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ベ
ネ
ッ
セ
教
育
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

が
実
施
し
た
「
第
３
回
子
育
て
生
活
基

本
調
査
」
の
結
果
、「
学
校
生
活
が
楽

し
け
れ
ば
、
成
績
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
」

（
図
）、「
将
来
ふ
つ
う
の
生
活
に
困
ら

な
い
く
ら
い
の
学
力
が
あ
れ
ば
い
い
」

が
選
択
さ
れ
た
割
合
は
、
１
９
９
８
年

と
比
べ
て
１０
ポ
イ
ン
ト
以
上
低
下
し
た

（
全
体
平
均
）。
一
方
、「
で
き
る
だ
け

い
い
大
学
に
入
れ
る
よ
う
、
成
績
を
上

げ
て
ほ
し
い
」「
子
ど
も
の
将
来
を
考

え
る
と
、
習
い
事
や
塾
に
通
わ
せ
な
い

と
不
安
で
あ
る
」
が
上
昇
。
教
育
に
対

す
る
不
安
の
高
ま
り
も
う
か
が
え
た
。�
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ベネッセ　研究� 検索�で�

Benesse教育研究開発センターの�
サイトをご覧ください�

または�

教
育
に
対
す
る
不
安
も�

背
景
に�

注目のデータ�

Benesse教育研究開発センター「第3回子育て生活基本調査」より�

成績にこだわる母親が増加�

調査概要　◎調査主体／Benesse教育研究開発センター　◎調査方法／学校通しによる家庭での自記式質問紙調査　◎調査時期／第１回 １９９８年
１２月、第２回２００２年9月、第３回２００７年９月　◎調査対象／首都圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）の小学１年生から中学３年生の子どもをも
つ保護者（第１回４,７１８人、第２回６,５１２人、第３回７,２８２人）　�
＊分析は母親のみ（第１回４,４７５人、第２回６,０８５人、第３回６,７７０人）を対象とした�
＊第1回のみ小学３年生から中学３年生の子どもをもつ保護者が対象　＊全体平均は小３～中３生の母親の数値�

低学年でも�
成績を重視�

「学校生活が楽しければ、成績にはこだわらない」�

Vo l .1

※上記項目を選択した割合（％）�

『成績には�
こだわらない』�
母親は10年前より�
13ポイント減�
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特集�
新学習指導要領へのアプローチ�

第　1 　回�

2011年度から実施する学習指導要領が告示された。�

今年度は毎号、新学習指導要領について取り上げる。�

第1回目は、各教科・領域等を貫く�

「言語活動の充実」をテーマとした。�

研究者の意見や学校の実践事例、�

読解力の教育で注目を浴びる�

フィンランドでの取材から、どのような指導が�

必要となるのかを考える。�
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体
験
や
学
び
合
い
に
よ
っ
て�

言
葉
の
力
を
育
み�

表
現
を
豊
か
に
す
る�

�

新
学
習
指
導
要
領
で
、「
言
語
活
動
」
は
教
育
内
容
に
関
す
る
改
善
事
項
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。�

「
生
き
る
力
」
に
つ
な
が
る
子
ど
も
の「
言
葉
の
力
」
を
育
む
ポ
イ
ン
ト
は
何
か
、�

ど
の
よ
う
な
指
導
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
、大
阪
教
育
大
の
田
中
博
之
教
授
に
う
か
が
っ
た
。 

大
阪
教
育
大
教
育
学
部
教
授
　

田
中
博
之
�

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
�

実
践
の
ポ
イ
ン
ト
�

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
私
が
注
目
し
て
い
る
の

は
、
教
育
内
容
に
関
す
る
改
善
事
項
と
し
て
、「
言
語

活
動
の
充
実
」
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

「
言
語
活
動
の
充
実
」
は
、「
言
葉
の
力
を
育
て
る
活

動
の
充
実
」
と
言
い
換
え
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
た
ち
が
生
き
る
21
世
紀
社
会
は
、
環
境
問
題
を

は
じ
め
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
山
積
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
社
会
で
大
切
な
こ
と
は
、
論

理
的
な
思
考
や
感
性
を
働
か
せ
な
が
ら
問
題
解
決
の

方
法
を
探
り
、
自
分
の
考
え
を
自
分
の
言
葉
で
表
現

す
る
能
力
で
す
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
（
注
１
）
で
も
読
解
力

を
「
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
定
義
し
て
い
ま
す
。
自
己
実
現
や

社
会
参
加
の
た
め
の
重
要
な
道
具
と
し
て
、
言
語
を

活
用
で
き
る
能
力
を
獲
得
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な

る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領

の
改
訂
で
「
言
語
活
動
の
充
実
」
が
盛
り
込
ま
れ
た

こ
と
は
、
非
常
に
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
言
語
活
動
の
充
実
」
を

全
教
科
・
領
域
等
で
展
開
す
る
、
と
し
て
い
ま
す
。

「
言
語
活
動
」
と
い
う
と
、
一
般
的
に
は
「
国
語
科
で

行
う
べ
き
も
の
」
と
考
え
が
ち
で
す
。
し
か
し
低
学

年
で
は
、
生
活
科
こ
そ
地
域
の
人
と
の
か
か
わ
り
や

全
教
科
・
領
域
等
で
体
験
を
通
じ
て

「
言
葉
の
力
」を
育
て
る
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た
な
か
・
ひ
ろ
ゆ
き
◎
1
9
6
0
年
生
ま
れ
。
大

阪
大
人
間
科
学
部
助
手
、
大
阪
教
育
大
助
教
授

等
を
経
て
現
職
。
専
門
は
教
育
工
学
、
教
育
方
法

学
。
子
ど
も
の
総
合
学
力
の
向
上
を
狙
い
と
し

た
実
践
的
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
編
著
書
に
、

『
講
座
・
総
合
的
学
習
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
デ
ザ
イ

ン
』（
全
6
巻
、
明
治
図
書
）『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
ひ
ら
く
情
報
教
育
』（
高
陵
社
書
店
）ほ

か
。

注１ ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）が実施する、15歳児（日本では高校1年生）を対象とした国際的な学習到達度調査。
2000年に第1回の本調査を行い、以後3年ごとに実施。07年12月に結果が発表された06年調査は第3回で、57か
国・地域が参加。第1回は読解力、第2回は数学的リテラシー、第3回は科学的リテラシーを重点的に調べている

