
さ
や
技
巧
の
す

ば
ら
し
さ
は
全
く
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
何
体

も
の
仏
像
を
続
け
て
見
て
い
く
う
ち
に
、「
さ

っ
き
の
よ
り
も
顔
立
ち
が
き
れ
い
だ
」と
か「
さ

っ
き
の
と
彫
り
方
が
違
う
」
と
い
っ
た
こ
と
に

気
づ
く
。
私
の
そ
う
い
っ
た
気
づ
き
を
待
っ
て

い
た
か
の
よ
う
に
、
友
人
は
そ
の
違
い
が
意
味

す
る
と
こ
ろ
を
解
説
し
始
め
る
。

　

全
く
素
人
の
私
で
も
、
こ
う
し
て
何
体
も
の

仏
像
を
見
て
い
く
う
ち
に
気
づ
く
と
こ
ろ
が
あ

り
、
そ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
学
ぶ
こ
と
に

よ
っ
て
鑑
賞
眼
の
よ
う
な
も
の
が
養
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
う
。

　

多
く
の
も
の
に
実
際
に
ふ
れ
、
そ
の
特
徴
を

自
ら
の
目
で
発
見
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
発
見

に
意
味
を
与
え
て
く
れ
る
人
が
存
在
す
る
こ
と

で
、効
果
的
な
学
習
が
成
立
す
る
。
当
初
私
は
、

仏
像
に
は
全
く
興
味
が
な
く
、
単
な
る
つ
き
あ

い
程
度
に
し
か
考
え
て
い
な
か

っ
た
。
だ
か
ら
、
友
人
が
得
意

げ
に
知
識
を
ひ
け
ら
か
し
解

説
を
始
め
た
ら
、
き
っ
と
嫌

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
。

　

多
く
の
学
習
者
に
と
っ
て
、

論
説
文
は
き
っ
と
仏
像
と
同
じ
よ

う
な
も
の
で
、
興
味
を
も
つ
対
象
と

は
言
い
難
い
面
も
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
学
習
者

に
、
論
説
文
の
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
を
と
ら

え
る
目
を
養
お
う
と
し
た
場
合
、
未
熟
で
も
主

体
的
に
学
習
材
と
か
か
わ
り
、な
ん
ら
か
の「
気

づ
き
」
を
も
つ
こ
と
が
学
習
の
出
発
点
と
な
っ

て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

実
際
に
、
中
学
生
に
論
説
文
学
習
材
を
比
べ

読
み
さ
せ
、
そ
の
気
づ
き
を
あ
げ
さ
せ
る
と
、

明
確
な
形
で
は
な
い
が
、
な
か
な
か
的
を
射
た

も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。
基
本
的
に
は
、
二
つ

の
学
習
材
を
読
み
比
べ
る
わ
け
だ
か
ら
、
共
通

性
と
差
異
性
に
目
が
向
い
て
い
る
。
そ
れ
が
ど

う
い
う
意
味
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
十
分
に
こ
と
ば
に
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、

そ
こ
か
ら
学
習
が
出
発
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

ま
た
、
学
習
者
に
よ
っ
て
多
様
な
気
づ
き
が

生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
話
し
合
い
に
よ
っ

て
学
習
課
題
を
設
定
し
て
い
け
ば
、
よ
り
学
習

者
に
と
っ
て
実
感
の
あ
る
課
題
が
設
定
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
何
よ
り
も
注
目
し
た
い
の
が
、
ど
ち

ら
が
好
き
だ
と
か
、
ど
ち
ら
の
方
が
読
み
や
す

い
と
か
い
っ
た
、
個
人
的
な
読
み
が
教
室
に
出 松友一雄　福井大学

教室で
読む　2

比べ読みの
学習効果とその方法
説明文・論説文学習材の授業づくり

〔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）

説
明
文
・
論
説
文
と
の

主
体
的
な
か
か
わ
り

１

気
づ
き
か
ら

出
発
す
る
学
習

２

http://www.lesis-k.com
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比
べ
読
み
の
学
習
効
果
と
そ
の
方
法

さ
れ
て
く
る
機
会
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
中
学
校
の
論
説
文
学
習

