


教科書から
ひろがる学び

新しい学びの
サイクル

教科書新ルネサンス宣言

与えられ、固定化した「テキスト」としての教科書ではなく、
学び手の学習環境や興味・関心に応じて、弾力的な学習活動が実現できる

「プログラム」の一部としての教科書を提案していきたい。
…三省堂『現代の国語』『現代の書写』は、そんな教科書をめざします。
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〔なかす まさたか〕 兵庫教育大学名誉教授。『現代の国
語』編集主幹。国語教育探究の会・国語論究の会代表。「国
語教育における『歳時記的方法』『風土記的方法』」を探究。

自分のためにことばの実感的な
学びをデザインする

中洌 正堯

 

「
デ
ザ
イ
ン
」
に
は
、
設
計
（
図
）、
図
案
、

意
匠
な
ど
の
意
が
あ
る
。「
意
匠
」
の
意
を

追
っ
て
い
く
と
、「
買
う
人
の
注
意
を
引
く

た
め
に
す
る
、
製
品
や
美
術
工
芸
品
な
ど
の

形
・
色
・
模
様
な
ど
に
つ
い
て
の
新
し
い
考

案
」
の
ほ
か
に
、「
趣
向
。
物
事
を
実
行
し

た
り
作
っ
た
り
す
る
上
の
お
も
し
ろ
い
（
変

わ
っ
た
）
ア
イ
デ
ア
」
と
い
う
説
明
に
至
る

（『
新
明
解
国
語
辞
典
』
第
六
版
に
よ
る
）。

　

こ
と
ば
の
明
示
性
と
含
意
性
を
考
え
る

と
、
前
者
の
「
新
し
い
考
案
」
の
ほ
う
は
よ

り
明
示
性
が
強
く
、「
デ
ザ
イ
ン
」
の
も
と

も
と
の
意
に
そ
っ
て
い
る
。
後
者
の
「
お
も

し
ろ
い
ア
イ
デ
ア
」
の
ほ
う
は
、
よ
り
含
意

性
に
富
み
、
比
喩
的
表
現
に
移
っ
て
い
き
、

そ
こ
そ
こ
で
の
文
脈
上
の
意
味
を
ひ
き
お
こ

す
。

　

こ
の
後
者
の
用
語
を
「
学
び
」
と
結
ん
だ

提
言
が
あ
る
。
提
言
の
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
は

「
第
一
次
の
デ
ザ
イ
ン
」（
注
）
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

　

授
業
を
生
き
生
き
と
し
た
も
の
に
す
る
た

め
に
は
、
授
業
過
程
の
初
め
の
部
分
で
あ
る

第
一
次
の
構
想
や
準
備
が
き
わ
め
て
重
要
で

あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
読
み
の
授
業
で
は
、
児
童
・
生

徒
に
「
読
み
の
観
点
づ
く
り
」
を
さ
せ
る
。

そ
の
際
、
児
童
・
生
徒
の

生
活
の
文
脈
（
実
感
的
な

学
び
の
文
脈
）
を
し
っ
か

り
引
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
授
業
過
程

の
初
発
に
お
け
る
工
夫
を
、

「
第
一
次
の
デ
ザ
イ
ン
」
と

名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
考
え
方
を
、
主
体

的
な
こ
と
ば
の
学
び
の
全
局
に
広
げ
る
と

き
、
児
童
・
生
徒
が
自
他
協
働
の
う
ち
に
進

め
る
こ
と
ば
の
生
活
（
こ
と
ば
の
実
感
的
な

学
び
）の
自
ら
の
デ
ザ
イ
ン
が
期
待
さ
れ
る
。

　

学
ぶ
の
は
誰
の
た
め
で
も
な
い
、
自
分
の

た
め
で
あ
り
、
や
が
て
は
、
そ
の
自
分
を
必

要
と
す
る
他
者
と
の
共
生
の
た
め
で
あ
る
。

自
分
の
た
め
に
、
こ
と
ば
の
実
感
的
な
学
び

を
デ
ザ
イ
ン
す
る
。
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
デ

ザ
イ
ン
は
、「
物
事
を
実
行
し
た
り
作
っ
た

り
す
る
上
の
お
も
し
ろ
い
（
変
わ
っ
た
）
ア

イ
デ
ア
」
に
す
る
ほ
う
が
楽
し
い
。

 

「
勉
強
」
と
い
う
古
い
殻
を
脱
い
で
、
こ
と

ば
の
実
感
的
な
学
び
の
た
め
に
、
ア
イ
デ
ア

を
出
し
合
お
う
。そ
の
ア
イ
デ
ア
に
よ
れ
ば
、

こ
と
ば
の
ど
ん
な
力
が
つ
く
か
を
考
え
よ

う
。
そ
し
て
、
い
い
ア
イ
デ
ア
は
共
有
し
、

実
践
し
よ
う
。

学びとデザイン

（注）河野順子（2002）「説明的文章の学習指導における〈他者〉と出会う第一次のデ
ザイン」（『教育実践学論集３号』兵教大大学院連合学校教育学研究科編 所収）参照。



3

〔なかがき のぶお〕グラフィック・デザイナー。杉浦康平デザイン事務
所を経て、中垣デザイン事務所主宰。現在はブックデザインを主に手
掛ける。『現代の国語』『現代の書写』、平凡社事典類、美術手帖など。

明晰な文章と明快なデザインが
ひとつになって読み手に伝わる

中垣 信夫

　

世
界
各
国
の
子
ど
も
た
ち
が
使
う
教
科
書

を
見
る
と
、
そ
の
国
の
素
顔
が
浮
き
彫
り
に

な
り
ま
す
。
学
び
が
自
然
に
生
ま
れ
て
い
く

よ
う
な
教
科
書
か
ら
は
、
そ
の
国
の
豊
か
な

文
化
と
、
そ
の
背
景
を
う
か
が
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
教
科
書
を

使
っ
て
学
び
、
育
つ
子
ど
も
た
ち
は
、
き
っ

と
豊
か
な
感
性
を
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と
で

し
ょ
う
。だ
か
ら
こ
そ「
教
科
書
を
つ
く
る（
デ

ザ
イ
ン
す
る
）」
と
い
う
作
業
は
、
子
ど
も
た

ち
の
未
来
を
切
り
拓
く
と
い
う
、
と
て
も
大

切
で
重
要
な
仕
事
で
あ
る
と
感
じ
ま
す
。

 『
現
代
の
国
語
』を
は
じ
め
と
し
た
教
科
書
を

デ
ザ
イ
ン
す
る
と
き
、
私
は
常
に
そ
の
文
章

が
呼
吸
し
、
生
き
て
い
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

を
大
切
に
作
業
す
る
よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。

　

教
科
書
は
言
語
（
こ
と
ば
）
を
中
心
に
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
言
語
を
読
み
手
に

明
確
に
伝
え
る
た
め
に

は
、
文
体
の
リ
ズ
ム
に
合

わ
せ
て
一
行
の
適
切
な
長

さ
や
書
体
、
文
字
の
大
き

さ
な
ど
を
決
め
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
一
行
が

極
端
に
長
す
ぎ
た
り
短
す

ぎ
た
り
し
て
は
、
読
み
手

が
非
常
に
息
苦
し
く
感
じ

て
し
ま
い
ま
す
。
俳
句
や
短
歌
に
お
い
て
、

そ
の
文
字
数
が
決
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
読

み
手
が
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
を
、
息
を

吸
い
・
吐
き
・
詠
み
あ
げ
る
、
そ
の
呼
吸
の

リ
ズ
ム
が
周
到
に
計
算
さ
れ
た
結
果
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
読
み
や
す

い
文
字
詰
め
を
考
え
る
と
同
時
に
、
行
間
に

も
気
持
ち
の
よ
い
ア
キ
を
作
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
静
止
し
た
本
文
が
語
り
出
し
、
読
み
手

の
視
線
の
自
然
な
流
れ
を
促
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
イ
ラ
ス
ト
や
写
真
な
ど
の
図
版
も

イ
メ
ー
ジ
を
豊
か
に
広
げ
て
い
く
要
素
と
し

て
大
事
な
も
の
で
す
の
で
、
そ
れ
ら
も
吟
味

し
た
う
え
で
配
置
し
て
い
き
ま
す
。『
現
代
の

国
語
』
に
お
い
て
は
、
色
使
い
も
、
三
学
年

に
よ
っ
て
色
分
け
す
る
な
ど
、
本
全
体
と
し

て
の
統
一
感
を
も
た
せ
て
い
ま
す
。
そ
う
し

て
筆
者
の
明
晰
な
文
章
と
明
快
な
デ
ザ
イ
ン

が
ひ
と
つ
に
な
っ
て
読
み
手
に
伝
わ
る
と
、

互
い
の
呼
吸
が
ぴ
っ
た
り
と
合
う
よ
う
な
深

い
共
感
を
生
み
出
し
ま
す
。

　

新
し
い
季
節
を
迎
え
、
日
本
の
子
ど
も
た

ち
が
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
新
し
い
教
科
書
を

開
き
、
毎
日
楽
し
く
学
べ
る
よ
う
、
そ
し
て

人
と
の
関
係
の
中
で
日
本
語
を
身
に
つ
け
、

将
来
自
ら
豊
か
な
文
化
を
築
い
て
い
け
る
よ

う
祈
っ
て
い
ま
す
。

「
学
び
と
デ
ザ
イ
ン
」
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「
な
ぜ
」
と
い
う
こ
の
問
い
か
け
に
は
二
つ
の
意

味
が
あ
る
。
一
つ
は
、
用
語
の
使
用
に
つ
い
て
で

あ
り
、
ほ
か
の
一
つ
は
、
こ
の
時
期
に
「
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
開
発
」に
注
目
し
た
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

ま
ず
用
語
に
つ
い
て
一
般
的
に
い
う
と
、
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
と
い
う
語
は
、
ほ
ぼ
教
育
課
程
と
同
じ

意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
教
育
事
典
に
よ
っ
て

は
、「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
↓
教
育
課
程
」
と
し
て
い

る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
用
例
を
分
析
し
て
み
る

と
、
ま
っ
た
く
同
一
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
教

育
課
程
が
授
業
時
数
と
の
関
連
に
お
け
る
指
導
内

容
の
組
織
を
前
提
と
す
る
の
に
対
し
、
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
は
当
面
す
る
課
題
へ
の
対
応
な
ど
を
織
り
込

み
、
教
科
・
領
域
等
の
扱
い
の
弾
力
化
、
学
習
形

態
の
工
夫
や
教
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
力
指
導

な
ど
を
視
野
に
入
れ
、
教
育
計
画
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
に
と
ら
え
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
、
国
語

科
が
直
面
す
る
課
題
を
見
据
え
、
単
な
る
教
育
計

画
の
改
善
・
充
実
で
は
な
く
、
指
導
展
開
の
見
直

し
、
学
習
活
動
組
織
の
改
善
、
教
材
・
学
習
材
の

開
発
な
ど
を
含
む
意
味
の
用
語
と
し
て
「
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
開
発
」
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

次
に
、
な
ぜ
今
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
」
を
取

り
上
げ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
四
年
十
二
月
七
日
付
け
の『
朝
日
新
聞
』

夕
刊
は
、
こ
れ
ま
で
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
だ
っ
た
我
が

国
十
五
歳
の
子
ど
も
の
読
解
力
が
、
平
均
レ
ベ
ル

に
低
下
し
た
と
い
う
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
生
徒

の
学
習
到
達
度
調
査
）
二
〇
〇
三
年
調
査
の
結
果

を
大
き
く
報
道
し
た
。
さ
ら
に
九
日
に
は
朝
刊
の

社
説
に
お
い
て
、「
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
。
文

章
が
理
解
で
き
な
け
れ
ば
数
学
の
問
題
も
解
け
な

い
し
、
科
学
も
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
だ
。
本
や
新

聞
を
読
む
の
も
お
っ
く
う
に
な
り
、
私
た
ち
が
生

な
ぜ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

開
発
か

１

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発

の
重
要
性

２

尾
木
和
英

Ｉ
Ｌ
Ｅ
Ｃ
言
語
教
育
文
化

研
究
所
代
表
理
事

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
と
評
価

 

パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
め
ざ
す

指導者としての創意・工夫を生かした「カリキュラム開発」と「評価」が、
いま強く問われています。

平成18年度版『現代の国語』は、SNP（サポート・ネットワーク・プログラム）とともに
実態に応じた「カリキュラム開発」と「評価」をサポートしています。

学びを生み出す
｢カリキュラム開発｣と｢評価｣

特集平成18年度版
『現代の国語』
『現代の書写』
教科書特集号
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http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/04120101.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/04120101.htm
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き
る
社
会
や
世
界
に
対
す
る
興
味
と
理
解
も
限
ら

れ
た
も
の
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。」
と
し
て
国
語

力
に
関
す
る
危
機
感
を
示
し
た
。

　

こ
の
調
査
で
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
」

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
振
り
返
っ
て
み
た
い
の

が
、
現
在
の
国
語
科
の
授
業
で
あ
る
。「
理
解
し
、

利
用
し
」
ま
で
は
、
多
く
の
教
室
で
学
習
活
動
に

組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
し
て
、「
熟
考
す
る
能
力
」

に
つ
い
て
、
は
た
し
て
ど
れ
く
ら
い
の
教
室
で
こ

れ
を
ね
ら
い
と
す
る
授
業
を
展
開
し
て
い
る
だ
ろ

う
か
。
熟
考
す
る
能
力
を
育
て
る
た
め
に
は
、
ど

の
よ
う
な
学
習
材
を
用
い
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を

組
織
し
、
ど
こ
に
ど
う
創
意
工
夫
を
生
か
す
か
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
ど
れ
だ
け
教
育
計
画
に
お
い

て
配
慮
さ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。

　

文
化
審
議
会
国
語
分
科
会
は
二
〇
〇
三
年
一
月

に
、「
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
国
語
力

に
つ
い
て
」
と
い
う
表
題
を
掲
げ
、
審
議
経
過
の

概
要
を
公
表
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
今
こ
そ
国
語
の
果
た
す
役
割
と
国

語
の
重
要
性
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
と
し
て
、
学
校
教
育
に
関
し
て
は
「
国
語
力

は
あ
ら
ゆ
る
教
科
の
基
盤
で
あ
る
の
で
、「
考
え

る
力
」
や
「
感
じ
る
力
」、「
想
像
す
る
力
」、「
表

す
力
」、「
国
語
の
知
識
等
」
と
い
っ
た
国
語
力
の

中
核
を
な
す
事
項
を
し
っ
か
り
と
意
識
し
な
が

ら
、
学
校
教
育
全
般
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
評

価
に
つ
い
て
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
が
望
ま
れ
て

い
る
。
国
語
科
の
指
導
改
善
を
中
心
と
す
る
、
国

語
力
育
成
を
重
視
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
が
、

こ
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

教
育
課
程
の
編
成
に
際
し
て
、
国
語
科
と
し
て

も
、
直
面
す
る
課
題
が
何
で
、
自
校
の
学
習
者
に

ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
の
力
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い

る
の
か
を
明
確
に
す
る
。
そ
し
て
、
評
価
を
適
切

に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
効
を
高
め
る
こ

と
が
当
面
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

自
主
・
自
律
の
時
代
の
学
校
は
、
ど
の
よ
う
に

教
育
の
成
果
を
上
げ
る
か
に
つ
い
て
責
任
を
負
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
語
科
の
学
習
指
導
と

し
て
も
、
目
指
す
と
こ
ろ
、
そ
の
実
現
の
た
め
に

ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
進
め
る
の
か
を
明
示

し
、
創
意
工
夫
に
よ
っ
て
目
標
実
現
を
目
指
す
こ

と
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
。

  

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
結
果
の
報
道
に
も
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
こ
こ
数
年
、
確
か
な
学
力
の
育
成
が
問
わ

れ
、
学
校
の
負
う
べ
き
責
任
の
中
心
に
位
置
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
確
か
な
学
力

を
保
障
す
る
こ
と
は
学
校
の
責
務
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
、目
標
の
実
現
状
況
の
的
確
な
評
価
に
立
ち
、

教
育
成
果
に
つ
い
て
保
護
者
や
地
域
の
人
々
に
説

明
し
信
頼
を
得
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
教
科
の
学
習
評
価
で

あ
り
、
そ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
で
あ
る
。

  

授
業
の
開
始
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
か
ら
展
開
す

る
学
習
に
対
す
る
学
力
、
学
習
経
験
、
関
心
・
意

欲
な
ど
の
実
態
を
把
握
す
る
診
断
的
な
評
価
を
位

置
づ
け
る
。
指
導
の
過
程
で
は
、
学
習
者
が
ど
の

よ
う
に
こ
と
ば
の
力
を
身
に
つ
け
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
ば
の
学
び
に
意
欲
を
向
け
て
い
る
か
、
指
導

の
効
果
に
関
す
る
評
価
を
行
う
。

　

さ
ら
に
、
評
価
結
果
を
指
導
者
と
し
て
次
の
指

導
に
生
か
す
。
学
習
主
体
で
あ
る
学
習
者
、
と
も

に
指
導
に
あ
た
る
保
護
者
に
こ
れ
を
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
し
、
そ
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
日
々
の
授
業

の
改
善
充
実
、
当
面
す
る
課
題
に
対
応
す
る
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
開
発
を
進
め
る
こ
と
を
提
言
し
た
い
。

〔おぎ かずあき〕 公立学校
教諭、東京都教育委員会
指導主事、東京女子体育
大学教授等を経て、現在
は ILEC言語教育文化研
究所代表理事。当面する
課題に対応する指導改善
に取り組んでいる。著者
に『国語科授業改善十二
章』（三省堂）などがある。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
と
評
価

求
め
ら
れ
る
国
語
科

の
指
導
改
善

３

効
果
的
な
評
価
と

説
明
責
任

４

http://www.bunka.go.jp/1aramasi/main.asp%7B0fl=show&id=1000001206&clc=1000000001&cmc=1000000025&cli=1000001104&cmi=1000001175%7B9.html
http://www.ilec.jp/
http://www.ilec.jp/
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/j-kokugo/books/1999-series.html#3
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/j-kokugo/books/1999-series.html#3
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四
月
。
新
し
い
学
年
の
授
業
が
ス
タ
ー
ト
す
る

前
に
、今
年
一
年
の
授
業
の
計
画
を
立
て
る
。「
年

間
計
画
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ど
の
学
校

で
も
当
然
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、こ
の「
年

度
始
め
の
計
画
・
立
案
」
に
、
実
は
次
の
よ
う
な

大
き
な
課
題
が
潜
ん
で
い
る
。

課
題
一　

 

何
の
た
め
に
年
間
計
画
を
立
て
る
か
明

確
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？

課
題
二　

 

そ
の
年
度
の
学
習
者
の
状
況
を
把
握
し

た
う
え
で
立
て
ら
れ
た
計
画
だ
ろ
う

か
？

課
題
三　

 

い
つ
で
も
、
誰
に
対
し
て
も
、
そ
の
計

画
の
進
行
状
況
が
説
明
で
き
る
よ
う

に
、
内
容
を
把
握
し
て
い
る
だ
ろ
う

か
？

　

そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
つ
い
て
、
学
校
と
し
て
だ

け
で
な
く
、
教
科
を
担
当
す
る
す
べ
て
の
指
導
者

が
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
準
備
を
進
め
て
お
き
た

い
。
そ
れ
が
、
教
科
指
導
に
つ
い
て
の
説
明
責
任

を
果
た
す
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

　

課
題
一
に
つ
い
て
は
、
当
然
「
今
年
一
年
間
の

授
業
を
行
う
た
め
の
計
画
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
そ
こ
で
改
め
て
確
か
め
て
お
き
た
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、「
何
を
根
拠
に
立
て
た
計
画
か
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
学
習
材
を
そ
の
順
番

通
り
に
進
め
る
の
だ
か
ら
、
何
で
そ
ん
な
こ
と
を

考
え
る
必
要
が
あ
る
の
だ
」
と
い
う
立
場
に
立
っ

て
い
る
限
り
、
こ
の
問
い
は
愚
問
に
し
か
感
じ
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
こ
の
問
い
か
け
は
、
次
の
課
題
二
と
密

接
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。

　

新
学
期
。
こ
れ
か
ら
始
ま
る
国
語
科
の
教
室
で

出
会
う
学
習
者
の
様
子
は
、
想
像
は
で
き
て
も
実

態
は
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
学
習
の
履
歴
は

み
な
異
な
っ
て
い
る
。そ
こ
で
獲
得
し
て
き
た「
学

力
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
な
り
の
幅
が
あ
る
こ
と

は
、
経
験
上
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
学
習

者
が
集
ま
っ
て
学
習
集
団
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
例
え
ば
「
教
科
書
で
最
初
に
出

会
う
学
習
材
を
、
正
し
く
読
め
る
か
」
ま
た
、
そ

の
続
き
と
し
て
「
思
う
こ
と
を
書
か
せ
た
ら
、
ど

の
程
度
の
時
間
で
、
ど
れ
位
の
分
量
の
文
章
を
書

け
る
か
」
と
い
う
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
、
学
習
集
団

の
学
力
を
把
握
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
最
初
の
課
題
に
戻
っ
て
、
改
め

て
「
年
間
計
画
を
立
て
る
」
こ
と
の
意
味
を
確
か

め
た
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
年
間
計
画
」
は
、
こ
れ
ま
で
は
「
指
導

計
画
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
教
室
で
授
業
を
す

る
指
導
者
が
、
授
業
を
ど
う
行
う
か
と
い
う
目
的

で
立
て
た
計
画
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
想
定
し
た
学

三
浦 

修
一　
横
浜
市
立
原
中
学
校

学
び
手
の
た
め
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
づ
く
り
と
評
価

 「
年
間
計
画
を
作
成
す
る
」
と
は

「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を

作
成
す
る
」た
め
に

１
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習
者
の
姿
は
平
均
的
な
姿
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

実
態
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
た
と
え
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、「
今
年

の
生
徒
は
出
来
が
良
い
、
悪
い
」
と
い
っ
た
一
般

的
な
物
言
い
で
片
付
け
て
こ
な
か
っ
た
だ
ろ
う

か
。

　

授
業
を
行
う
責
任
は
重
い
。
学
び
手
で
あ
る
学

習
者
に
「
確
か
に
こ
う
い
う
力
が
身
に
つ
い
た
」

と
言
え
る
国
語
の
力
を
つ
け
さ
せ
る
責
任
を
私
た

ち
国
語
科
教
師
が
負
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
年
間
の
計
画
と
は
、「
学
び
手

で
あ
る
学
習
者
が
、
確
か
に
国
語
の
力
を
身
に
つ

け
る
た
め
の
学
習
計
画
」で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
学
習
集
団
に
つ
い
て
の
診
断
的

な
評
価
が
必
要
で
あ
る
。
三
領
域
と
言
語
事
項
の

そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
、
出
発
点
と
し
て
、
学
習
者

が
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
の
力
を
も
っ
て
い
る
の
か

（
い
な
い
の
か
）
を
、
ま
た
、
ど
の
程
度
の
意
欲

を
持
っ
て
い
る
の
か
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
確

か
め
る
こ
と
か
ら
、「
学
習
す
る
生
徒
の
た
め
の

計
画
」
を
作
成
す
る
こ
と
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
年
間
計
画
を
作