＊本文中のプロフィールは取材時（０８年３月）のものです



領域Ａ�
論理的に思考したり�
表現する力�

領域Ｂ�
人間関係を�
豊かにする力�

 1 論理を組み立てる�

 2 思考を明確にする�

 3 なぜを問い合う�

 4 よさを認める�

 5 笑わせ和ませる�

 6 励まし応援する�

 7 心を伝える�

 8 合意を形成する�

領域Ｃ�
イメージや感性を�
豊かに創造する力�

 9 イメージを創る�

10 感性を高める�

11 人の心を癒す�

領域Ｄ�
実践や行動に�
つなげる力�

領域Ｅ�
自分を�
励まし創る力�

12 正義を訴える�

13 気づきを促す�

14 企画を立てる�

15 やる気を起こす�

16 自信をつける�

17 成長を祝い合う�

18 生き方を描く�

19 言葉を評価する�領域Ｆ�
言葉とその使い方を�
評価する力� 20 間違いを正す�

図1 「言葉の力」を育てる教育メソッド�
 一覧表（抜粋）�

＊田中博之先生の提供資料より�
＊一覧表の全文は、Benesse教育研究開発センターのウェブ
サイトに掲載しています�
　http://benesse.jp/berd/

特集�

第　回�新学習指導要領へのアプローチ�

自
然
観
察
な
ど
の
体
験
を
通
し
て
、「
言
葉
の
力
」
を

伸
ば
す
絶
好
の
教
科
で
す
。
同
じ
よ
う
に
中
学
年
以

降
の
理
科
や
社
会
科
で
も
、
デ
ー
タ
を
読
み
取
っ
て

仮
説
を
立
て
、
そ
れ
を
仲
間
と
の
討
論
を
通
し
て
検

証
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
言
葉
の
力
」
を
鍛
え

上
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、「
言
葉
の
力
」
を
育
て
る
上
で
軸
と
な

る
教
科
は
、
国
語
科
で
す
。
国
語
科
で
は
語
彙
を
増

や
し
て
豊
か
に
表
現
で
き
る
能
力
や
、
文
章
を
的
確

に
理
解
で
き
る
能
力
の
獲
得
を
目
指
し
ま
す
。

し
か
し
、「
言
葉
の
力
」
は
単
に
言
葉
を
学
べ
ば
身

に
つ
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
国
語
の

授
業
で
「
敬
語
の
使
い
方
」
を
勉
強
し
て
も
、
活
用

す
る
場
面
が
な
け
れ
ば
役
立
ち
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」（
以
下
、
総
合
学
習
）
で

交
流
し
て
い
る
高
齢
者
に
手
紙
を
書
く
場
面
を
設
定

す
れ
ば
、
子
ど
も
は
高
齢
者
に
少
し
で
も
思
い
を
伝

え
よ
う
と
し
て
、
国
語
で
学
ん
だ
敬
語
を
懸
命
に
使

お
う
と
す
る
は
ず
で
す
。

い
わ
ば
、
国
語
科
の
学
び
が
「
言
葉
を
通
し
た
言

葉
の
力
の
育
成
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
教
科
・

領
域
等
の
学
び
は
「
体
験
を
通
し
た
言
葉
の
力
の
育

成
」
で
あ
り
、「
言
葉
の
力
の
育
成
」
に
お
い
て
は
そ

の
両
方
が
重
要
で
す
。「
言
語
活
動
の
充
実
」
に
全
教

科
・
領
域
等
で
取
り
組
む
こ
と
に
は
、
そ
う
し
た
意

味
が
あ
る
の
で
す
。

私
は
「
言
葉
の
力
」
の
定
義
を
幅
の
あ
る
も
の
に

し
て
お
く
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
論
理

的
な
思
考
力
や
豊
か
な
感
情
表
現
力
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
「
言
葉
の
力
」
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
身
に
つ
け
さ

せ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
す
。

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
伴
っ
て
２
０
０
６
年
に

設
置
さ
れ
た
言
語
力
育
成
協
力
者
会
議
で
は
、「
言
語

力
」
を
「
知
的
活
動
（
特
に
思
考
や
論
理
）」、「
感

性
・
情
緒
等
」、「
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

の
３
領
域
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
力
の
育
成
に

つ
い
て
提
言
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
更
に
幅

広
く
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、「
言
葉
の
力
」

を
６
領
域
に
分
け
て
提
案
し
て
い
ま
す
（
図
1
）。

領
域
A
か
ら
C
に
つ
い
て
は
、
言
語
力
育
成
協
力

者
会
議
の
定
義
と
概
ね
一
致
し
て
い
ま
す
。
私
が
付

け
加
え
た
い
の
は
、
領
域
D
か
ら
F
で
す
。

領
域
D
は
「
実
践
や
行
動
に
つ
な
げ
る
力
」
で
す
。

課
題
に
立
ち
向
か
う
と
き
に
、
企
画
を
立
て
、
言
葉

を
通
し
て
気
づ
き
を
促
し
た
り
、
や
る
気
を
起
こ
し

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
で
す
。
領
域
E
は
「
自

分
を
励
ま
し
創
る
力
」
で
、
他
者
を
尊
重
す
る
気
持

ち
と
共
に
自
分
を
尊
重
す
る
気
持
ち
を
持
ち
、
自
ら

の
人
生
に
対
し
て
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
描
け
る
力
で

す
。
領
域
F
は
「
言
葉
と
そ
の
使
い
方
を
評
価
す
る

力
」。
敬
語
や
丁
寧
語
を
適
切
に
使
い
、
そ
の
間
違
い

を
正
す
こ
と
が
で
き
る
力
の
こ
と
で
す
。
他
者
と
肯

定
的
な
人
間
関
係
を
結
び
な
が
ら
社
会
参
加
や
課
題

解
決
を
図
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
力
を
身
に
つ
け

る
こ
と
が
大
切
に
な
り
ま
す
。

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
新
し
い
学
習
指
導
要

領
で
は
、「
言
葉
の
力
」
の
育
成
に
全
教
科
・
領
域
等

で
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
仮
説
を
立

て
て
調
査
・
観
察
・
実
験
結
果
を
検
証
す
る
と
き
に
、

子
ど
も
同
士
で
議
論
さ
せ
た
り
、
結
果
を
レ
ポ
ー
ト

に
ま
と
め
て
発
表
さ
せ
た
り
と
い
っ
た
こ
と
を
、
各

教
科
・
領
域
等
で
実
践
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
、
従
来
の
授
業
ス
タ
イ
ル
か
ら
の
転
換
を