材
は
そ
の
領
域
の
専
門
家
が
書
き
表
し
た
も
の

で
、
知
識
や
経
験
に
お
い
て
圧
倒
的
に
少
な
い

中
学
生
は
、
学
習
材
に
対
し
て
受
動
的
な
姿
勢

を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
テ
ー
マ
の
似
た
複
数
の
論

説
文
学
習
材
を
読
み
比
べ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
専
門
家
の
意
見
が
、
唯
一
絶
対
の
正
し
い

考
え
と
し
て
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方

の
中
の
一
つ
と
し
て
学
習
者
に
と
ら
え
ら
れ
る

た
め
、
学
習
材
と
の
主
体
的
な
関
係
が
結
び
や

す
く
な
る
。

　
「
比
べ
読
み
」
の
学
習
効
果
と
し
て
ま
ず
第

一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
材

を
客
観
的
な
視
点
で
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
た

め
、
学
習
者
の
目
が
「
書
き
手
」
に
及
ぶ
よ
う

に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
書
き
手
の
立
場
・
認
識
や
表
現

方
法
の
特
徴
な
ど
を
、
単
一
学
習
材
で
の
学
習

よ
り
比
較
的
容
易
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
説
明
文
・
論
説
文
の
比
べ
読
み
に

よ
っ
て
な
に
が
読
み
取
れ
る
の
か
、
を
例
示
し

た
の
が
上
の
表
で
あ
る
。

　

書
き
手
の
立
場
・
認
識
や
意
図
は
、
単
一
学

習
材
を
用
い
た
場
合
に
は
、
学
習
者
自
身
の
考

え
と
の
相
対
化
に
よ
っ
て
導
き
出
す
こ
と
に
な

る
た
め
、
学
習
者
に
な
じ
み
の
薄
い
テ
ー
マ
で

あ
っ
た
場
合
に
は
困
難
な
こ
と
も
あ
る
。

　

ま
た
、
表
現
方
法
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
仮

に
主
張
や
意
見
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
で
同
じ

で
も
、
例
え
ば
あ
げ
ら
れ
て
い
る
例
が
異
な
る

こ
と
で
、
例
示
の
効
果
と
方
法
な
ど
を
学
習
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、「
書
き
手
」
の

目
を
も
っ
て
そ
の
表
現
方
法
に
迫
る
こ
と
に
な

る
た
め
、「
意
見
文
を
書
く
力
」
へ
と
学
習
内

容
が
転
化
す
る
可
能
性
が
高
ま
る
。

　
『
現
代
の
国
語
』
で
は
、
こ
う
い
っ
た
学
習

を
よ
り
効
果
的
に
す
す
め
る
た
め
に
、
資
料
編

に
比
べ
読
み
の
た
め
の
学
習
材
を
数
多
く
掲
載

し
て
い
る
。

〈『
現
代
の
国
語
』
比
べ
読
み
の
学
習
材
例
〉

（
上
が
本
編
、
下
が
資
料
編
）

１
年

「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
心
を
目
指
し
て
」 

↓
「
こ
の
小
さ
な
地
球
の
上
で
」

「
ト
ロ
ッ
コ
」
↓
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」

２
年

「
ホ
タ
ル
の
里
づ
く
り
」

↓
「
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
」

「
壁
に
残
さ
れ
た
伝
言
」

↓
「
わ
た
し
が
一
番
き
れ
い
だ
っ
た
と
き
」

３
年

「
平
和
を
築
く
」
↓
「
凧
に
な
っ
た
お
母
さ
ん
」

「
松
と
杉
」
↓
「
生
物
の
多
様
性
と
環
境
」

テーマが
共通する学習材

同じジャンルの学習材

 ・テーマに対する書き手の立場・認識
 ・書き手の考える道筋

 ・対比や例示などの効果
 ・文章構成や論の展開

異なるジャンルの学習材

 ・ジャンルの違いが生む表現方法の効果

 ・書き手の考えや思いをどのようなこと
ばで表現しているか

テーマが
異なる学習材 同じジャンルの学習材

 ・テーマのつながりや共通性

 ・共通する論理構造

説明文・論説文学習材の比べ読みで何が読み取れるか

比
べ
読
み
に
よ
る

学
習
効
果

３

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
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教
室
で
読
む