成
す
る
上
で
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
が

明
確
に
な
っ
て
く
る
。

　

ま
ず
、
教
科
書
の
学
習
材
の
配
列
は
一
応
の
基

準
と
は
な
る
が
、
そ
れ
は
学
習
者
の
実
態
と
は
必

ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
目
の
前
に

い
る
学
習
者
に
合
わ
せ
て
学
習
の
順
序
を
組
み
替

え
る
こ
と
も
考
慮
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
ど
の
領
域
の
学
習
で
あ
れ
、
学
習
す
る

た
め
の
授
業
と
し
て
の
必
然
性
か
ら
、
一
つ
の
学

習
材
で
は
、
一
つ
の
目
標
に
つ
い
て
学
習
を
進
め

る
こ
と
で
あ
る
。
明
ら
か
に
総
合
的
な
ま
た
は
関

連
し
た
内
容
を
含
む
学
習
材
以
外
で
は
、
複
数
の

領
域
に
ま
た
が
る
学
習
を
行
わ
せ
な
い
ほ
う
が
よ

い
。

　

さ
ら
に
、
学
習
材
を
取
り
上
げ
る
順
序
と
、
そ

れ
ぞ
れ
の
学
習
材
に
つ
い
て
の
学
習
内
容
を
決
め

る
こ
と
と
並
行
し
て
、「
領
域
ご
と
の
計
画
」
と

い
う
視
点
を
あ
わ
せ
て
も
つ
と
い
う
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
三
領

域
の
学
習
が
、
全
体
と
し
て
偏
り
な
く
行
わ
れ
る

こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
事
柄
に
つ
い
て
の
確
認
が
行
わ
れ
た

後
に
、
評
価
に
つ
い
て
の
計
画
を
作
成
し
た
い
。

「
年
間
学
習
指
導
計
画
」
は
、「
評
価
計
画
」
で
も

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
材
ご
と
に
、
学
習
の
中
心
と

な
る
言
語
活
動
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
言
語
活
動
を

評
価
す
る
た
め
の
計
画
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
ま
ず
、「
こ
の
学
習
材
は
何
を
目
標

と
し
て
学
習
が
行
わ
れ
る
か
」
を
、
学
び
手
で
あ

る
学
習
者
に
示
す
こ
と
か
ら
、
計
画
作
成
が
始
ま

る
。
そ
の
目
標
と
す
る
学
習
活
動
が
ど
の
よ
う
な

状
況
に
な
っ
た
ら
規
準
を
満
た
し
て
い
る
と
言
え

る
の
か
を
、
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
評
価

す
る
指
導
者
が
、
評
価
規
準
が
揺
れ
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
、
ま
た
、
恣
意
的
な
評
価
と
な
ら
な
い

評
価
を
す
る
た
め
の
準
備
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
評
価
の
「
場
面
」
と
評
価
の

「
方
法
」
も
確
か
な
も
の
と
し
て
お
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
感
覚
的
な
評
価
方
法
で
は
な
く
、
評

価
の
対
象
と
し
て
の
発
言
や
行
動
、
記
述
な
ど
を

観
察
し
た
り
分
析
し
た
り
す
る
な
ど
、
評
価
活
動

全
体
に
つ
い
て
の
明
確
な
見
通
し
を
も
つ
こ
と
に

よ
っ
て
、
確
か
な
指
導
計
画
が
作
成
で
き
る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

国
語
科
の
授
業
は
、「
こ
と
ば
の
学
び
」
の
入
り

口
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
始
ま
る
学
び
が
、
確
か
な

も
の
と
な
り
、
豊
か
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
、
さ

ら
に
は
学
習
す
る
意
欲
が
高
ま
る
よ
う
に
、
し
っ

か
り
と
し
た
構
え
を
私
た
ち
国
語
科
教
師
は
も
っ

て
い
た
い
。
そ
の
た
め
の
「
計
画
」
な
の
で
あ
る
。

学
び
手
の
た
め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
づ
く
り
と
評
価

〔みうら しゅういち〕
「学校を変えよう・学校
が変わろう」を合言葉に、
生徒が主体的に学ぶ学校
にするのはどうしたらよ
いのかということを、こ
の二年間、学校として取
り組んできました。

具
体
的
な
手
順
の

た
め
に

２
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学
力
低
下
が
叫
ば
れ
て
い
る
。

　

学
力
低
下
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
、
学
力
は
基
礎

学
力
と
し
て
の
知
識
や
理
解
を
指
す
文
脈
で
使
わ

れ
て
い
る
。
国
語
に
お
い
て
は
、
言
語
事
項
の
知

識
理
解
と
い
っ
た
と
こ
ろ
を
指
す
と
認
識
し
て
い

る
人
も
多
い
。
そ
し
て
、
国
語
の
授
業
時
数
も
減

っ
た
こ
と
か
ら
私
た
ち
現
場
の
指
導
者
も
、
学
習

者
の
学
力
が
低
下
し
て
い
な
い
か
と
心
配
し
て
い

る
。

　

本
校
で
は
、
今
年
度
か
ら
、
朝
テ
ス
ト
を
毎
日

十
分
、
同
じ
時
間
帯
で
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た

（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
化
し
、授
業
時
数
に
換
算
す
る
）。

「
目
に
見
え
る
学
力
」
を
つ
け
て
ほ
し
い
と
い
う

保
護
者
か
ら
の
ニ
ー
ズ
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。

週
五
日
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
間
帯
を
五
教
科
で

分
割
す
る
と
し
て
、
国
語
は
週
一
回
・
十
分
程
度
、

毎
週
「
目
に
見
え
る
学
力
」
を
つ
け
る
た
め
の
時

間
を
確
保
す
る
わ
け
で
あ
る
。 

保
護
者
の
ニ
ー
ズ

が
な
く
と
も
、
同
様
の
プ
ラ
ン
を
模
索
し
て
い
る

学
校
は
、
き
っ
と
多
い
に
ち
が
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、『
現
代
の
国
語
』
は
、
学

力
向
上
に
資
す
る
教
科
書
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。「
目
に
見
え
る
学
力
」
が
身
に
つ
く
教

科
書
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
視
点
か
ら
、
鳥
瞰
し
て
み
る
と
、
実
は
、

本
校
の
朝
の
十
分
学
習
の
プ
ラ
ン
の
実
現
に
も
、

こ
の
『
現
代
の
国
語
』
が
、
大
き
く
役
立
つ
こ
と

が
わ
か
る
。
例
え
ば
次
の
三
点
で
あ
る
。

　

一　

文
法
で
は
、
興
味
関
心
を
引
く
リ
ー
ド
に

あ
た
る
「
文
法
の
窓
」
を
授
業
で
行
っ
た
後
、
教

科
書
後
半
に
ま
と
ま
っ
て
い
る「
文
法
の
ま
と
め
」

で
説
明
し
、
朝
の
十
分
テ
ス
ト
で
、「
や
っ
て
み

よ
う
」
の
問
題
を
出
題
す
る
こ
と
で
、
理
解
の
定

着
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

二　
「
し
く
み
か
ら
学
ぶ
漢
字
」
も
後
半
部
に

ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
一
回
の
朝
テ
ス
ト
で
「
し

く
み
か
ら
学
ぶ
漢
字
②
を
範
囲
と
し
ま
す
。」
と

区
切
っ
て
提
示
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

　

三　

資
料
編
に
あ
る
「
手
紙
の
形
式
」
を
学
習

し
た
後
、
封
筒
の
書
き
方
を
朝
の
十
分
テ
ス
ト
で

確
認
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
資
料
編
」
も
含
め
て
二
層
化

し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
の
『
現
代
の
国
語
』
は
、

学
力
低
下
が
叫
ば
れ
て
い
る
今
、
ま
さ
に
有
効
に

使
え
る
教
科
書
に
編
集
さ
れ
て
い
る
。
思
考
力
を

鍛
え
な
が
ら
、
基
礎
学
力
の
定
着
も
図
れ
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、「
読
む
こ
と
」「
話
す
こ
と
・
聞
く

こ
と
」「
書
く
こ
と
」
の
学
習
材
か
ら
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
ま
で
学
習
者
の
興
味
関
心
を
引
き
出
す
魅

力
的
な
学
習
材
が
並
ん
で
い
る
。
事
実
、
一
つ
一

つ
の
学
習
を
実
践
し
て
い
く
と
、
楽
し
い
国
語
教

室
に
な
る
よ
う
に
教
科
書
が
で
き
て
い
る
。

　

今
回
は「
学
力
低
下
」の
窓
口
か
ら
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
開
発
を
述
べ
た
が
、
学
習
者
の
実
態
に
応
じ
な

が
ら
、
私
自
身
も
魅
力
的
な
学
習
材
を
有
効
に
利

用
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
も
進
め
て
い
き
た
い
。

〔さとう さとし〕最近は、
「マイクロパネルディスカ
ッション」や「ラジオＣＭ
づくり」といった「話す
こと 聞くこと」単元の開
発をしている。

佐藤 佐敏
新潟大学附属新潟中学校 基

礎
学
力
を
保
障

す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

２年「文法の窓」（右上）「文法のひろば」（中央・左）
導入としての「文法の窓」では、日常のことばをきっ
かけに言語のしくみに気づく。「文法のひろば」では、
簡潔な解説と問題により、知識の定着と活用をめざす。

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
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国
語
科
で
と
ら
え
る「
創
造
」

　

本
校
で
は
、
平
成
十
三
年
度
か
ら
十
五
年
度
に

か
け
て
、「
創
造
を
支
え
る
情
報
活
用
の
力
」
を

全
教
科
・
全
領
域
に
わ
た
る
新
し
い
学
校
づ
く
り

の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
推
進
し
て
き
た
。
以
下
、

国
語
科
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
に
つ
い
て

述
べ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

情
報
と
は
、
学
習
者
が
価
値
の
あ
る
も
の
と
し

て
受
信
し
た
も
の
で
あ
り
、「
情
報
」
と
し
て
の

価
値
が
学
習
者
自
身
の
中
に
立
ち
上
が
っ
て
初
め

て
情
報
と
言
え
る
。
さ
ら
に
国
語
科
で
い
う
情
報

と
は
、
主
と
し
て
こ
と
ば
や
こ
と
ば
の
周
辺
に
あ

っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
支
え
る
も
の
に
内

在
し
、「
情
報
」と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
、

思
考
や
表
現
を
創
造
的
に
成
立
さ
せ
る
働
き
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
語
科
に
お
い
て
創

造
と
は
、
こ
と
ば
と
こ
と
ば
、
こ
と
ば
に
内
在
す

る
情
報
の
結
び
つ
け
を
と
お
し
て
、
学
習
者
自
身

に
と
っ
て
の
意
味
や
新
し
い
ア
イ
デ
ア
や
表
現
な

ど
を
生
成
さ
せ
る
過
程
で
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る

と
考
え
る
。

「
創
造
を
支
え
る
情
報
活
用
」を
取
り
入
れ
る

　

創
造
的
な
思
考
力
・
想
像
力
は
、
一
つ
に
は
手

持
ち
の
情
報
と
情
報
、
そ
し
て
新
し
く
手
に
入
れ

た
情
報
を
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
、
つ
な
い
で
い

く
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
れ

ま
で
、
言
語
表
現
を
読
み
、
味
わ
っ
て
い
く
過
程

の
中
で
、
意
識
的
に
こ
と
ば
同
士
を
関
連
づ
け
た

り
、
つ
な
い
だ
り
結
ん
だ
り
し
て
自
分
な
り
の
意

味
・
イ
メ̶

ジ
を
創
造
し
て
い
く
学
習
の
開
発
を

す
る
べ
く
努
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

国
語
科
に
お
け
る
「
表
現
」
は
「
書
く
・
話
す
」

と
い
う
文
字
・
音
声
言
語
が
中
心
で
あ
る
。
し
か

し
、
映
像
や
画
像
を
組
み
合
わ
せ
た
効
果
的
な
表

現
の
工
夫
が
社
会
一
般
で
な
さ
れ
て
い
る
現
代
に

お
い
て
は
、
表
現
方
法
を
組
み
合
わ
せ
、
適
切
で

効
果
的
な
表
現
を
考
え
実
行
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
映
像
や
画
像
を