意
味
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
授
業
は
、
先
生
が

六
つ
の「
言
葉
の
力
」
を

バ
ラ
ン
ス
よ
く
伸
ば
し
た
い
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子
ど
も
に
一
方
的
に
知
識
を
教
え
込
む
「
知
識
習
得

型
」
の
学
習
が
多
く
の
時
間
を
占
め
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
新
学
習
指
導
要
領
を
基
準
と
し
た
教
育
課

程
で
は
、
子
ど
も
が
学
ん
だ
知
識
を
使
っ
て
議
論
や

発
表
を
行
う
「
活
用
型
」
の
学
習
が
、
授
業
の
中
に

積
極
的
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。
そ

れ
に
伴
い
、
教
科
書
も
大
き
く
変
わ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
こ
の
活
用
型
の
学
習
活
動
を
進
め
る
上
で
非
常

に
重
要
と
な
る
の
が
「
言
葉
の
力
」
な
の
で
す
。

私
は
、「
言
語
活
動
の
充
実
」
や
「
活
用
型
の
学
習
」

を
重
視
す
る
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
動
き
を
、
基

本
的
に
は
評
価
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
こ
の
取
り

組
み
を
学
校
で
行
う
こ
と
は
決
し
て
簡
単
で
は
な
い

と
考
え
ま
す
。

例
え
ば
、
新
美
南
吉
の
『
手
ぶ
く
ろ
を
買
い
に
』

な
ど
、
国
語
の
授
業
で
動
物
を
主
人
公
と
し
た
童
話

に
つ
い
て
学
ん
だ
あ
と
に
、
子
ど
も
に
「
自
分
で
も

動
物
が
登
場
す
る
物
語
を
書
い
て
み
よ
う
」
と
い
う

課
題
を
与
え
た
と
し
ま
す
。
こ
れ
は
子
ど
も
に
と
っ

て
高
度
な
課
題
で
あ
り
、
豊
富
な
読
書
体
験
が
あ
る

子
ど
も
で
な
い
と
書
き
上
げ
る
こ
と
は
難
し
い
で
し

ょ
う
。
社
会
科
や
理
科
な
ど
で
調
査
や
実
験
結
果
に

つ
い
て
議
論
や
発
表
を
さ
せ
る
と
き
に
も
、
授
業
に

積
極
的
に
参
加
で
き
る
子
ど
も
と
参
加
で
き
な
い
子

ど
も
と
の
差
が
は
っ
き
り
と
出
る
こ
と
が
想
定
さ
れ

ま
す
。

こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
上
で
参
考
に
な
る
の

が
、
既
に
活
用
型
学
習
を
授
業
に
取
り
入
れ
、
Ｐ
Ｉ

Ｓ
Ａ
で
も
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
成
績
を
収
め
て
い
る
フ

ィ
ン
ラ
ン
ド
の
授
業
で
す
。

い
わ
ゆ
る
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
メ
ソ
ッ
ド
」
の
特
徴

と
し
て
ま
ず
挙
げ
た
い
点
は
、
子
ど
も
に
「
型
の
提

示
と
習
得
」
を
し
っ
か
り
と
行
っ
て
い
る
こ
と
で
す

（
P.
16
資
料
参
照
）。
童
話
で
あ
れ
ば
、
物
語
の
冒
頭

に
ま
ず
主
人
公
が
登
場
し
、
次
に
主
人
公
を
取
り
巻

く
環
境
を
描
写
し
、
更
に
主
人
公
の
個
性
が
明
ら
か

に
な
る
出
来
事
を
描
く
と
い
う
よ
う
に
、
童
話
に
は

必
ず
創
作
技
法
の
「
型
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
型
」

を
子
ど
も
に
習
得
さ
せ
れ
ば
、
だ
れ
で
も
物
語
を
描

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
同
様
に
、

子
ど
も
同
士
で
議
論
を
さ
せ
る
と
き
に
は
司
会
進
行

や
意
見
表
明
の
「
型
」
を
学
ば
せ
ま
す
。

「
型
」の
習
得
を
通
し
て

言
葉
の
力
を
高
め
る
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（
1
）
言
語
活
動
の
充
実

○
　
各
教
科
等
に
お
け
る
言
語
活
動
の
充
実
は
、
今
回
の
学
習
指

導
要
領
の
改
訂
に
お
い
て
各
教
科
等
を
貫
く
重
要
な
改
善
の
視

点
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
等
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
言
語
活
動
に

取
り
組
む
か
は
８
（
注
１
）
で
示
し
て
い
る
が
、
国
語
を
は
じ

め
と
す
る
言
語
は
、
知
的
活
動（
論
理
や
思
考
）だ
け
で
は
な
く
、

５
（
7
）（
注
２
）
の
第
一
で
示
し
た
と
お
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
や
感
性
・
情
緒
の
基
盤
で
も
あ
る
。

こ
の
た
め
、
国
語
科
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
言
語
の
果
た
す
役

割
に
応
じ
、
的
確
に
理
解
し
、
論
理
的
に
思
考
し
表
現
す
る
能

力
、
互
い
の
立
場
や
考
え
を
尊
重
し
て
伝
え
合
う
能
力
を
育
成

す
る
こ
と
や
我
が
国
の
言
語
文
化
に
触
れ
て
感
性
や
情
緒
を
は

ぐ
く
む
こ
と
を
重
視
す
る
。
具
体
的
に
は
、
特
に
小
学
校
の

低
・
中
学
年
に
お
い
て
、
漢
字
の
読
み
書
き
、
音
読
や
暗
唱
、
対

話
、
発
表
な
ど
に
よ
り
基
本
的
な
国
語
の
力
を
定
着
さ
せ
る
。

ま
た
、
古
典
の
暗
唱
な
ど
に
よ
り
言
葉
の
美
し
さ
や
リ
ズ
ム
を

体
感
さ
せ
る
と
と
も
に
、
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
、
記
録
、
要

約
、
説
明
、
論
述
と
い
っ
た
言
語
活
動
を
行
う
能
力
を
培
う
必

要
が
あ
る
。

○
　
各
教
科
等
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
国
語
科
で
培
っ
た
能
力