　

二
年
生
用
の
こ
の
学
習
材
は
、
広
島
袋
町
小

学
校
の
黒
板
に
残
さ
れ
た
伝
言
の
痕
跡
を
調
査

す
る
経
緯
と
と
も
に
、
現
代
の
私
た
ち
が
、
こ

の
戦
争
の
遺
産
を
ど
う
受
け
継
い
で
い
け
ば
よ

い
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
い
か
け
る
内
容
と
な

っ
て
い
る
。

　

こ
の
学
習
材
を
学
習
す
る
に
あ
た
り
、
学
習

者
が
「
書
き
手
」
と
同
様
に
「
現
代
に
生
き
る

者
」
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
戦
争
の
遺
産
を
受

け
継
い
で
い
く
べ
き
者
」
で
あ
る
と
い
う
認
識

が
必
要
と
な
る
。

　

例
え
ば
次
に
掲
げ
る
「
わ
た
し
が
一
番
き
れ

い
だ
っ
た
と
き
」
と
比
べ
読
み
す
る
こ
と
で
、

書
き
手
の
立
場
を
よ
り
鮮
明
に
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

資
料
編
に
掲
載
し
て
あ
る
こ
の
詩
と
の
「
比

べ
読
み
」
は
「
学
び
の
道
し
る
べ
」（
学
習
の

手
引
き
）
に
も
提
示
し
て
い
る
学
習
方
法
で
あ

る
が
、
ま
ず
は
学
習
材
分
析
と
し
て
指
導
者
自

身
が
読
み
比
べ
て
み
て
ほ
し
い
。

　

こ
の
二
つ
の
学
習
材
を
読
み
比
べ
て
、
ま
ず

学
習
者
が
目
を
向
け
る
の
は
な
ん
で
あ
ろ
う

か
。

　

等
し
く
戦
争
と
い
う
テ
ー
マ
を
扱
い
な
が
ら

も
、
一
方
は
戦
争
を
知
ら
な
い
書
き
手
が
そ
の

遺
産
を
ど
の
よ
う
に
受
け
継
ぐ
の
か
と
い
う
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
投
げ
か
け
、
一
方
は
戦
争
を
生
き

た
者
が
そ
の
戦
争
体
験
を
自
ら
の
強
さ
を
も
っ

て
昇
華
し
、
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
す
決
意
を

表
明
し
て
い
る
。

　

お
そ
ら
く
学
習
者
は
、
こ
う
い
っ
た
明
確
な

発
見
に
至
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
感
覚
的
な

違
和
感
を
発
見
し
て
い
く
に
違
い
な
い
。
し
か

し
そ
う
い
っ
た
「
気
づ
き
」
を
出
発
点
に
し
な

が
ら
、

　

①
「
書
き
手
」
の
立
場
の
違
い

　

②
ジ
ャ
ン
ル
の
違
い
に
よ
る
表
現
行
為
の
違

い
（
主
張
と
表
明
）

　

な
ど
に
学
習
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
可
能
と

な
る
だ
ろ
う
。

　

本
学
習
材
の
目
標
と
し
て
提
示
し
て
い
る

「
事
柄
を
客
観
的
に
説
明
す
る
方
法
」
を
学
ぶ

た
め
に
は
、
こ
の
学
習
材
が
「
客
観
的
に
」
書

か
れ
て
い
る
こ
と
に
学
習
者
自
身
が「
気
づ
く
」

こ
と
を
出
発
点
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

学
習
者
の
程
度
に
応
じ
て
、
導
入
の
段
階
で

「
比
べ
読
み
」
を
行
う
こ
と
も
、
ま
と
め
や
発

展
の
段
階
で
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
学

習
者
自
身
が
学
習
材
を
客
観
的
に
と
ら
え
る
こ

と
を
促
す
学
習
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
。

「
わ
た
し
が
一
番
き
れ
い
だ
っ
た

と
き
」と
の
比
べ
読
み

「
書
き
手
」に
着
目
す
る

た
め
の
比
べ
読
み

｜ 「
壁
に
残
さ
れ
た
伝
言
」（
中
２
） 

４書
き
手
の
立
場
に
誘
う
必
要
性

「壁に残された伝言」と「わたしが一
番きれいだったとき」（２年）　比べ
読みによって、それぞれの書き手の
立場や表現の特徴をより鮮明に読み
取ることができる。
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「
比
べ
読
み
」
の
学
習
効
果
と
し
て
は
、「
学