取
り
扱
う
授
業
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
で
、
学
習

者
自
身
に
発
信
者
の
立
場
に
立
っ
て
も
ら
い
、
情

報
を
自
ら
の
価
値
観
に
よ
っ
て
選
択
し
、
再
構
成

さ
せ
る
と
い
う
活
動
を
さ
せ
た
い
。

 

『
現
代
の
国
語
』
で
は
各
学
年
に
〈
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
〉
を
配
置
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
学
習
者
が

グ
ル
ー
プ
単
位
で
共
同
編
集
・
制
作
を
考
え
る
こ

と
の
で
き
る
内
容
で
あ
り
、
活
動
を
通
し
て
、「
話

す
・
聞
く
」「
書
く
」「
読
む
」
の
総
合
的
な
国
語

の
力
を
使
っ
て
学
習
を
進
め
て
い
く
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
学
習
者
の
生
活
の

場
に
応
じ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
興

味
関
心
の
高
ま
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。一
年「
学

校
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
つ
く
ろ
う
」
を
例
に
と

る
な
ら
ば
、
指
導
者
と
し
て
は
、「
ど
の
よ
う
な

記
事
が
読
み
手
に
喜
ば
れ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な

写
真
を
使
う
と
内
容
が
引
き
立
つ
の
か
と
い
う
よ

う
な
相
手
意
識
を
学
習
者
に
も
た
せ
て
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
完
成
に
近
づ
け
る
よ
う
に
し
向
け
た
い
」
と

考
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
留
意
点
も
、

学
習
者
が
教
科
書
を
読
む
こ
と
で
自
然
と
身
に
つ

け
、
活
動
で
き
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。

　

今
後
に
お
い
て
は
、『
現
代
の
国
語
』
の
〈
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
〉
を
は
じ
め
と
し
た
様
々
な
学
習

材
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
本
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

開
発
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。      

 〔いのうえ まさと〕 お茶
の水女子大学附属中学校
教諭。現在の興味関心は
「読書の効用」。生徒には
機会のあるごとに読書を
勧めている。

井上 雅登
お茶の水女子大学附属中学校 国

語
科
に
お
け
る

創
造
と
情
報
活
用

基
礎
学
力
を
保
障
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
／ 

国
語
科
に
お
け
る
創
造
と
情
報
活
用

1年「ワークショップ 学校案内パンフ
レットをつくろう」
主体的かつ総合的な言語表現活動の
場。コミュニケーションを中心にした
協働作業の中でことばの力を生かす。

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
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学
び
を
生
み
出
す

｢

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発｣

と｢

評
価｣

平成18年度版
『現代の国語』
『現代の書写』
教科書特集号

4

学
習
者
の
側
か
ら
学
び
を
捉
え
直
す

　

学
習
者
の
学
ぶ
意
欲
と
学
ぶ
力
を
育
て
る
た
め

に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
？　

こ
こ

で
は
、
文
学
的
文
章
の
読
み
を
例
に
し
て
考
え
て

み
た
い
。　

 

「
国
語
科
は
指
導
内
容
が
曖
昧
で
あ
り
、
何
を
教

え
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
現
場
の
声

を
よ
く
耳
に
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次

の
よ
う
な
三
分
法
（
注
）
が
参
考
に
な
る
。

① 

教
材
内
容
…
教
材
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と

（
筋
・
人
物
・
事
件
・
な
ど
）。

② 

教
科
内
容
…
国
語
科
固
有
の
知
識
や
技
術
。
ど

の
作
品
に
も
広
く
使
え
る
よ
う
な
文
学
の
読
み

方
。

③ 

教
育
内
容
…
国
語
科
と
い
う
教
科
を
超
え
た
内

容
。
文
化
的
・
価
値
的
側
面
も
含
む
。

　

国
語
科
の
指
導
で
は
、②
の
「
教
科
内
容
」

が
中
心
に
な
る
。
が
、
学
ぶ
意
欲
と
力
を
育

て
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
、
学
習
者
の
側
か

ら
捉
え
直
す
こ
と
が
必
要
に
な
る
。こ
れ
が
、

学
び
の
履
歴
と
し
て
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発

に
つ
な
が
る
。

読
み
方
の
習
熟
を
図
る

 

『
現
代
の
国
語
』
一
年
の
「
竜
」、「
ア
イ
ス

キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
」、「
空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗
り

の
キ
キ
」
の
三
作
品
を
対
象
に
考
え
て
み
た

い
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
教
え
る
べ
き
教
科
内

容
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

 
「
竜
」
で
は
、
人
物
の
心
情
や
性
格
を
読
み

取
る
際
、
言
動
を
表
す
描
写
に
注
目
す
る
。

こ
の
こ
と
が
「
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
売
り
」
の
人

物
の
心
情
や
性
格
を
読
み
取
る
力
に
つ
な
が
っ
て

い
く
。
ま
た
、「
竜
」
で
、
擬
声
語
・
擬
態
語
や

比
喩
表
現
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
太
郎

の
心
情
や
性
格
や
生
き
方
を
読
み
取
る
。
そ
こ
で

学
ん
だ
比
喩
表
現
の
読
み
取
り
方
は
、「
空
中
ブ

ラ
ン
コ
乗
り
の
キ
キ
」
で
も
生
き
て
働
き
、
象
徴

を
読
み
取
る
力
へ
と
高
ま
っ
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
に
、
指
導
者
側
か
ら
だ
け
で
な
く
、

学
習
者
の
学
び
の
履
歴
と
し
て
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

開
発
と
い
う
立
場
に
お
い
て
も
、『
現
代
の
国
語
』は
、

ど
の
学
習
材
で
ど
う
い
う
読
み
方
を
教
え
る
べ
き

か
を
精
選
で
き
る
よ
う
に
、
配
列
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
上
で
、
指
導
者
は
、
そ
う
し
た
教
科
内
容

が
学
習
者
の
学
び
の
履
歴
（
学
習
内
容
）
と
し
て

残
っ
て
い
く
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

人
物
の
心
情
を
読
み
取
る
に
は
ど
の
読
み
方
（
ツ

ー
ル
）
を
ど
の
よ
う
に
使
用
す
れ
ば
よ
い
か
と
い

う
「
方
略
」
が
学
習
者
に
内
面
化
さ
れ
る
よ
う
な

学
び
の
経
験
を
さ
せ
て
、
文
学
作
品
の
読
み
取
り

方
の
習
得
・
習
熟
を
図
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
営
み
が
三
年
間
積
み
重
な
っ
た
と

き
、
学
習
者
の
学
ぶ
意
欲
が
増
し
、
読
み
取
る
力

が
身
に
つ
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

（
注
）鶴
田
清
司（
一
九
九
九
）『
文
学
教
材
の
読
解
主
義
を
超
え
る
』明
治
図
書

〔かわの じゅんこ〕 小・中
学校の現場経験を経て、
現在、熊本大学教育学部
助教授。主な著者に『学び
を紡ぐ共同体としての国
語教室』（明治図書）などが
ある。

河野順子
熊本大学 学

習
者
の
学
び
の
履
歴
と

し
て
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発

|
文
学
の
読
み
を
中
心
に

１年「この教科書で学びたいこと」
各学習材におけるねらいを領域・ジャンル別に一覧で示すことにより、学習者
が主体的に「見通し」をもって学習に取り組める。また、ねらいに対応して設
けたメモ欄は学習の「振り返り」活動にも活用できる。

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
http://www.meijitosho.co.jp/shoseki/shosai.html?bango=4%2D18%2D356016%2D0
http://www.meijitosho.co.jp/shoseki/shosai.html?bango=4%2D18%2D356016%2D0
http://www.meijitosho.co.jp/shoseki/shosai.html?bango=4%2D18%2D356016%2D0
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評
価
の
種
類
と
目
的

 

「
評
価
」
に
は
、
目
的
か
ら
見
て
次
の
四
つ
の
種

類
が
あ
る
。

①
指
導
（
方
法
）
と・

・

・

・

し
て
の
評
価

②
指
導
計
画
と
指
導
内
容
の
改
善
の
た
め
の
評
価

③
説
明
責
任
を
果
た
す
デ
ー
タ
と
し
て
の
評
価

④
評
定
・
選
抜
・
集
団
編
成
の
た
め
の
評
価

 

「
評
価
」
と
い
う
こ
と
ば
を
聞
い
た
と
き
、
一
般

的
に
最
も
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
や
す
い
の
が
④
で
あ

る
。
④
を
保
護
者
や
子
ど
も
に
納
得
さ
せ
る
た
め

に
、
③
の
デ
ー
タ
性
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
②
は
戦
後
単
元
学
習
が
導
入
さ
れ
た
と

き
、
と
り
わ
け
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
教
科

書
の
縛
り
が
強
く
な
る
に
つ
れ
、
ほ
と
ん
ど
出
番

の
な
い
「
評
価
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
多
く
の

教
師
が
、
本
格
的
な
②
の
評
価
を
自
覚
し
な
い
ま

ま
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
こ
と
は
今
日
珍
し
く
な

い
。
け
れ
ど
も
、
私
が
評
価
に
関
し
て
い
ま
最
も

危
機
意
識
を
抱
い
て
い
る
の
は
、
①
の
「
指
導
方

法
と・

・

・

・

し
て
の
評
価
」
の
重
要
性
が
見
失
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
こ
と
で
あ
る
。

 

「
教
育
（
指
導
）」
に
と
っ
て
、「
評
価
」
は
「
他

の
何
か
」
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。「
評
価
」

は
「
教
育
（
指
導
）」
の
本
体
で
あ
る
。
こ
の
、「
評

価
」
即
「
指
導
」、
と
い
う
不
退
転
の
腹
の
据
え

方
の
上
に
、
評
価
の
勉
強
に
取
り
か
か
る
こ
と
が

何
よ
り
重
要
で
あ
る
と
痛
切
に
思
う
。
こ
れ
は
、

大
学
で
出
会
う
教
師
の
卵
（
学
生
）
た
ち
が
、
甘

い
ほ
め
言
葉
の
甘
さ
に
甘
く
、
叱
る
言
葉
や
と
が

め
る
言
葉
に
ひ
ど
く
お
び
え
る
様
子
を
見
る
た
び

に
、
噴
き
出
し
て
く
る
思
い
で
あ
る
。

書
く
行
為
・
作
文
の
評
価

 

「
総
合
的
学
習
の
時
間
」
が
導
入
さ
れ
た
と
き
、

ど
う
「
評
価
」
す
る
か
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
、

紙
の
上
の
客
観
テ
ス
ト
と
は
異
な
る
「
活
動
・
行

為
（
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）
評
価
」
の
困
難
に
多
く

の
人
が
気
づ
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は「
評
価
」

こ
そ
指
導
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
気

づ
く
た
め
の
得
が
た
い
機
会
で
あ
っ
た
。

 

「
聞
く
」「
話
す
」「
読
む
」「
書
く
」
行
為
の
評

価
は
、
す
べ
て
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（
行
為
）
評

価
」
で
あ
る
。
中
で
も
最
も
基
礎
的
な
「
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
評
価
」
は
、「
書
く
こ
と
・
作
文
」
の