を
基
本
に
、
知
的
活
動
の
基
盤
と
い
う
言
語
の
役
割
の
観
点
か

ら
は
、
例
え
ば
、

・
観
察
・
実
験
や
社
会
見
学
の
レ
ポ
ー
ト
に
お
い
て
、
視
点
を
明

確
に
し
て
、
観
察
し
た
り
見
学
し
た
り
し
た
事
象
の
差
異
点
や

共
通
点
を
と
ら
え
て
記
録
・
報
告
す
る（
理
科
、
社
会
等
）

・
比
較
や
分
類
、
関
連
付
け
と
い
っ
た
考
え
る
た
め
の
技
法
、
帰

納
的
な
考
え
方
や
演
繹
的
な
考
え
方
な
ど
を
活
用
し
て
説
明
す

る（
算
数
・
数
学
、
理
科
等
）

・
仮
説
を
立
て
て
観
察
・
実
験
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
評
価
し
、

ま
と
め
て
表
現
す
る（
理
科
等
）

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
等
の
知
識
・
技
能
を
活
用
す
る
学
習

活
動
を
充
実
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
感
性
・
情
緒
の
基
盤
と
い
う

言
語
の
役
割
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、

・
体
験
か
ら
感
じ
取
っ
た
こ
と
を
言
葉
や
歌
、
絵
、
身
体
な
ど
を

使
っ
て
表
現
す
る（
音
楽
、
図
画
工
作
、
美
術
、
体
育
等
）

・
体
験
活
動
を
振
り
返
り
、
そ
こ
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
記
述
す

る（
生
活
、
特
別
活
動
等
）

・
合
唱
や
合
奏
、
球
技
や
ダ
ン
ス
な
ど
の
集
団
的
活
動
や
身
体

Pickup

中
央
教
育
審
議
会

「
審
議
の
ま
と
め
」（
07
年
11
月
）
よ
り
引
用

注１　８．各教科・科目等の内容　　
注２　５．学習指導要領改訂の基本的な考え方（７）豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実



【生活科】春みつけ、虫みつけなどの発表会で、表現の型を使わせる�
�
【社会科】統計教育の成果を生かして調査結果をグラフや主題図で表現

させる�
�
【国語科】パペットプレイ、ラジオドラマの創作表現、創作絵本の発表会を

開く�
�
【理科】虫の生態・分布調べからグラフ化し、壁新聞を作って発表させる�
�
【算数科】グラフや資料の読み取りクイズのためのミニ単元を実施する�
�
【体育科】運動技能測定のデータを元にして自分に最適な練習メニューを

つくる�
�
【音楽科・図画工作科】同じ芸術家の作品を比較しながら評論文を書い

て発表させる�
�
【総合的な学習の時間】国語科と連携して、創作上演活動を中心にした「こ

とばプロジェクト」を実践する�

図2　各教科でＰＩＳＡ型読解力を育てるアイデア（抜粋）�

＊田中博之先生の提供資料より�
＊一覧表の全文は、Benesse教育研究開発センターのウェブサイトに掲載しています�
http://benesse.jp/berd/

特集�

第　回�新学習指導要領へのアプローチ�

「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
メ
ソ
ッ
ド
」
の
二
つ
め
の
特
徴
は
、

個
に
応
じ
た
指
導
を
徹
底
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
あ

る
子
ど
も
に
は
８
０
０
字
の
課
題
を
与
え
ま
す
が
、

別
の
子
ど
も
に
は
２
０
０
字
の
課
題
に
す
る
と
い
う

よ
う
に
、
子
ど
も
が
課
題
を
達
成
す
る
力
に
応
じ
て

異
な
る
目
標
を
設
定
し
て
い
ま
す
。
ど
の
子
ど
も
も

自
分
の
力
に
合
わ
せ
て
課
題
に
取
り
組
め
る
の
で
す
。

三
つ
め
が
、
体
験
を
通
し
た
学
習
活
動
の
重
視
で

す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
高
齢
者
と
交
流
し
た
ば

か
り
な
ら
、
子
ど
も
は
真
剣
に
高
齢
者
に
お
礼
の
手

紙
を
書
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。「
是
非
、
表
現
し
た

い
」「
解
決
し
た
い
」
と
い
う
課
題
で
あ
れ
ば
、
子
ど

も
は
少
し
ぐ
ら
い
難
度
が
高
く
て
も
意
欲
的
に
学
習

に
取
り
組
み
ま
す
。

現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
導
入
さ
れ
た
総
合
学
習

で
は
、
本
来
の
狙
い
で
あ
っ
た
課
題
解
決
型
の
学
力

が
身
に
つ
か
ず
、
単
な
る
体
験
活
動
に
終
わ
っ
て
い

る
ケ
ー
ス
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
国
が
総

合
学
習
を
導
入
す
る
に
あ
た
り
、
総
合
学
習
で
育
て

た
い
学
力
を
具
体
的
に
明
示
せ
ず
、
そ
の
学
力
を
育

て
る
た
め
の
メ
ソ
ッ
ド
を
確
立
し
な
い
ま
ま
始
め
た

点
に
主
な
原
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
全
教
科
・
領
域
等
で
「
言
語
活
動
の

充
実
」
や
「
活
用
型
の
学
習
」
を
展
開
す
る
と
き
に

も
同
じ
こ
と
が
い
え
ま
す
。
そ
の
目
的
と
、
目
的
を

達
成
す
る
た
め
の
メ
ソ
ッ
ド
が
、
い
か
に
明
確
に
示

さ
れ
る
か
が
成
否
の
鍵
を
握
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
言
葉
の
力
を
育
て
る
上
で
、
現
場
の
先
生

方
に
こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の

が
、
学
級
集
団
づ
く
り
で
し
ょ
う
。「
言
葉
の
力
」
は
、

１
人
で
机
に
向
か
っ
て
コ
ツ
コ
ツ
と
勉
強
し
て
い
る

だ
け
で
は
絶
対
に
伸
び
ま
せ
ん
。
友
だ
ち
と
意
見
を

言
い
合
っ
た
り
、
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
っ
た
り
、
一

緒
に
活
動
を
す
る
中
で
育
ま
れ
て
い
く
も
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
子
ど
も
同
士
で
互
い
に
学
び
合
う

関
係
が
ク
ラ
ス
の
中
に
で
き
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠

と
な
り
ま
す
。

更
に
、
先
生
同
士
の
集
団
づ
く
り
も
大
切
で
す
。

優
れ
た
教
材
や
メ
ソ
ッ
ド
を
共
有
し
合
っ
た
り
、
お

互
い
に
授
業
評
価
を
行
っ
た
り
す
る
な
ど
、
教
師
集

団
と
し
て
子
ど
も
の
「
言
葉
の
力
」
を
高
め
る
努
力

を
続
け
る
こ
と
が
大
切
な
の
は
、
い
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
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表
現
な
ど
を
通
じ
て
他
者
と
伝
え
合
っ
た
り
、
共
感
し
た
り
す