習
材
の
書
か
れ
方
」（
論
説
文
で
は
論
理
構
造
）

に
目
を
向
け
さ
せ
る
効
果
も
考
え
ら
れ
る
。

　

論
理
的
な
文
章
を
「
読
む
力
」
は
つ
い
て
い

て
も
、「
書
く
力
」
は
な
か
な
か
つ
か
な
い
、
と

い
う
声
を
よ
く
耳
に
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
読

み
手
」
と
し
て
、
よ
り
深
い
理
解
を
目
指
し
て

学
習
材
の
「
論
理
」
に
向
き
合
う
学
習
に
と
ど

ま
ら
ず
、「
書
き
手
」
と
し
て
、
自
ら
の
表
現
の

モ
デ
ル
と
し
て
学
習
材
の
「
論
理
」
に
向
き
合

う
学
習
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
学
習
材
で
、
松
と
杉
の
対
比
に
よ
っ
て

論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
杉
を
例
に
あ
げ

な
が
ら
、
日
本
の
森
林
の
環
境
保
全
の
問
題
に

一
般
化
し
て
自
分
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
と
こ

ろ
な
ど
に
目
を
向
け
さ
せ
、「
学
習
材
の
書
か

れ
方
」
を
学
習
さ
せ
た
い
。

　
「
松
と
杉
」
と
こ
の
学
習
材
と
を
比
べ
て
読

ん
で
み
る
と
、
書
き
手
の
自
然
環
境
に
対
す
る

立
場
や
考
え
方
の
違
い
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
。
そ
う
い
っ
た
気
づ
き
を
拾
い
上
げ
て
学
習

と
し
て
深
め
て
い
く
必
要
性
は
先
に
述
べ
た
と

お
り
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
こ
の
二
つ
は
論
説

文
と
い
う
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
の
学
習
材
で
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
や
は
り
論
理
の
展
開
の
違
い
に
目

を
向
け
さ
せ
て
い
く
学
習
を
構
想
し
た
い
。

 

「
生
物
の
多
様
性
と
環
境
」
で
は
、「
ト
キ
の

絶
滅
」
を
出
発
点
と
し
て
、「
ゴ
リ
ラ
、パ
ン
ダ
、

メ
ダ
カ
」
な
ど
絶
滅
危
惧
種
の
例
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
が
、「
例
と
意
見
」
の
関
係
は
明
瞭
で

読
み
取
り
や
す
い
。こ
れ
に
対
し
て
、「
松
と
杉
」

の
方
は
、
か
な
り
の
分
量
で
「
松
」
と
「
杉
」

と
の
対
比
が
例
示
さ
れ
て
お
り
、「
例
示
と
意

見
」
と
の
関
係
が
一
見
、
見
え
に
く
い
構
造
に

な
っ
て
い
る
。

　