評
価
で
あ
ろ
う
。
作
品
と
し
て
の
作
文
を
、
形
式

的
な
、
あ
る
い
は
表
面
的
な
内
容
の
良
さ
か
ら
評

価
す
る
の
で
な
く
、
作
品
を
通
し
て
「
書
き
手
」

の
「
書
く
行
為
」
そ
の
も
の
の
質
と
充
実
度
を
評

価
す
る
。
そ
れ
が
「
行
為
評
価
」
の
基
本
と
な
る
。

「
評
価
規
準
・
基
準
」
の
問
題

　

文
部
科
学
省
の
指
示
で
全
国
に
吹
き
荒
れ
た

「
評
価
規
準
・
基
準
」
作
成
の
嵐
は
、
そ
の
後
ど

う
な
っ
た
だ
ろ
う
か
。「
ひ
と
と
お
り
作
っ
て
ほ

っ
と
安
心
」、「
実
は
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
と
い

う
の
が
教
え
な
が
ら
の
実
感
」、
と
い
う
声
を
聞

く
こ
と
が
私
の
周
り
で
は
多
い
。

　

こ
の
「
評
価
規
準
・
基
準
」
は
「
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
評
価
」
の
た
め
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
気
づ

い
た
ら
、
直
ち
に
「
書
く
こ
と
・
作
文
」
の
評
価

規
準
・
基
準
（
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
）
の
策
定
に
協
働

し
て
取
り
か
か
る
べ
き
で
あ
る
。
単
元
、
学
期
、

年
間
、
小
・
中
・
高
の
各
校
種
段
階
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
に
ま
た
が
る
長
期
間
に
至
る
ま
で
、「
長
期

ス
パ
ン
の
規
準
・
基
準
（
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
）」
は

ま
ず
「
書
く
こ
と
・
作
文
」
で
こ
そ
可
能
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
完
成
し
た
と
き
、
冒
頭
に
掲
げ
た
①
②

③
④
四
つ
の
評
価
が
、
有
機
的
な
一
体
の
も
の
で

あ
る
こ
と
に
、
多
く
の
人
が
容
易
に
気
づ
く
で
あ

ろ
う
。
こ
の
基
本
が
据
わ
れ
ば
、「
書
く
」か
ら「
読

む
」「
聞
く
・
話
す
」
行
為
へ
と
、
評
価
の
射
程

は
自
然
に
伸
び
て
い
く
に
違
い
な
い
。

学
習
者
の
学
び
の
履
歴
と
し
て
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発 

／ 

四
つ
の
評
価

〔むらい まりこ〕 鳴門教育
大学助教授。小中学生の文
章表現の発達の魅力的す
がたを研究しています。大
学生との勉強は、読書の魅
力と作文分析法を課題とし
ています。

村井万里子
鳴門教育大学 四

つ
の
評
価

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/sougou/main14_a2.htm


「漢字探検」→「しくみから学ぶ漢字」
『
現
代
の
国
語
』

 

１ 

字
体
・
画
数
・
筆
順

『
現
代
の
国
語
』『
現
代
の
書
写
』
は
、
言
語
事
項
の
学
び
を
「
教
え
る
・
覚

え
る
」
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
ま
す
。

①
こ
と
ば
に
も
き
ま
り
や
し
く
み
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

② 

考
え
た
り
話
し
合
っ
た
り
す
る
活
動
を
通
し
て
、
き
ま
り
や
し
く
み
を

「
発
見
」し
て
い
く
。

③
日
常
の
言
語
生
活
を
振
り
返
る
た
め
の
手
が
か
り
と
す
る
。

④
国
語
科
の
学
習
や
他
教
科
の
学
習
に
役
立
つ
知
識
や
技
能
を
育
て
る
。

⑤
学
習
へ
の
関
心
・
意
欲
と
論
理
的
な
思
考
力
を
は
ぐ
く
む
。

平成18年度版
『現代の国語』
『現代の書写』「
言
語
事
項
」

　
　
　

学
習
材
の
系
列

『
現
代
の
書
写
』

12

1年
筆記具・
執筆・姿勢

楷書

楷書に
調和したかな
配列
・配置

行書

行書に
調和したかな

漢
字

語
句
・
語
彙

話
・
文
章
・
文

単
語

音
声

言
語
生
活

「グルー 　プで学ぶ漢字」

 

２ 

部
首

 

３ 

漢
字
の
成
り
立
ち

 

４ 

音
と
訓

１ 

熟
語
の
構
成

２ 

熟
語
の
意
味

３ 

熟
語
の
読
み

  

１ 

形
・
意
味
と
読
み

  

２ 

三
字
・
四
字
熟
語

性
質
と
様
子
／
こ
と
ば
／
交
通
／
植
物

／
生
活
／
ス
ポ
ー
ツ
／
感
情
／
動
作

水
／
地
／
動
作
／
自
然
／
食

／
音
楽
・
芸
能
／
住
／
衣

人
間
関
係
／
思
考
／
心
理
／
性
格
／

経
済
／
評
価
／
動
作
／
社
会
・
環
境

◇
情
報
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

　
　

１
年　
「
国
語
辞
典
」 「
漢
和
辞
典
」

　
　

２
年　
「
こ
と
ば
の
辞
典
」 「
漢
文
の
基
礎
」

　
　

３
年　

 「
生
活
と
辞
典
・
事
典
」　

「
文
法
の
総
ま
と
め
」

一 さあ始めよう

二 ていねいに
書こう

三 かなを交えて
書こう

四 漢字を速く
書こう

 

１
年

 

２
年

 

３
年

学
び
を
生
み
出
す

｢

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発｣

と｢

評
価｣

平成18年度版
『現代の国語』
『現代の書写』
教科書特集号
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「
読
む
こ
と
」の
復
権

13

「
言
語
事
項
」
学
習
材
の
系
列

2・3年 1年

「グルー 　プで学ぶ漢字」「文法の窓」→「文法のひろば」「ことば発見」

性
質
と
様
子
／
こ
と
ば
／
交
通
／
植
物

／
生
活
／
ス
ポ
ー
ツ
／
感
情
／
動
作

人
間
関
係
／
思
考
／
心
理
／
性
格
／

経
済
／
評
価
／
動
作
／
社
会
・
環
境

 

１ 

こ
と
ば
の
ま
と
ま
り

 

２ 

文
の
組
み
立
て

  

３ 

単
語
の
い
ろ
い
ろ

  

４ 

名
詞

１ 

動
詞
・
形
容
詞

・
形
容
動
詞

２ 

副
詞
・
連
体
詞
・
接
続
詞
・
感
動
詞

１ 

助
詞
・
助
動
詞

２ 

た
し
か
な
表
現
の
た
め
に

２ 

慣
用
句

１ 

多
義
語

４ 
方
言
と
共
通
語

　

３  

類
義
語
と
対
義
語

の
意
味
と
用
法

２ 
日
本
語
の
音
節

５ 

辞
書
的
な
意
味
と

 

文
脈
上
の
意
味

４ 

話
し
こ
と
ば
と
書
き
こ
と
ば

３ 
接
続
す
る
語
句

２ 

指
示
す
る
語
句

１ 

擬
声
語
と
擬
態
語

１ 

和
語
・
漢
語
・
外
来
語

三 かなを交えて
書こう

四 漢字を速く
書こう

書
き
初
め

五 

学
習
の
ま
と
め

書
き
初
め

生
活
に
生
か
そ
う

一 はじめに確認
しよう  　

二 行書を使いこなそう

三 全体を整えて
書こう  　

３ 

敬
語



14

学
び
を
生
み
出
す

｢

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発｣

と｢

評
価｣

平成18年度版
『現代の国語』
『現代の書写』
教科書特集号

4

ここが魅力 
　授業改善の理論と実践の両面にわたる知識と
取り組みの手がかりを得ることができます。こと
ばを大切にする言語の力を備えた子どもの育成
に取り組もうとする際の、テキストの役割を果た
してくれる本といえます。

内容紹介
 「はじめに」では「学ぶということが、さまざま
な要素のかかわりの中に存在するとき、そこでは、
コミュニケーションが行われる。このコミュニ
ケーションこそ、ことばを学ぶということに機能
する学びの行為である。」と述べられます。こと
ばの学びの成立にはコミュニケーションという
学びの場の成立が欠かせないという筆者の考え
がここにあります。こうして、本書では、コミュ
ニケーションという学びに力点が置かれ、具体的
な指導改善の進め方が述べられることになりま
す。本書を貫くのは、どのように創意を生かした
授業をつくりあげるかという問いかけです。
　この課題意識のもと、カリキュラム構成のあり
方、学びを活性化させる評価システムの実際が示
されます。特に評価に関しては、その本来の機能
からとらえられ、多面的・多角的な評価を目指す
ことが説かれます。
　日々の指導改善に悩む先生方の立場に立って
記述されていますので、読者の先生方にとって現
実的な内容になっていることも、本書の魅力です。

ここが魅力 
　基礎基本のとらえ方、思考力・問題解決能力、
個に応じる指導などが平易に述べられ、効果的な
カリキュラム開発をどう進めるかが理解できる本。

内容紹介
　学力向上に関する指導計画から工夫の生かし
方まで、貴重な示唆を与えてくれる本です。
　当面の課題の把握、課題対応をどう実際の指導
に結びつけるか、指導改善をこどもの意欲的活動
と結びつけるための理論と方法がここにあります。
　本書の中心となる課題の基本解明と実際の指
導へのアドバイスは、次のように構成されています。
１章　確かな学力形成をどう考えるか
　確かな学力のとらえ方、学習指導の重点、総合、
選択のとらえ方、学力評価の考え方が明らかにさ
れています。
２章　確かな学力の諸能力をどう形成するか
　学習改善の中心になる基礎基本の定着、知識技
能の形成、学ぶ意欲の形成を中心に記述されます。
３章　確かな学力指導にどう取り組むか
　教育課程の編成、わかる授業、個に応ずる指導、
問題解決的な学習活動の進め方などが具体的に
示されます。モジュールを活用する指導、少人数・
習熟度別指導の工夫に関する記述なども、実際の
取り組みにヒントを与えてくれます。
４章　自ら学ぶ態度を育てる学習力の形成
　指導改善の進め方が明示されます。

髙木展郎
『ことばの学びと評価

国語科授業への視角』
（三省堂　2,100 円　2003 年）

高階玲治
『今日から始める実践課題の
 基礎・基本 No.6
今日から始める「確かな学力」

指導の基礎・基本』
（教育開発研究所　2,500 円　2004 年）

学習指導に関する課題と
カリキュラム開発のヒントを
得られる

ことばの学びを中心に、総合的な
学習を含むカリキュラム開発の
ヒントを得られる

「カリキュラム開発」「評価」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4月現在のもの（税込）です。

A
B
C

C CBB

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://www.kyouiku-kaihatu.co.jp/02_book/book_text.cgi?001316&13
http://www.kyouiku-kaihatu.co.jp/02_book/book_text.cgi?001316&13
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カリキュラムに関する基礎的な
理解と開発のヒントを得られる

ここが魅力 
　教育目標を分類的にとらえ、指導・学習の展開、
評価の位置づけの、いわば原点が理解できます。

内容紹介
　この本からカリキュラム作成と評価の位置づ
けに関して学ぶことによって、指導目標のとらえ
方、学習指導の展開および評価とその工夫のとら
え方が広がり、奥行きが出るに違いありません。
目標達成、効果的な指導の意味、指導改善に機能
する評価の理解が深まり、指導の構想、カリキュ
ラム策定への取り組みが意図的なものになるも
のと思われます。
　全体の主な内容は
Ⅰ　教育と計画
　学習過程の構成要素、教育目標群の設定、指導
のねらいの完全習得を目指す学習の実際など。
Ⅱ　教授過程における評価の利用
　総括的評価、診断的評価、形成的評価に関する
基本的な事柄、実際の取り組みの進め方、結果の
利用など。
Ⅲ　認知的、情意的教育目標に関する評価技法
　知識・理解の目標、情意的目標に関する評価技
法の実際、テストの問題と作成など。
Ⅳ　評価システム
の四つの章によって構成されています。
　教育目標の分類学（タキソノミー）には異論も
ありますが、基礎的な本として一読を勧めます。