る（
音
楽
、
体
育
等
）

・
体
験
し
た
こ
と
や
調
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
、
発
表
し
合
う（
家

庭
、
技
術
・
家
庭
、
特
別
活
動
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
）

・
討
論
・
討
議
な
ど
に
よ
り
意
見
の
異
な
る
人
を
説
得
し
た
り
、

協
同
的
に
議
論
し
て
集
団
と
し
て
の
意
見
を
ま
と
め
た
り
す
る

（
道
徳
、
特
別
活
動
等
）

な
ど
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
５
（
2
）（
注
３
）
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
各
教
科
等
に
お
け
る

こ
の
よ
う
な
言
語
活
動
の
充
実
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
教
科
担

任
制
の
中
・
高
等
学
校
の
国
語
科
以
外
の
教
師
が
、
そ
の
必
要

性
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

学
校
が
各
教
科
等
の
指
導
計
画
に
こ
れ
ら
の
言
語
活
動
を
位
置

付
け
、
各
教
科
等
の
授
業
の
構
成
や
進
め
方
自
体
を
改
善
す
る

必
要
が
あ
る
。

○
な
お
、
こ
の
よ
う
に
各
教
科
等
に
お
け
る
言
語
活
動
を
行
う
に

当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
学
習
活
動
を
支
え
る
条
件
と
し
て
次

の
よ
う
な
点
に
特
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
一
は
、
語
彙
を
豊
か
に
し
、
各
教
科
等
の
知
識
・
技
能
を
活

用
す
る
学
習
活
動
を
各
教
科
等
で
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
教
科

書
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
学
習
に
子
ど
も
た
ち
が
積
極
的
に

取
り
組
み
、
言
語
に
関
す
る
能
力
を
高
め
て
い
く
た
め
の
工
夫

が
凝
ら
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
特
に
国
語
科

に
お
い
て
は
、
言
語
の
果
た
し
て
い
る
役
割
に
応
じ
た
適
切
な

教
材
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

第
二
に
、
読
書
活
動
の
推
進
で
あ
る
。
言
語
に
関
す
る
能
力

を
は
ぐ
く
む
に
当
た
っ
て
は
、
読
書
活
動
が
不
可
欠
で
あ
る
。

学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
国
語
科
に
お
い
て
、
小
学
校

で
は
、
児
童
が
日
常
的
に
読
書
に
親
し
む
た
め
の
指
導
内
容
を
、

中
学
校
に
お
い
て
は
生
徒
の
読
書
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
す
る

た
め
の
指
導
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
位
置
付
け
る
な
ど
、
各
教
科
等

に
お
い
て
、
発
達
の
段
階
を
踏
ま
え
た
指
導
の
ね
ら
い
を
明
確

に
し
、
読
書
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
読
書
習
慣
の
確
立
に
当
た
っ
て
は
家
庭
の
役
割
が
大
き
い
。

学
校
、
家
庭
、
地
域
を
通
じ
た
読
書
活
動
の
一
層
の
充
実
が
必

要
で
あ
る
。

第
三
は
、
学
校
図
書
館
の
活
用
や
学
校
に
お
け
る
言
語
環
境

の
整
備
の
重
要
性
で
あ
る
。
言
語
に
関
す
る
能
力
の
育
成
に
当

た
っ
て
は
、
辞
書
、
新
聞
の
活
用
や
図
書
館
の
利
用
な
ど
に
つ
い

て
指
導
し
、
子
ど
も
た
ち
が
こ
れ
ら
を
通
し
て
更
に
情
報
を
得
、

思
考
を
深
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
様
々
な
メ
デ
ィ
ア

の
働
き
を
理
解
し
、
適
切
に
利
用
す
る
能
力
を
高
め
る
こ
と
も

必
要
で
あ
る
。

（「
注
」
は
編
集
部
が
記
載
）

注３　５．学習指導要領改訂の基本的な考え方（２）「生きる力」という理念の共有



「
型
」
の
指
導
に
よ
っ
て�

発
言
へ
の
抵
抗
感
を
な
く
し�

表
現
力
を
育
成�

浜
寺
小
学
校
で
は
、学
習
の
最
終
目
的
を
「
表
現
活
動
」
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
活
動
に
取
り
組
む
。�

そ
の
際
、話
し
合
い
の
ル
ー
ル
や
文
章
を
書
く
型
を
子
ど
も
に
教
え
、そ
れ
に
従
っ
て
進
め
る
こ
と
で
、�

子
ど
も
た
ち
全
員
が
発
言
し
、文
章
を
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
内
容
重
視
の
指
導
を
展
開
し
て
い
る
。�

大
阪
府
堺
市
立
浜
寺
小
学
校
�

学
校
事
例
�

読
解
力
育
成
の
実
践
�

�

所在地◎〒５９２-８３４９�
　　　　大阪府堺市西区浜寺諏訪森町東２-１６３�

校長◎由良芳子先生�

児童数◎５１４名　学級数◎１８学級（うち特別支援学級１学級）�

TEL◎０７２-２６１-９４０７�URL◎http://www.sakai.ed.jp/hamadera-e/

School Data
２００２年度に文部科学省の「学力向上フロンティア事業」（３年間）、０５年度から「学
力向上拠点形成事業」（３年間）の指定を受け、個に応じた指導、プロジェクト型学習、
フィンランドメソッドなどを用いて「高める力・心」「ＰＩＳＡ型読解力」の育成に取り組
んできた。また、「地域共育学校」を標榜し、地域との連携にも力を注いでいる。�

浜
寺
小
学
校
は
２
０
０
２
年
度
か
ら
3
年
間
、
文

部
科
学
省
の
「
学
力
向
上
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
事
業
」
の

指
定
を
受
け
、
子
ど
も
の
学
力
向
上
に
取
り
組
ん
で

き
た
。
そ
の
結
果
、
算
数
を
中
心
と
し
た
教
科
学
力

や
、
子
ど
も
の
学
ぶ
意
欲
に
つ
い
て
は
、
学
力
調
査

や
ア
ン
ケ
ー
ト
を
通
し
て
成
果
が
見
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。

一
方
、
教
師
は
子
ど
も
の
「
話
す
力
」「
聞
く
力
」

「
書
く
力
」「
論
理
的
な
思
考
力
」
が
不
足
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
課
題
を
感
じ
て
い
た
。
千せ