学
習
材
を
通
り
一
遍
に
読
む
だ
け
で
は
、「
松

⇔

杉
↓
日
本
の
森
林
環
境
」
と
い
う
構
造
は
見

出
し
に
く
い
。
そ
こ
で
、
論
理
構
造
が
見
出
し

や
す
い
「
生
物
の｜

」
と
比
べ
読
み
し
、
こ
の

学
習
材
の
論
理
構
造
を
読
み
解
い
て
い
く
足
場

に
す
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
例｜

意
見
」
の
分
量
に
目
を
向
け
て

み
る
と
、「
松
と
杉
」
は
詳
細
な
例
示
に
よ
っ
て

か
な
り
の
分
量
を
割
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、

「
生
物
の｜

」
は
簡
潔
な
例
示
で
意
見
自
体
の

展
開
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
ど
ち
ら
が
わ
か

り
や
す
い
か
と
い
っ
た
よ
う
な
学
習
者
の
気
づ

き
を
出
発
点
に
し
て
、
こ
う
い
っ
た
点
に
目
を

向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
書
き
手
」
の
立
場

か
ら
対
比
や
例
示
と
い
っ
た
論
理
に
目
を
向
け

る
学
習
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

「
生
物
の
多
様
性
と
環
境
」

と
の
比
べ
読
み

比
べ
読
み
の
学
習
効
果
と
そ
の
方
法

「
論
理
」に
着
目
す
る

た
め
の
比
べ
読
み

｜ 「
松
と
杉
」（
中
３
）

５「
論
理
」
に
着
目
す
る
必
要
性

「松と杉」と「生物の多様
性と環境」（３年）同じジャ
ンルの学習材どうしの比
べ読みで、一方の論理構
造をヒントにしながら、
もう一方を読み解いてい
くことができる。
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シラバス
syllabus  指導計画

モジュール
module  寸法や機能の単位　構成要素（転じて学習時間の単位）

　シラバスを辞書などで引くと「講義などの要旨や学期間の教授細目」
とあり、従来、学校では指導者のための「覚え書き」的な色あいが強かっ
た。しかし、最近では「見通しのある学習計画」という意味で使われ
はじめている。これは、学習者に対する明確な指標の開示と保護者に
対するアカウンタビリティの確保としてのシラバスへと変化してきて
いるということであろう。
　シラバスを作成することにより、指導者は、教科指導の目標と方法、

評価規準に対しての意識や枠組みの考え方に変容をき
たし、結果的に自分自身の指導方法の創意工夫・改善
の方向がつかみやすくなる。作成のための話し合いの
中で、授業の進め方や指導内容、評価についての議論
が発生しやすくなるからである。
　また、学習者にとっては｢何を、いつまでに、どのように、
何のために学習するのか｣といったねらいや見通しをもっ
て、効果的に学習を進めることができるため、授業における
モチベーションを高めることにもなる。さらに、「ゴールイ
メージをどこにおいて学習していけばよいか」が明確にな
ることにより、学習者自らが将来の進路目標達成や自己実
現のために、意欲的、主体的に学習を行うことにつながる。

　モジュールとは、辞書によれば「（建築など）構造物
の設計や形成の基準となる（最小の）構成単位」や「（コ
ンピュータ分野で）他のものと交換可能なある機能を
有する部品」という意味である。近年、この用語が学
校教育において「１単位時間やそれをさらに分割した
授業時間」という意味に転用されるようになった。
　学校にモジュール・システムを導入することで、カ
リキュラムを単位モジュールによって構成し、より柔
軟な教育課程を編成することが可能になる。現行の授
業時間単位は、小・中学校では45分、50分であるが、
これらの単位時間を２分割、３分割して、15～ 25分
程度のモジュールにする。そして、これを組み合わせ

ることにより、30～ 100分の授業を生み出し、時間割編成も柔軟に
することができる。これは授業時数の確保や行事などへの対応として、
きわめて有効である。また、カリキュラムがモジュール化されること
により、その組み合わせは多様に想定され、さまざまな視点からのカ
リキュラム開発が実現する。このことは固定化されたカリキュラムの
枠組みを超え、学習者の主体的な選択の幅を広げ、特色ある学校づく
りや指導者の授業への創意・工夫・改善を啓発することにもなるだろう。

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 カ
タ
カ
ナ
語

もっと知りたいときは…

神奈川県立総合教育センター
 〔高等学校シラバスの作成〕
 http://www.edu-
ctr.pref.kanagawa.
jp/karisen/syllabus気になる

2

もっと知りたいときは…

安彦忠彦／編著
『特色ある学校づくり
のための新しいカリ
 キュラム開発 第１巻』
2004年　ぎょうせい

http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/karisen/syllabus/
http://www.gyosei.co.jp/
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　クライテリオンは、一般に「判断、評価のための基準または判断条件」
とされ、絶対評価の評価尺度のひとつである。
　通常、絶対評価の評価尺度は、次の二つに分類できる。一つは、ク
ライテリオン準拠評価（平均値に意味があるような、量的変量により
評価を行う場合。「規準」が使われる）、もう一つは、スタンダード準
拠評価（数量化が難しい質的な評価が中心の場合。「基準」が使われる）
である。現在、学習指導要領準拠の「絶対評価」による評価は「規準」
を用いていることから、実はクライテリオン（達成度な
ど）が前提となっていると考えられる。
　クライテリオンは、量的変量を対象とするため「いつ
までに、どこまで理解していれば達成とされるか」をは
かる規準が明確になっている必要がある。従って、あら
かじめ該当する領域に関する学力の体系をシラバスに
よって開示しておくことも求められる。
　一方、スタンダードは質的な変量を対象とするため、
学習活動への関心・意欲・態度なども評価することがで
きるが、ポートフォリオやパフォーマンス、面接などの
質的調査を要する。