ここが魅力 
　カリキュラムとはどういうものか、カリキュラ
ム開発に何が求められるかが、多角的に、しかも
わかりやすく述べられています。

内容紹介
　私たちは、日ごろ漠然と、カリキュラムの構成
要素、改善を支える内容などをとらえていて、そ
れほど理論的、分析的には考えていません。指導
にあたっても、ときに学力向上という立場から効
率化を意識し、当面する課題への対応から特色あ
る計画の立案を行うことはあります。しかし、こ
れ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、この点を意識して、カリキュラム研
究の歴史、理論的前提などをふまえ、当面する課
題への対応、教科における開発の重点、学習者の
発達の視点などを明らかにしているのです。
　例えば、情報教育のカリキュラムに関しては、
①情報活用能力の基本理解、②イギリスにおける
カリキュラム開発、③わが国におけるカリキュラ
ム、④小・中・高等学校の情報教育について述べ
られます。多角的な情報が与えられることによっ
て、当面する課題、実際の指導に織り込むべきこ
とが明確になります。
　こうした、指導改善を意識した具体的な記述は、
実態に即した計画の策定、自校に求められる指導
の工夫に貴重な示唆を与えてくれます。

Ｂ・Ｓ・ブルーム他
『教育評価法ハンドブック
  ̶教科学習の形成的評価と

総括的評価』
（第一法規　現在品切れ中）

安彦忠彦
『新版カリキュラム研究入門』
（勁草書房　2,730 円　1999 年）

「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
」「
評
価
」へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に 教育評価に関する

基礎的な理解を得られる

参考図書のご紹介

「カリキュラム開発」「評価」への理解 を深めるために

B CA B

http://www.keisoshobo.co.jp/
http://www.keisoshobo.co.jp/
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文
字
表
現
は
音
声
や
映
像
・
画
像
と
の
組
み

合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
彩
な
表
現
が
可
能

に
な
っ
た
。
し
か
も
デ
ジ
タ
ル
の
ス
チ
ル
・
ビ

デ
オ
カ
メ
ラ
の
進
歩
に
よ
り
、
個
人
が
手
軽
に

楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

生
徒
た
ち
の
言
語
生
活
の
変
化
も
著
し
い
。

彼
ら
の
好
む
音
楽
は
、
こ
と
ば
と
音
ば
か
り
で

な
く
映
像
も
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
。
彼

ら
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ゲ
ー
ム
で
だ
っ
て
、
よ

り
リ
ア
ル
な
映
像
や
作
曲
家
に
よ
る
本
格
的
な

Ｂ
Ｇ
Ｍ
を
楽
し
み
な
が
ら
、
な
ま
じ
な
小
説
な

ど
よ
り
も
複
雑
な
物
語
世
界
に
熱
中
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
に
対
し
て
、
そ
れ
で
も

文
字
で
し
か
表
現
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
と
疑
問
を
抱
く
。

　

文
字
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
世
界
で
し
か
語

り
得
な
い
こ
と
は
実
は
ほ
ん
の
一
握
り
し
か
な

く
て
、
も
っ
と
多
く
の
手
段
で
、
私
た
ち
は
自

ら
の
内
な
る
も
の
、
私
た
ち
を
取
り
巻
く
世
界

の
こ
と
に
つ
い
て
、
豊
か
な
感
受
性
を
も
っ
て

表
し
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た

社
会
に
生
き
る
生
徒
た
ち
が
教

室
で
向
き
合
う
学
習
材
の
世

界
は
、
本
当
に
価
値
高
い
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
不

安
に
も
な
る
。

　

現
代
の
文
字
・
音
・
映
像

が
融
合
さ
れ
た
複
合
的
な
表
現

を
ど
う「
読
む
の
か
」と
い
う
問
題
は
、

メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
形
式
的
に
と
ら
え

て
い
た
の
で
は
解
消
で
き
な
い
根
の
深
い
問
題

と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
中
学
生
を
も
対
象
と

し
た
商
業
戦
略
が
横
行
す
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の

現
状
は
、
現
代
の
表
現
を
有
益
な
も
の
と
し
て

楽
観
視
で
き
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

情
報
量
の

圧
倒
的
な
差
異

２
　

文
字
だ
け
で
表
現
さ
れ
て
い
る
学
習
材
は
、

絵
や
音
の
な
い
分
、情
報
は
凝
縮
さ
れ
て
お
り
、

理
解
す
る
た
め
の
い
わ
ゆ
る
「
読
む
力
」
は
高

度
な
も
の
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
も

あ
る
。

　

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
教
室
に
お
け
る
「
読

み
の
授
業
」
の
必
然
性
を
支
え
て
い
る
の
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
、
や
は
り
現
代
社
会
に
お

現
代
社
会
に
お
け
る

表
現
方
法
の
広
が
り

１

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）

読むことの学習と
さまざまな表現の可能性

4

http://www.lesis-k.com/
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け
る
複
合
的
表
現
世
界
と
、
文
字
だ
け
で
表
現

さ
れ
て
い
る
学
習
材
の
世
界
と
の
間
に
は
、
提

示
さ
れ
る
情
報
量
に
大
き
な
格
差
が
あ
る
と
考

え
る
。

　

複
数
の
表
現
方
法
を
効
果
的
に
重
ね
合
わ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
表
現
内

容
は
増
幅
さ
れ
、
情
報
量
は
増
大
す
る
の
だ
。

　

テ
レ
ビ
番
組
を
見
な
が
ら
話
を
す
る
中
学
生

た
ち
の
様
子
を
観
察
し
て
み
る
と
よ
く
わ
か
る

こ
と
だ
が
、
授
業
に
お
け
る
話
し
合
い
よ
り
も

圧
倒
的
に
多
く
の
情
報
を
操
作
し
な
が
ら
話
し

合
い
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
話
し
合
い
の
場
に
提
示
さ
れ
る
情
報
量
の
格

差
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
か
ら
の
教
科
書
は
、
提

示
す
る
情
報
量
を
ど
う
増
や
し
て
い
く
か
と
い

う
課
題
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私

た
ち
も
、
こ
の
新
し
い
表
現
世
界
を
読
み
解
く

た
め
の
「
読
む
力
」
を
つ
け
る
授
業
を
構
想
し

て
い
き
た
い
。

現
代
の
表
現
世
界
を

「
読
む
力
」

３
　

こ
こ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
現
代
の
表

現
世
界
を
読
み
解
く
た
め
に
必
要
な
力
を
私
な

り
に
整
理
す
る
と
、
以
下
の
三
点
に
集
約
さ
れ

る
。現

代
の
表
現
世
界
を
読
み
解
く

た
め
に
必
要
な
「
読
む
力
」

① 

複
数
の
表
現
方
法
の
組
み
合
わ
せ

が
も
た
ら
す
表
現
の
増
幅
効
果
に

対
す
る
理
解
力
。

② 

膨
大
な
情
報
を
整
理
し
、
操
作
す

る
力
。

③ 
対
象
を
明
確
に
し
た
戦
略
的
な
表

現
に
対
す
る
理
解
力
。

　

そ
し
て
、
こ
こ
に
あ
げ
た
「
読
む
力
」
を
基

礎
と
し
て
、
複
合
的
な
表
現
世
界
を
自
ら
構
築

し
て
い
く
力
が
育
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
重
視
さ
れ
る

昨
今
、
大
学
で
も
講
義
を
行
う
が
、
依
然
と
し

て
文
字
言
語
表
現
に
固
執
し
、
原
稿
を
読
む
だ

け
の
表
現
活
動
し
か
で
き
な
い
学
生
も
多
い
。

や
は
り
も
っ
と
早
い
段
階
か
ら
、
文
字
・
音
・

映
像
を
融
合
し
た
複
雑
な
表
現
世
界
に
向
き
合

い
、
理
解
す
る
能
力
を
育
成
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

資
料
を
効
果
的
に
読
む

説
明
文
の
授
業

 

｜  「
ク
ジ
ラ
の
飲
み
水
」（
１
年
）の

場
合

４

 

『
現
代
の
国
語
』
に
は
、
一
年
生
の
説
明
文
学

習
材
と
し
て
「
ク
ジ
ラ
の
飲
み
水
」
が
あ
る
。

こ
の
学
習
材
に
は
、
図
・
写
真
、
グ
ラ
フ
に
よ

る
資
料
が
と
て
も
豊
富
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
説
明
文
学
習
材
で
は
、
文
章
の
中

の
説
明
を
補
足
し
た
り
、
わ
か
り
や
す
く
し
た

り
す
る
補
完
的
な
意
味
で
資
料
が
添
え
ら
れ
て

い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
学
習
材
で
は
、

視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
手
に
豊
富
に
提
供

す
る
こ
と
で
、
表
現
さ
れ
て
い
る
内
容
を
よ
り

効
果
的
に
伝
え
よ
う
と
い
う
、
積
極
的
な
ね
ら

い
が
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
表
現
手
法
は
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
手
法
で
あ
る
。
限

ら
れ
た
時
間
の
中
で
効
果
的
に
説
明
し
よ
う
と

す
る
と
、
目
で
見
て
す
ぐ
に
理
解
で
き
た
り
、

話
の
展
開
に
即
し
て
参
照
で
き
る
視
覚
的
資
料

を
効
果
的
に
用
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。

　

文
章
に
対
し
て
視
覚
的
な
資
料
を
添
え
る
こ

読
む
こ
と
の
学
習
と
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
の
可
能
性

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

と
で
、
同
じ
説
明
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
、

説
明
し
た
い
内
容
を
よ
り
わ
か
り
や
す
く
し
た

り
、
情
報
量
を
効
果
的
に
増
や
し
た
り
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
。

　

こ
う
い
っ
た
効
果
に
目
を
向
け
、
視
覚
的
な

資
料
の
は
た
ら
き
を
学
ぶ
こ
と
で
、
よ
り
深
い

学
習
材
理
解
が
可
能
と
な
る
と
と
も
に
、
先
に

あ
げ
た
「
複
数
の
表
現
方
法
の
組
み
合
わ
せ
が

も
た
ら
す
表
現
の
増
幅
効
果
に
対
す
る
理
解

力
」
も
育
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
学
習
者
自
身
が
視
覚
的
な
資
料
を

効
果
的
に
用
い
た
表
現
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

と
考
え
る
。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
説
明
的
な
文
章
に
お
い

て
、「
簡
単
で
わ
か
り
や
す
い
表
現
」
が
い
か

に
重
要
か
と
い
う
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
も
大

切
で
あ
る
。
こ
の
説
明
文
も
、
資
料
を
全
く
使

わ
な
け
れ
ば
、
ど
れ
だ
け
の
分
量
の
説
明
が
必

要
と
な
る
か
、
ま
た
ど
の
部
分
が
表
現
で
き
な

く
な
っ
て
し
ま
う
か
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
き

た
い
。

　

そ
う
し
た
実
感
を
も
つ
こ
と
で
、
視
覚
的
資

料
の
必
要
性
が
実
感
さ
れ
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ

ョ
ン
能
力
に
最
も
重
要
な
わ
か
り
や
す
さ
を
追

求
す
る
姿
勢
が
形
成
さ
れ
る
と
考
え
る
。

新
た
な
表
現
の

可
能
性
に
ふ
れ
る　

 