ん

賀が

敏
弘
先
生
は
、
当
時
を
振
り
返
っ
て
こ
う
話
す
。

「
論
理
的
に
話
す
、
相
手
の
話
を
し
っ
か
り
聞
く
と

い
う
力
が
育
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た

言
葉
の
行
き
違
い
で
も
、
子
ど
も
同
士
が
ケ
ン
カ
に

な
る
場
面
が
よ
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
市
の
学
力
テ
ス

ト
で
も
、
論
理
的
な
思
考
力
が
問
わ
れ
る
応
用
問
題

が
弱
い
と
い
う
デ
ー
タ
が
出
て
い
ま
し
た
」

言
語
能
力
の
課
題
を
感
じ
て
い
た
と
き
に
同
校
が

出
合
っ
た
の
が
、
当
時
、
社
会
的
な
注
目
を
集
め
つ

つ
あ
っ
た
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
」
の
考
え
方
だ
っ

た
。
単
に
文
章
の
意
味
を
理
解
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

自
分
の
問
題
意
識
に
引
き
付
け
て
考
え
、
そ
れ
を
言

葉
に
し
て
表
現
す
る
力
が
求
め
ら
れ
る
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

読
解
力
こ
そ
、「
本
校
の
子
ど
も
に
必
要
な
力
で
は
な

い
か
」
と
感
じ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
05
年
度
か

ら
指
定
を
受
け
た
「
学
力
向
上
拠
点
形
成
事
業
」
で

は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
の
育
成
が
柱
の
一
つ
に
据

え
ら
れ
、
現
在
の
実
践
へ
と
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

浜
寺
小
学
校
の
「
読
解
力
を
育
て
る
教
育
」
の
特

徴
を
一
言
で
い
え
ば
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
重
視
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
従
来
と
は
ゴ
ー
ル
が
違
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、

例
え
ば
理
科
な
ら
、
子
ど
も
に
学
習
課
題
を
与
え
て
、

課
題
解
決
の
先
に

表
現
活
動
を
設
定
す
る

ち
ょ
っ
と
し
た
言
葉
の
行
き
違
い
で

子
ど
も
同
士
が
け
ん
か
に

8［小学版］2008 Spring



図1　フィンランドメソッドを生かした国語科の学習展開の実践ガイドライン（抜粋）�

単元の流れ�

調査・体験・多読・サークルタイムなどの主体的な活動�

同じ作者の違う作品を読む�
同じようなテーマの違う作品を読み、�
情報収集する�

他教科、総合的な学習の時間など日常化へ発展・応用�

テキストを読む前に、カルタを使い、テーマやストーリーにかかわるイメージを広げる�

テキストを一読し、大まかな話の内容をつかみ、学習課題を持つ�

カルタを使い、問題解決しながらテキストの細かい内容を読み取る�

筆者の書き振りを学ぶ�

学習（調査、体験）を生かした表現活動（話す・聞く・書く）�

特集�

第　回�新学習指導要領へのアプローチ�

そ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
が
ゴ
ー
ル
で
し
た
。
し
か
し

今
は
、
課
題
解
決
の
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
表
現
活

動
が
あ
り
ま
す
。
観
察
や
実
験
の
結
果
を
検
証
し
て
、

自
分
の
言
葉
に
ま
と
め
上
げ
、
そ
れ
を
発
表
会
や
理

科
新
聞
で
表
現
す
る
こ
と
を
ゴ
ー
ル
と
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
活
動
を
通
じ
て
、
子
ど
も
の
考
え
が
深
ま

り
、
考
え
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
表
現
す
る
能
力

の
育
成
が
期
待
で
き
る
の
で
す
」（
千
賀
先
生
）

こ
の
表
現
活
動
を
よ
り
実
り
の
あ
る
も
の
と
す
る

た
め
に
、
学
習
の
過
程
で
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
い

る
の
が
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
メ
ソ
ッ
ド
」
で
あ
る
。

図
1
は
、
同
校
に
お
け
る
国
語
科
の
学
習
展
開
の

流
れ
を
示
し
た
も
の
だ
。
単
元
の
最
初
で
、
子
ど
も

た
ち
は
テ
キ
ス
ト
を
読
む
前
に
「
カ
ル
タ
」
を
使
い
、

テ
ー
マ
や
ス
ト
ー
リ
ー
に
か
か
わ
る
イ
メ
ー
ジ
を
広

げ
る
。
カ
ル
タ
と
は
、
紙
の
真
ん
中
に
キ
ー
ワ
ー
ド

を
書
き
込
み
、
そ
の
中
心
か
ら
樹
木
が
枝
葉
を
広
げ

る
よ
う
に
、
連
想
さ
れ
る
言
葉
を
書
き
込
ん
で
い
く

と
い
う
学
習
方
法
だ
（
図
2
）。
カ
ル
タ
は
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
メ
ソ
ッ
ド
で
は
重
要
な
ツ
ー
ル
の
一
つ
で
、
頭

の
中
に
あ
る
自
分
の
考
え
や
発
想
を
表
に
出
し
、
整

理
す
る
こ
と
に
使
う
。
次
に
、
子
ど
も
は
テ
キ
ス
ト

を
一
読
し
て
感
想
や
疑
問
を
話
し
合
い
な
が
ら
、「
こ

の
単
元
で
は
こ
の
疑
問
を
解
決
し
た
い
」
と
い
う
学

習
課
題
を
設
定
す
る
。
そ
し
て
、
読
み
の
目
当
て
を

持
ち
、
文
章
の
構
造
や
接
続
詞
、
指
示
語
な
ど
に
気

を
つ
け
な
が
ら
、
課
題
解
決
に
向
け
て
テ
キ
ス
ト
の

細
か
い
内
容
を
読
み
取
っ
て
い
く
。

学
習
課
題
を
設
定
し
、
課
題
解
決
に
向
け
て
学
習

を
進
め
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
自
体
は
、
カ
ル
タ

を
使
っ
て
い
る
こ
と
を
除
け
ば
、
ほ
か
の
小
学
校
の

国
語
の
授
業
で
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
同

校
の
実
践
の
特
色
は
、
そ
の
先
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

千
賀
先
生
が
説
明
し
た
通
り
、「
課
題
解
決
が
ゴ
ー
ル

で
は
な
く
、
更
に
そ
の
先
に
ゴ
ー
ル
を
設
定
し
て
い

る
」
こ
と
だ
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「ごんぎつね」を読んで思ったことを書き込み、樹形図のようにイメージを広げて
いく