クライテリオン
criterion  規範・判定基準

ポートフォリオ
portfolio  紙挟み　所有有価証券一覧（転じて学習成果記録［の評価］）

　ポートフォリオとは、元来「紙挟み・ファイルなど、
諸書類などをひとつにまとめておくための道具」のこと
である。保有証券のすべてやその運用の基礎データを意
味する経済的用語としても使われている。
　日本では10年ほど前から「学習者の作品やひとまと
まりの学習成果の達成及びそこまでのプロセスを記録し
た学習記録」という意味の教育・学習評価の用語として
使い始めた。一般に、ポートフォリオ評価とかポートフォ
リオ・アセスメントなどと呼ばれる。それまでも、学習
記録・各種文集・生活記録などを残すことはあったが、
単に学習の備忘録や記録碑的であり、集めて終わりにな
る傾向があった。対して、ポートフォリオは学習者自ら
が、保存したものから材料を選択し、価値づけし、記録することによっ
て作成される。そして、授業ではそれらを相互に認め合うなどして、
学習の軌跡を振り返り、その評価（意味づけ）を行うことができる。
つまり、学習活動を評価の観点で自ら位置づけるとともに、それらを
振り返ることでメタ認知力（自らの学習を対象化し捉える力）を高め、
より適切な学習活動を営むようにするシステムなのである。学習と評
価の一体化を図る上では有効な方法であるといえるだろう。

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 カ
タ
カ
ナ
語

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…

田中耕治　編著
『新しい教育評価の理論
 と方法 1 理論編 新しい
教育評価への挑戦 』
2002年　日本標準

もっと知りたいときは…

小田勝己
  『総合的な学習に
適したポートフォリオ
             学習と評価』
1999年　学事出版

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youryou/main4_a2.htm
http://www.nipponhyojun.co.jp/sinkan/hyouka/index.html
http://w3.gakuji.co.jp/cgi/gakuji.cgi?act=search&fgtg_senior=1&field1=020
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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

「ことば・こころ・いのち」
直筆ポスター

SNP

私
た
ち
は
、
中
学
生
が
「
こ
と
ば
」
を
通
し
て
「
こ
こ
ろ
」
や
「
い
の
ち
」
を

考
え
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
と
願
い
、
こ
の
ポ
ス
タ
ー
を
つ
く
り
ま
し
た
。

『
現
代
の
国
語
』
に
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
作
者
・
筆
者
の
方
々
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
直
筆
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。

こ
の
春
、
全
国
の
中
学
校
に
お
届
け
い
た
し
ま
す
。    

（
実
物
サ
イ
ズ
：
天
地
約
60
cm
×
左
右
約
90
cm
）

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/poster/index.html


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
）　
「
こ
と
ば
・
こ
こ
ろ
・
い
の
ち
」
直
筆
ポ
ス
タ
ー

23
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東
京
学
芸
大
学
大
学
院
が
現
職
教
員
向
け

に
二
〇
〇
〇
年
度
開
設
し
た
夜
間
開
講
の
サ

テ
ラ
イ
ト
教
室（
修
士
課
程
）で
、〝
閑
古
鳥
〞が

鳴
い
て
い
る
。初
年
度
、五
十
人
の
受
講
生
を

集
め
、
都
内
二
か
所
の
教
室
で
ス
タ
ー
ト
し

た
が
、
〇
四
年
度
は
半
分
以
下
の
二
十
四
人

に
ま
で
減
少
し
て
い
た
。
デ
ー
タ
を
調
べ
る

と
、
減
少
傾
向
は
皮
肉
な
こ
と
に
完
全
学
校

週
五
日
制
と
現
行
学
習
指
導
要
領
が
始
ま
っ

た
〇
二
年
度
か
ら
現
れ
、
翌
〇
三
年
度
の
受

講
者
数
は
実
に
計
四
人
に
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。

　