｜ 
「
初
天
神
」（
１
年
）の
場
合 

５
　

一
年
生
の
資
料
編
に
掲
載
し
た
「
初
天
神
」

は
、
近
年
話
題
に
な
っ
た
落
語
絵
本
か
ら
の
採

録
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
、
落
語
と
い
う
話
芸
を
文
章
に
直

し
、
さ
ら
に
絵
を
加
え
て
絵
本
に
す
る
と
い
う

ア
イ
デ
ア
の
斬
新
さ
に
は
驚
き
と
お
も
し
ろ
さ

を
感
じ
る
。
こ
う
し
た
新
し
い
表
現
形
態
が
落

語
の
入
り
口
に
な
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。

　

こ
の
学
習
材
に
つ
い
て
は
、
落
語
の
語
り
口

そ
の
ま
ま
の
文
体
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

ぜ
ひ
音
読
に
力
を
注
ぎ
た
い
。
や
は
り
テ
ン
ポ

と
間
合
い
は
大
切
だ
し
、
複
数
の
人
物
の
特
徴

を
理
解
し
て
声
色
を
使
い
分
け
な
が
ら
読
ん
で

い
き
た
い
と
こ
ろ
だ
。

　

私
は
先
に
、
複
合
的
な
表
現
世
界
を
理
解
す

る
力
と
し
て
、「
対
象
を
明
確
に
し
た
戦
略
的

な
表
現
を
理
解
す
る
力
」
と
い
う
も
の
を
あ
げ

た
。
商
業
主
義
に
毒
さ
れ
た
宣
伝
や
広
告
の
戦

略
的
な
表
現
に
は
う
ん
ざ
り
す
る
こ
と
が
多
い

が
、
一
方
で
、
落
語
の
世
界
の
よ
う
に
、
お
客

を
笑
わ
せ
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
こ
と
ば

を
戦
略
的
に
用
い
て
い
る
世
界
も
あ
る
こ
と
を

学
習
者
に
知
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
。

　

ゆ
え
に
、
こ
の
学
習
材
を
用
い
た
学
習
の
到

達
点
を
、
書
か
れ
て
あ
る
内
容
を
深
く
理
解
す

る
こ
と
に
お
く
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
話
し

方
を
う
ん
と
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聴
い

て
い
る
も
の
を
笑
わ
せ
る
こ
と
に
お
い
て
み
た

い
。
聴
い
て
い
る
友
達
を
笑
わ
せ
る
た
め
に
学

習
を
進
め
る
な
ど
と
い
う
国
語
科
の
授
業
が
か

つ
て
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
お
お
い
に
教
室
で
楽

し
み
た
い
。

　

私
た
ち
は
、
急
激
な
技
術
革
新
の
中
で
、
視

覚
的
表
現
を
中
心
に
表
現
の
可
能
性
を
飛
躍
的

に
ひ
ろ
げ
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

は
、
い
わ
ゆ
る
理
解
の
領
域
に
も
変
革
を
起
こ

し
て
い
る
。

　

複
雑
な
表
現
世
界
と
の
関
係
を
、
必
要
性
に

よ
っ
て
結
ぶ
こ
と
も
重
要
だ
が
、
遊
び
の
道
具

と
し
て
の
楽
し
み
も
い
っ
そ
う
広
が
っ
て
い
る

こ
と
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

　

そ
れ
は
、
技
術
革
新
の
陰
で
最
も
お
も
し
ろ

み
を
増
し
た
ツ
ー
ル
が
「
こ
と
ば
」
で
あ
る
と

考
え
る
か
ら
だ
。
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『
現
代
の
国
語
』
に
お
い
て
は
、
学
習
材
一
つ
一
つ

に
つ
い
て
、
画
像
を
多
数
配
し
た
り
、
上
に
示
す
よ

う
に
説
明
文
学
習
材
に
グ
ラ
フ
な
ど
の
資
料
を
入
れ

る
な
ど
、
よ
り
適
切
な
情
報
を
提
供
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
三
省
堂
の
国
語

教
科
書
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
こ
と
ば
と
学
び
の
宇
宙
」

（http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/

）は
、

こ
こ
に
構
想
す
る
学
び
を
適
切
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
資

料
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

読
む
こ
と
の
学
習
と
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
の
可
能
性

「クジラの飲み水」（１年）
図や写真、グラフなど豊富な視覚的資料が提示されている。今、「読む
こと」の力は、文字からだけでなく、このような資料から供給される
情報を読む力が必要となってきている。

「ユニバーサルな心を目指して」（１年）（右）と「松と杉」（３年）
『現代の国語』では、図版のキャプションも「読む」素材としてとらえられており、本
文との関連を考慮した解説が付けられている。

「初天神」（１年）
落語の語り口そのものの
文体は、テンポや間合い、
声色などに工夫をして音
読を楽しんでみたい。聴
いている友達を笑わせる
ための学習ができたらお
もしろい。

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/index.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/index.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/index.html
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メディア・ミックス
media mix　  複合情報媒体

ダイアローグ
dialogue　  対話

　メディア・ミックスはさまざまな情報媒体を統合して用いるプレゼ
ンや舞踏、演劇、映画をはじめとした日常生活の中での統合的な情報
の伝達・活用などの際に用いられる考え方である。似た考え方に「マ
ルチメディア」があり、こちらは主にコンピュータ上で言語・音声・
画像など他種類の情報媒体を用いるシステムにおいて使用される。ま
た、写真や絵、テープやＣＤ、コンピュータのプレゼンソフトなどを用
いて行うスピーチやプレゼンについても、音声・文字・映像などの多種

類の情報の組み合わせであることから、メディア・ミック
スの視点を取り入れていくことが可能である。そうする
ことで、服装や動作、声の調子や話す速度など、発表
者自身がそのまま情報媒体となるという意識が生まれ、
プレゼンソフトだけに頼った表現から、メディア（発表
者の雰囲気や状況をも含む情報媒体）をどのように組み
合わせて、効果的な発表や表現活動を行うかに視野がひ
ろがる。演劇や映画の演出効果やテレビコマーシャルな
どの分野では比較的進んでいることではあるが、今後
学校においても、さまざまなパフォーマンスの構築と
評価について、メディア・ミックスの視点を取り入れて
再検討していく必要があるだろう。

　ダイアローグとは「対話」を意味し、カンバセーション
（会話）とは異なる。会話は知り合い同士の、お互いの知っ
ている事柄を前提としてなされるものであるのに対し
て、対話は片方にとって、ときには双方にとって知らな
い事柄についてなされるものであり、単なる「向かい合っ
てする会話」ではない。自由に考えや思いを伝え合うこ
とにより、自分と相手の思考のプロセスに注意を払いな
がら、相互理解と共通理解を見出し、協働を進めるため
のコミュニケーションである。したがって、プレゼン
テーションの際にテクニックを駆使してスピーチする
だけであったり、会話を一方的に支配して自分に都合
よく運んだりするやり方はあてはまらない。

　つまり、ダイアローグにおいては、自分の都合のよい解釈は許されず、
どこまでも相手の文脈に寄り添うことが求められる。その意味では、
ダイアローグは「知らない」ということに対して開かれていて、話す
ことよりも相手の言うことを「聞くこと」に重点が置かれているともい
えるだろう。ちなみに、対義語としてあげられるモノローグ（独話）は
他者を前にしていても自分だけで話している状態を意味し、相手が話
した内容を自分の都合のよいように解釈してしまうことも含まれる。

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 カ
タ
カ
ナ
語

もっと知りたいときは…

平田オリザ
『演劇入門』
1998年　講談社

気になる

4

もっと知りたいときは…

第２年次報告書
『試行としてのメディア
・ミックス教材の開発』

1990 年
日本視聴覚教育協会

http://shop.kodansha.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=1494228
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　ミッションは、多く「ステートメント（宣言すること）」に結びついて
表現される。企業の「ミッション・ステートメント」は、社会的な責任
をはっきりと宣言することである。これが企業設立・運営の基本的な
コンセプトになっていることが望ましい。つまり、何のためにその企
業が必要なのか、社会において果たす役割は何なのか、何を提供でき
るのかなどが問われる。学校経営もＰＤＣＡのマネジメントサイクル
による組織・運営が一般化しつつある。教育課程の編成・実施（教育
活動のプロセス）、その結果としての学習者の変容の観
点（教育活動の成果）、組織・設備面における観点（管理・
運営のあり方）、さらに家庭・地域社会との連携や開か
れた学校づくりの観点（地域の学校づくり）の中などで
機能している。学校教育は、生徒の健全育成、能力や学
力の開発を基本的なミッションとするが、組織としての
学校を個別に検討するのであれば、その学校の存在意義
として、使命や役割を学校独自の教育理念や方針、それ
を具現化した教育活動という形で明らかにする必要があ
るといえる。今後は、各学校が「ミッション・ステート
メント」をどう位置づけていくのかが、問われることに
なるだろう。

ミッション
mission　  使命・役割

コンピテンス
competence　  能力・力量

　コンピテンスは、そのまま訳せば「能力」ということ
になる。人は本来、さまざまな環境から情報を集め、そ
れを自分なりに解釈・加工して、能動的に環境に働きか
け、環境を操作するものであり、そのような環境との関
わりの中で「有能（コンピテント）」を追求しようとする。
つまり、コンピテンスは、「効果的に環境と相互作用す
る能力」と言い換えることができる。これは単に、環境
に適応することだけでなく、交渉の積み重ねの結果、そ
れを変えていく行動であるため、周囲との関わりの中で
育成する必要があるといえる。
　学力ということを考えたとき、計測可能な学力（アビ
リティ）だけを「学力」とすることの不合理性から、コ
ンピテンスの「相互交渉」という側面が注目されはじめた。対人関係
能力や社会への自立的適応能力として、社会的能力や情緒面も含めた
捉え方を「学力」をするのが適切であるという視点からである。「社会
的コンピテンス」という言い方もされる。このことは、「学力」を個人
内に閉じたものとみるのではなく、社会という関係性の中で捉えるべ
きことを示唆している。今後の学校教育においては、コンピテンスを
視野に入れた「学力」観が重要になってくるだろう。

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…

パトリシア=
ジョーンズ他著、
堀紘一 翻訳

『世界最強の社訓』
2001 年　講談社

もっと知りたいときは…

日本教育方法学会編
『確かな学力と

指導法の探究』
2004年　図書文化社

http://shop.kodansha.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2110733
http://www.toshobunka.co.jp/books/booksapp/isbn/ISBN4-8100-4437-8.asp
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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

評価資料

SNP

　

平
成
十
八
年
度
版
『
現
代
の
国
語
』

『
現
代
の
書
写
』
で
は
、
学
校
現
場

で
指
導
と
評
価
の
一
体
化
を
今
ま
で

以
上
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
、「
年
間

学
習
指
導
・
評
価
計
画
資
料
」
を
作

成
し
、
目
標
に
準
拠
し
た
年
間
指
導

計
画
例
と
評
価
規
準
例
を
ご
提
案
し

ま
す
。

　

こ
の
資
料
は
、
本
年
五
月
下
旬
に

冊
子
と
し
て
発
行
す
る
と
と
も
に
、

三
省
堂
国
語
教
科
書
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

「
こ
と
ば
と
学
び
の
宇
宙
」（http://

tb.sanseido.co.jp/kokugo/

）

で
も
公
開
い
た
し
ま
す
。

平成18年度版『現代の国語』
「年間学習指導・評価計画資料」　学習材の評価規準

「評価方法」
評価をする際
に指導者が見
るポイントを
示している。

「○」と「☆」
「○」はＡ規準
を、「☆」はＢ
規準を実現で
きない学習者
への手当てを
示している。

「評価の観点」
学習材の主領
域の項目には、
価値目標と技
能目標をそれ
ぞれ示してい
る。

「学習目標」
教科書の「この教科書で学びたいこと」にあたる。

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
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平成18年度版『現代の国語』『現代の書写』評価資料の特長
１ 『現代の国語』『現代の書写』の学習指導計画と評価に必要な資料は、
　  「年間学習指導・評価計画資料」一冊ですべてカバーしています。
２ 『現代の国語』では、
（１）本編のすべての学習材について評価規準を掲載しました。
（資料編は「読むこと」の学習材について掲載しました。）