図2 「カルタ」の「ごんぎつね」（子どもの記入例）
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いつもそうですが、サークルタイムの時も、一生懸命考えたものはどんな考
えも大切にされます。心配せずに、どんどん考えを言いましょう。�

1 自分の考えをもって、それを発言しよう。�
2 友だちの話は、中心に気をつけながら、最後まで聞こう。�
3 話を聞いて、感想を持とう。初めの考えから変わってもいいよ。�
4 その感想をもとに、自分の考えを言おう。�
 ○○さんの考えに賛成です。そのわけは……だからです。�
 ○○さんの考えに反対です。そのわけは……だからです。�
 ○○さんの考えに似ています。それは……。�
 わたしは・ぼくは、……と思います。それは……。�
5 ひとり一回は発言しよう。�
6 違う考えも大切にしよう。�

図4　「サークルタイムの約束」�

浜寺小学校では「サークルタイムの約束」として６つの決まりがあり、これに沿って子ども
は発言する。この約束は各教室に掲示してあり、サークルタイムの始めに確認している�

子
ど
も
は
テ
キ
ス
ト
の
細
か
い
内
容
を
読
み
取
っ

た
あ
と
、
筆
者
の
書
き
振
り
、
つ
ま
り
テ
キ
ス
ト
を

構
成
す
る
「
型
」
を
学
ん
で
い
く
。
物
語
文
に
し
て

も
説
明
文
に
し
て
も
、
文
に
は
一
定
の
「
型
」
が
存

在
す
る
。「
型
の
提
示
と
習
得
」
も
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
メ

ソ
ッ
ド
で
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。

思
考
と
表
現
の
型
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
、
子
ど
も

は
文
章
を
的
確
に
読
み
取
る
力
や
、「
型
」
に
沿
っ
て

文
章
を
書
く
力
を
獲
得
す
る
。

最
後
は
、
劇
や
物
語
の
創
作
な
ど
の
表
現
活
動
へ

と
発
展
す
る
。
例
え
ば
、
児
童
文
学
作
家
の
新
美
南

吉
の
作
品
を
通
じ
て
物
語
の
「
型
」
を
学
習
し
た
あ

と
、
子
ど
も
は
「
め
ざ
せ
新
美
南
吉
」
と
題
し
た
ワ

ー
ク
シ
ー
ト
（
図
3
）
に
沿
っ
て
自
分
の
経
験
を
基

に
し
た
物
語
を
執
筆
す
る
。「
話
の
始
ま
り
　
時
・
場

所
・
登
場
人
物
の
設
定
」、「
出
来
事
の
始
ま
り
　
問

題
に
出
会
う
」、「
大
き
な
出
来
事
が
起
こ
り
、
話
が

変
化
す
る
」、「
出
来
事
の
終
わ
り
　
後
の
話
」
と
い

う
よ
う
に
「
型
」
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ど
の

子
も
「
型
」
を
守
っ
て
い
れ
ば
物
語
を
執
筆
で
き
る

と
い
う
わ
け
だ
。

同
校
で
は
、
学
期
に
一
つ
の
重
要
単
元
を
決
め
て
、

こ
う
し
た
活
動
に
じ
っ
く
り
取
り
組
ん
で
い
る
。

取
材
で
は
、
4
年
生
担
当
の
森も

り

嵜さ
き

章
代
先
生
の
国

語
の
授
業
を
見
学
し
た
。
特
徴
的
な
の
は
、
教
材
の

内
容
に
関
す
る
子
ど
も
同
士
で
の
話
し
合
い
や
、
学

習
が
終
わ
っ
た
あ
と
の
振
り
返
り
に
、
多
く
の
時
間

が
割
か
れ
て
い
た
こ
と
だ
。

「
友
だ
ち
の
考
え
を
し
っ
か
り
聞
き
、
自
分
の
意
見

を
整
理
し
て
わ
か
り
や
す
く
相
手
に
伝
え
る
力
は
、

社
会
に
出
て
か
ら
絶
対
に
必
要
に
な
り
ま
す
。
話
し

合
い
活
動
の
中
で
、
自
然
と
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
話
し
合
い
活
動
で
大
切
な
こ

と
は
、
や
は
り
『
型
』
だ
と
思
い
ま
す
」

授
業
で
は
、「
司
会
の
進
め
方
」
と
「
話
し
合
い
の

進
め
方
」
と
い
う
「
型
」
を
子
ど
も
に
提
示
し
て
か

ら
話
し
合
い
を
さ
せ
て
い
た
。
子
ど
も
は
「『
型
』
が

あ
る
と
話
し
合
い
が
進
め
や
す
い
」
と
話
す
と
い
う
。

ま
た
、
授
業
の
終
わ
り
に
は
授
業
で
学
ん
だ
こ
と

を
振
り
返
っ
て
書
か
せ
る
時
間
が
あ
る
。

「
振
り
返
り
の
活
動
で
も
『
型
』
が
重
要
に
な
り
ま

す
。
子
ど
も
は
『
文
章
の
型
』
を
身
に
つ
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
抵
抗
な
く
書
く
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
書

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
に
ど
の
よ
う
な
力
が
つ
い

た
の
か
を
確
認
で
き
る
の
で
す
」

「
型
」
を
使
う
場
面
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
同
校
に
は
、

4
年
生
以
上
を
対
象
に
週
1
回
行
う
「
サ
ー
ク
ル
タ

普
段
話
さ
な
い
子
ど
も
も

サ
ー
ク
ル
タ
イ
ム
な
ら
発
言
で
き
る

「
型
」
を
学
ば
せ
る
こ
と
で

ど
の
子
も
表
現
で
き
る
よ
う
に
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「ごんぎつね」を読み終わったあとの活動として、子どもたちは自分で主人公やス
トーリーを考えて物語をつくる