た
ま
り
か
ね
た
大
学
側
は
、
〇
五
年
度
か

ら
交
通
の
ア
ク
セ
ス
が
良
く
な
い
世
田
谷
教

室
（
同
大
附
属
高
校
内
に
設
置
）
を
閉
鎖
し
、

文
京
区
内
の
も
う
一
つ
の
教
室
に
機
能
を
統

合
す
る
と
い
う
。

　

各
種
教
育
改
革
が
矢
継
ぎ
早
に
進
み
、
教

員
の
資
質
向
上
が
期
待
さ
れ
る
状
況
下
、
学

芸
大
の
サ
テ
ラ
イ
ト
大
学
院
は
開
設
さ
れ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
は
教
師
を
研
修
の

場
か
ら
遠
ざ
け
る
方
向
に
動
い
て
い
る
。

　

考
え
ら
れ
る
理
由
は
、ま
ず
、小
・
中
学
校

現
場
の
多
忙
化
。次
に
、現
在
の
大
学
の
教

育
学
に
対
す
る
現
場
教
員
の
ニ
ー
ズ
が
少
な

い
と
い
う
こ
と
。
授
業
料
は
た
い
て
い
個
人

負
担
だ
か
ら
、
そ
れ
に
見
合
う
だ
け
の
内
容

が
な
い
と
思
わ
れ
た
ら
、そ
れ
ま
で
だ
。物
珍

し
さ
が
手
伝
っ
て「
初
年
度
効
果
」が
期
待
で

き
る
時
期
を
過
ぎ
れ
ば
、
大
学
が
よ
ほ
ど
努

力
を
し
な
い
限
り
、客
脚
は
自
然
と
遠
の
く
。

　

サ
テ
ラ
イ
ト
大
学
院
の
開
設
準
備
に
携

わ
っ
た
同
大
の
葉は

養よ
う

正ま
さ

明あ
き

教
授
は
、
サ
テ
ラ

イ
ト
大
学
院
の
「
方
向
性
」
は
間
違
っ
て
い

な
か
っ
た
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
進
め
方
が

必
ず
し
も
現
実
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
を
認
め
る
。
そ
の
一
方
で
葉
養
教
授
は
、

問
題
が
単
に
大
学
の
〝
殿
様
商
売
〞
の
仕
方

に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
と
も
み
る
。

 

「
研
修
と
い
え
ば
、
今
の
教
員
は
教
委
の
研

修
セ
ン
タ
ー
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が

多
い
。
そ
し
て
、
自
分
の
力
で
何
か
を
開
発

し
て
い
く
よ
う
な
職
場
の
文
化
を
、
こ
れ
ま

で
公
立
学
校
は
育
て
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
」

　

同
教
授
の
こ
と
ば
は
、
単
に
〝
負
け
惜
し

み
〞
と
切
り
捨
て
ら
れ
な
い
本
質
的
な
問
題

提
起
を
は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
た
。

●
中
学
生
の
こ
ろ
、
名
画
・
名
作
と
い
わ
れ
る

絵
画
や
美
術
品
を
ど
ん
な
に
じ
っ
く
り
見
て
も
、

ど
こ
が
そ
う
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
な
の
か
が
理
解

で
き
な
い
自
分
に
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
も
っ
た

時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
い
つ
も
そ
こ
に
は「
正
解
」

が
あ
る
の
だ
と
信
じ
て
い
ま
し
た
。
作
文
を
書

く
と
き
に
も
、
決
め
ら
れ
た
課
題
に
い
か
に
応

え
る
か
、
正
解
を
探
し
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。

　

だ
れ
に
も
必
ず
起
こ
る
は
ず
の
、
こ
こ
ろ
の

底
か
ら
感
動
が
沸
き
上
が
っ
て
く
る
瞬
間
を
待

ち
た
い
。
そ
の
感
情
の
動
き
を
大
事
に
し
て
あ

げ
た
い
。

　

あ
ま
ん
先
生
、
姉
崎
先
生
の
お
話
を
読
ん
で
、

そ
ん
な
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

　
（
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。

殿様商売

教育ジャーナリスト
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「
ウ
サ
ギ
さ
ん
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
」