（２）目標に準拠した評価をよりスムーズに進められるよう、「評価の観点」について、
①一学習材につき一つの領域にしぼりました。
②すべての学習材に、「関心・意欲・態度」と
　「言語についての知識・理解・技能」の評価規準を掲載しました。

『現代の書写』も、同様の観点で作成しました。
３ 自己評価・相互評価用資料として、「学習者用評価資料（仮題）」を作成しました。

「学習者用評価資料（仮題）」
学習者に対しても目標と評価規準を提示し、より確実な基礎・基本の定着をはかります。
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学
習
指
導
要
領
の
見
直
し
を
検
討
し
て
い

る
中
央
教
育
審
議
会
教
育
課
程
部
会
の
各
教

科
等
専
門
部
会
の
議
論
に
は
、
時
に
違
和
感

を
感
じ
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
算
数
・
数

学
専
門
部
会
で
複
数
の
委
員
が
、「
数
理
の

体
系
は
美
し
い
」
と
か
「
自
分
が
学
生
時
代
、

勉
強
し
て
い
て
、
そ
の
美
し
さ
に
感
動
し
た

経
験
が
忘
れ
ら
れ
な
い
」
と
い
っ
た
趣
旨
の

発
言
を
し
て
い
た
。

　

数
学
の
体
系
は
美
し
く
、
た
と
え
小
学
校

の
算
数
で
も
、
そ
の
体
系
に
則
し
て
教
科
内

容
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
、
こ
れ
ま

で
考
え
ら
れ
て
き
た
。つ
ま
り
、体
系
を
保
守

す
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ど
う
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
考
え

方
が
強
す
ぎ
る
と
、
体
系
を
理
解
で
き
な
い

子
ど
も
は
悪
い
子
で
、
人
は
み
な
数
理
の
体

系
に
ひ
れ
伏
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
に
な
ら

な
い
か
。
人
間
の
ほ
う
が
そ
の
体
系
内
容
に

合
わ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
教
師
の
態
度
が
多
く
の
子
ど
も
を
数

学
の
楽
し
み
か
ら
遠
ざ
け
て
き
た
の
で
は
な

い
か
。

　

そ
う
し
た
系
統
主
義
的
な
価
値
観
は
、
例

え
ば
道
徳
教
育
を
検
討
す
る
専
門
部
会
の
議

論
に
も
垣
間
見
え
る
。「
道
徳
教
育
を
き
ち

ん
と
や
れ
ば
、
学
校
は
よ
く
な
る
」
と
元
教

科
調
査
官
の
大
学
教
員
が
述
べ
た
。
道
徳
教

育
の
「
完
成
さ
れ
た
体
系
」
に
子
ど
も
た
ち

が
合
わ
せ
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
す
べ
て
う
ま

く
い
く
、
と
い
う
発
想
だ
が
、
で
は
ど
う
し

て
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
で
き
な
か
っ
た
の
か
が

問
題
に
な
る
は
ず
だ
。

 
「
個
人
」
が
膨
張
し
す
ぎ
、「
自
由
」
の
袋

小
路
に
は
ま
り
込
ん
で
い
る
の
が
現
代
人
だ

と
し
て
、
で
は
、
人
々
の
価
値
観
を
昔
に
後

戻
り
さ
せ
れ
ば
問
題
は
解
決
す
る
の
か
。

　

数
学
の
体
系
が
美
し
い
の
は
理
解
で
き

る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
完
成
度
を
高
め
、
革
新

を
進
め
て
ほ
し
い
と
思
う
。
し
か
し
、
子
ど

も
向
け
に
教
材
化
す
る
場
合
は
、
手
立
て
の

工
夫
が
必
要
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
数
学
の
教

科
教
育
研
究
の
存
在
意
義
は
、
そ
の
辺
り
に

あ
る
は
ず
で
あ
り
、
教
育
学
部
の
教
員
が
理

学
部
の
教
員
と
同
じ
よ
う
な
研
究
を
し
た
っ

て
仕
方
が
な
い
と
思
う
の
だ
。

［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。

体系は
大事だが…

教育ジャーナリスト

矢内 忠

編
集
後
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

第
11
号

二
〇
〇
五
年
五
月
三
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
行
所
〕
株
式
会
社　

三
省
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一
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一
ー
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三
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京
都
千
代
田
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三
崎
町
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ー
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四
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〇
三
（
三
二
三
〇
）
九
四
二
七
〔
編
集
〕

 

振
替  

東
京　

〇
〇
一
六
〇
ー
五
ー
五
四
三
〇
〇

〔
印
刷
所
〕
泰
成
印
刷
株
式
会
社

 

東
京
都
墨
田
区
両
国
三
ー
一
ー
一
二

04

2005.6.10.  a
 new

 way of learn
in

g
 J

a
p

an

ese

●
自
他
の
い
の
ち
や
こ
こ
ろ
を
尊
重
で
き
る
よ

う
な
こ
と
ば
の
力
を
育
み
た
い
、
そ
ん
な
願
い

を
ど
う
実
現
し
て
い
く
か
、
私
た
ち
は
常
に
先

生
方
と
の
対
話
を
通
し
て
考
え
続
け
て
い
ま
す
。

　

本
誌
８
号
か
ら
続
け
て
き
ま
し
た
平
成
18
年

度
版
新
教
科
書
の
特
集
号
で
は
、
今
の
国
語
科

を
取
り
巻
く
四
つ
の
課
題
を
テ
ー
マ
に
し
て
、

新
た
な
こ
と
ば
の
学
び
を
考
え
て
ま
い
り
ま
し

た
。
先
生
方
に
は
新
し
い
『
現
代
の
国
語
』『
現

代
の
書
写
』
を
ご
ら
ん
い
た
だ
き
、
ご
意
見
や

ご
感
想
を
う
か
が
え
れ
ば
幸
い
で
す
。    （
太
郎
）

●
お
詫
び
と
訂
正

　

本
誌
９
号
に
お
き
ま
し
て
、
以
下
の
誤
記
・
誤
植

が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
ご
執
筆
い
た
だ
い
た

安
部
朋
世
先
生
と
読
者
の
み
な
さ
ま
に
お
詫
び
申
し

上
げ
、
訂
正
い
た
し
ま
す
。　
　
　
　
　

  

（
編
集
部
）

　

P
・
10　

上
段　

１
行
目

　
「
一 

暗
記
型
学
習
か
ら
の
説・

却
」

↓
「
一 

暗
記
型
学
習
か
ら
の
脱・

却
」



「
今
、
読
み
あ
げ
て
い
い
で
す
か
」

　

著
者
か
ら
原
稿
を
い
た
だ
い
た

時
、
こ
う
い
う
と
、
ほ
と
ん
ど
の

著
者
は
、「
え
っ
！
」、
一
瞬
驚
い

た
顔
を
な
さ
る
。

　

私
の
「
読
み
語
り
」
は
、
こ
う

し
て
、
著
者
を
目
の
前
に
し
て
始

ま
る
。
ま
ず
は
、
著
者
と
私
が
、

耳
と
口
を
通
し
て
第
一
読
者
に
な

る
の
だ
。

　

優
れ
た
原
稿
は
、
ま
る
で
、
何

回
も
読
ん
で
い
た
か
の
よ
う
に
、

す
ら
す
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

絵
が
絵
本
の
形
に
な
っ
て
浮
か
ん

で
く
る
。
著
者
と
私
の
心
が
ひ
び

き
あ
っ
て
、
じ
つ
に
心
地
よ
い
の
で
あ
る
。

　

下
絵
の
作
品
も
初
校
ゲ
ラ
も
、
著
者
と

「
読
み
語
り
ご
っ
こ
」
を
す
る
。
不
思
議
な

も
の
で
、
読
む
た
び
に
新
し
い
修
正
点
が

見
つ
か
る
。
絵
本
が
で
き
あ
が
っ
た
と
き
に

は
、
文
は
ほ
と
ん
ど
暗
記
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

　

昨
年
の
十
一
月
。
二
冊
の
本
が
出
た
。

「
本
を
と
お
し
て
子
ど
も
と
つ
き
あ
う
」

（
宮
川
健
郎
著
）
と
「
読
み
聞
か
せ
に
始
ま

る　

絵
本
か
ら『
サ
ラ
ダ
記
念
日
』ま
で
」（
藤

本
英
二
著
）
で
あ
る
。
二
冊
と
も
「
読
み
聞

か
せ
」
の
本
質
を
明
快
に
解
き
明
か
し
た
名

著
で
あ
る
。

　

大
学
の
先
生
で
も
あ
る
宮
川
氏
は
、

 

「
声
は
、
身
体
の
つ
づ
き
、
い
や
、
身
体
そ

の
も
の
だ
。
声
に
よ
っ
て
読
み
聞
か
せ
る
と

き
、
そ
こ
に
は
、
読
み
手
の
身
体
性
が
立
ち

あ
が
っ
て
く
る
。
声
を
受
け
と
め
る
聞
き
手

も
、
身
体
性
を
際
立
た
せ
て
聞
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
身
体
と
身
体
の
な

ま
な
ま
し
い
関
係
が
生
ま
れ
る
」
と
説
き
、

「
私
は
、
し
ば
し
ば
、
絵
本
を
か
か
え
て
教

室
に
行
く
」
と
語
っ
て
い
る
。

　

高
校
の
先
生
で
も
あ
る
藤
本
氏
は
、

 

「
読
み
き
か
せ
と
い
う
の
は
『
本
の
内
容
を

子
ど
も
の
頭
の
な
か
へ
移
し
替
え
る
』
と
い

う
作
業
で
は
な
い
。
む
し
ろ
本
を
あ
い
だ
に

は
さ
ん
で
、
子
ど
も
と
い
ろ
い
ろ
お
話
を
す

る
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
か
」
と
し
た

上
で
「
こ
の
関
係
性
こ
そ
が
、
読
み
き
か
せ

の
い
の
ち
な
の
だ
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
ア
リ
ス
館
編
集
室
で
は
、
毎
日
、

絵
本
の
「
読
み
語
り
ご
っ
こ
」
を
し
て
い
る
。

感
動
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
お
た
が
い
の
信

頼
感
が
よ
り
一
層
深
ま
っ
て
い
く
。

 

「
読
み
語
り
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
も

の
は
、
は
か
り
知
れ
な
く
大
き
い
の
で
あ
る
。

（
了
）

「本をとおして子どもとつきあう」（宮川健郎著　日本標準）
210ミリ×148ミリ　1470円（税込み）

「読みきかせに始まる　絵本から『サラダ記念日』まで」
（藤本英二著　久山社）210ミリ×148ミリ　1553円（税込み）

〔うしろ よしあき〕アリス館編集長。「街
路樹ウオッチング」も趣味のひとつ。旅
の先ざきで、さまざまな街路樹を見つけ
て楽しんでいる。

後路好章

「新しい修正点が見つかる」
著者との読み語り
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http://www.junposha.co.jp/alice/index.html
http://www.nipponhyojun.co.jp/sinkan/tosyo_ippan/otousan/index.html
http://www.nipponhyojun.co.jp/sinkan/tosyo_ippan/otousan/index.html
http://www.trc.co.jp/trc/book/book.idc?JLA=04060475
http://www.trc.co.jp/trc/book/book.idc?JLA=04060475