　

私
の
突
然
の
提
案
に
Ｙ
会
長
は
、

「
小
学
校
の
学
芸
会
で
台
詞
を
と
ち
っ
て
か

ら
、
人
前
で
演
じ
る
の
は
苦
手
な
ん
で
す
」

と
、
あ
と
じ
さ
り
し
た
。

「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
。
気
楽

に
お
し
ゃ
べ
り
す
る
調
子
で
や
っ
て
く
れ
れ

ば
い
い
ん
で
す
か
ら
」

　

絵
本
『
と
も
だ
ち
に
な
ろ
う
よ
』
の
ウ
サ

ギ
の
台
詞
を
指
差
し
な
が
ら
説
得
し
た
。

　

長
野
県
松
本
市
の
司
書
の
会
に
呼
ば
れ
た

と
き
の
話
で
あ
る
。

 

『
と
も
だ
ち
に
な
ろ
う
よ
』
は
、「
友
だ
ち

な
ん
か
い
ら
な
い
」
と
い
う
ワ
ニ
の
男
の
子

と
、「
と
も
だ
ち
に
な
ろ
う
よ
」
と
い
う
ウ

サ
ギ
の
女
の
子
の
お
話
。
積
極
果
敢
な
ウ
サ

ギ
の
子
に
、
次
第
に
惹
か
れ
て
い
く
ワ
ニ
の

子
の
変
わ
り
よ
う
が
な
ん
と
も
可
愛
い
の
だ
。

　

Ｙ
会
長
は
、
四
、五
十
人
の
司
書
仲
間
を

前
に
し
て
、
ウ
サ
ギ
役
を
堂
々
と
演
じ
、
長

年
引
き
ず
っ
て
い
た
ト
ラ
ウ
マ
を
見
事
に
克

服
し
た
の
だ
っ
た
。

　

登
場
人
物
の
会
話
の
良
し
悪
し
は
、
絵
本

で
も
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

ア
ー
ノ
ル
ド=

ロ
ー
ベ
ル
の
「
ふ
た
り
は

と
も
だ
ち
」
の
、
が
ま
く
ん
と
か
え
る
く
ん

の
会
話
は
絶
妙
だ
。
が
、
中
川
ひ
ろ
た
か
の

会
話
の
技
は
こ
れ
に
匹
敵
す
る
。
Ｙ
会
長
が
、

す
ん
な
り
と
ウ
サ
ギ
に
変
身
で
き
た
の
は
、

作
者
の
仕
掛
け
た
魔
法
に
か
か
っ
た
の
だ
。

　

福
岡
県
の
岡
垣
町
で
も
、
こ
の
絵
本
を

使
っ
て
「
ふ
た
り
の
読
み
語
り
」
を
し
た
。

演
題
は
「
絵
本
と
友
だ
ち
に
な
ろ
う
」。
教

育
委
員
会
の
主
催
で
生
涯
学
習
の
一
環
と
し

て
開
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

　

ウ
サ
ギ
役
は
出
席
者
の
中
か
ら
、
目
が
ク

リ
ク
リ
し
た
お
母
さ
ん
に
な
っ
て
も
ら
っ
た
。

「
う
わ
っ
ー
、
お
も
し
ろ
か
っ
た
！　

絵
本

の
新
し
い
楽
し
み
方
を
発
見
し
ま
し
た
！
」

　

ク
リ
ク
リ
母
さ
ん
は
、
ウ
サ
ギ
の
子
に

な
っ
た
ま
ま
で
に
っ
こ
り
。

　

読
み
語
り
の
出
前
は
、
こ
ん
な
素
敵
な
笑

顔
の
人
た
ち
と
も
「
友
だ
ち
に
な
れ
る
」
か

ら
、
や
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

〔うしろ よしあき〕アリス館編集長。還
暦から始めたマウンテンバイクの走行距
離 5000 キロ。「自転車に乗って読み語り
行脚をしたいなあ」とひとりごと。

後路好章

「絵本の新しい楽しみ方を
発見した」お母さん

2

「ともだちになろうよ」（中川ひろたか・さく　
ひろかわさえこ・え　アリス館・発行）
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