図3 「創作物語を書こう」の「めざせ　新美南吉」（子どもの記入例）



特集�

第　回�新学習指導要領へのアプローチ�

イ
ム
」
と
い
う
活
動
が
あ
る
。
10
〜
15
名
で
輪
を
つ

く
り
、
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
互
い
に
考
え

を
述
べ
合
う
と
い
う
取
り
組
み
だ
。
こ
の
話
し
合
い

は
、
図
4
の
よ
う
な
型
（
ル
ー
ル
）
に
沿
っ
て
進
め

ら
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
友
だ
ち
の
意
見
を
聞
い

て
自
分
の
意
見
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
、
今

の
自
分
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
を
「
サ
ー
ク
ル
タ

イ
ム
論
文
」
に
ま
と
め
る
。
こ
の
活
動
に
つ
い
て
、

池い
け

側が
わ

早
智
子
先
生
は
次
の
よ
う
に
話
す
。

「
サ
ー
ク
ル
タ
イ
ム
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
輪
の
中

に
ボ
ー
ル
を
転
が
し
て
、
ボ
ー
ル
を
持
っ
た
子
が
発

言
す
る
と
い
う
ル
ー
ル
に
し
て
い
ま
す
。
普
段
あ
ま

り
話
さ
な
い
子
ど
も
に
も
ボ
ー
ル
を
回
す
と
い
う
暗

黙
の
了
解
が
あ
っ
て
、
そ
の
子
に
ボ
ー
ル
が
回
る
と
、

ほ
か
の
子
ど
も
た
ち
が
励
ま
す
の
で
す
。
今
で
は
だ

れ
も
が
臆
す
る
こ
と
な
く
発
言
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
と
き
に
は
、
子
ど
も
同
士
で
意
見
が
対
立

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
よ
い
の
で
す
。

子
ど
も
に
は
『
意
見
が
違
う
友
だ
ち
に
自
分
の
意
見

を
合
わ
せ
る
必
要
は
な
い
。
意
見
が
違
っ
て
も
か
ま

わ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
そ
の
子
が
そ
う
い
う
考

え
方
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
相
手
の
思
い
を
受
け
と

め
る
よ
う
に
し
よ
う
』
と
話
し
て
い
ま
す
」

浜
寺
小
学
校
で
は
教
科
学
習
を
通
じ
て
読
解
力
を

育
て
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
森
嵜
先
生
は

「
子
ど
も
の
成
長
を
最
も
感
じ
る
の
は
、『
総
合
的
な

学
習
の
時
間
（
以
下
、
総
合
学
習
）』
で
す
」
と
話
す
。

「
私
た
ち
が
指
導
し
な
く
て
も
、『
こ
の
資
料
を
使

っ
て
調
べ
て
も
い
い
？
』
と
子
ど
も
が
自
分
で
資
料

を
探
し
出
し
て
、
自
分
が
抱
え
て
い
る
疑
問
を
自
分

で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
国
語
や
理
科
、
社
会
な
ど
を
通
じ
て

高
め
よ
う
と
し
て
き
た
読
解
力
が
、
確
実
に
身
に
つ

き
つ
つ
あ
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま
す
。
各
教
科
で

読
解
力
を
し
っ
か
り
育
て
な
い
と
、
総
合
学
習
で
の

子
ど
も
の
取
り
組
み
は
充
実
し
た
も
の
に
な
り
ま
せ

ん
。
逆
に
、
総
合
学
習
で
必
要
に
な
る
力
を
考
え
れ

ば
、『
総
合
学
習
で
は
資
料
を
読
み
込
み
、
表
現
す
る

力
が
必
要
に
な
る
。
だ
か
ら
、
国
語
で
は
説
明
文
を

読
み
、
意
見
文
を
書
け
る
力
を
伸
ば
そ
う
』
と
い
う

よ
う
に
、
教
科
で
身
に
つ
け
さ
せ
る
べ
き
力
も
見
え

て
き
ま
す
。
教
科
あ
っ
て
の
総
合
学
習
で
す
し
、
総

合
学
習
あ
っ
て
の
教
科
だ
と
思
い
ま
す
」

同
校
の
総
合
学
習
は
「
い
き
い
き
タ
イ
ム
」
と
名

付
け
、
3
年
生
は
「
地
域
」、
4
年
生
は
「
環
境
」、

5
年
生
は
「
福
祉
」「
防
災
」、
6
年
生
は
「
キ
ャ
リ

ア
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
方
式
で
進
め

て
い
る
。
例
え
ば
、
4
年
生
で
は
「
浜
小
を
エ
コ
ス

ク
ー
ル
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
07
年
度
の
テ
ー
マ
と

し
て
設
定
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
数
チ
ー
ム
に
分
か

れ
、
ゴ
ミ
の
減
量
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
節
約
を
実
現
さ

せ
る
方
法
を
調
べ
て
実
行
し
、
発
表
会
で
は
そ
の
活

動
報
告
を
行
っ
た
。
更
に
、「
浜
小
環
境
サ
ミ
ッ
ト
」

を
開
き
、
未
来
へ
素
敵
な
地
球
を
手
渡
す
た
め
に
自

分
に
で
き
る
こ
と
を
サ
ー
ク
ル
に
な
っ
て
話
し
合
い
、

「
私
の
環
境
宣
言
」
を
書
い
た
。
総
合
学
習
で
こ
う
し

た
活
動
が
可
能
に
な
る
の
は
、
森
嵜
先
生
が
話
し
て

い
た
よ
う
に
、
同
校
の
子
ど
も
が
教
科
や
サ
ー
ク
ル

タ
イ
ム
で
話
し
合
い
や
表
現
活
動
を
た
く
さ
ん
経
験

し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
総
合
学
習
の
授
業
時
数

が
削
減
さ
れ
、
教
科
学
習
の
授
業
時
数
が
増
え
る
。

こ
れ
を
「
ゆ
と
り
教
育
か
ら
詰
め
込
み
教
育
へ
の
回

帰
」
と
見
る
向
き
も
あ
る
が
、
由ゆ

良ら

芳
子
校
長
は

「
本
校
に
は
そ
う
し
た
考
え
は
な
い
」
と
話
す
。

「
九
九
や
漢
字
と
い
っ
た
基
礎
的
な
学
力
の
定
着
は

も
ち
ろ
ん
大
切
で
す
。
本
校
で
も
少
人
数
授
業
に
よ

る
個
に
応
じ
た
指
導
や
、
週
2
時
間
あ
る
学
校
裁
量

の
時
間
の
う
ち
1
時
間
を
『
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
算
数
・

国
語
』
と
し
て
プ
リ
ン
ト
学
習
に
取
り
組
ま
せ
る
な

ど
、
基
礎
学
力
の
習
得
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
一
方

で
、
論
理
的
な
思
考
力
や
自
分
の
考
え
を
言
葉
に
す

る
力
と
い
っ
た
、
点
数
に
は
す
ぐ
に
表
れ
な
い
学
力

も
、
教
科
学
習
で
着
実
に
育
ん
で
い
く
こ
と
が
大
切

で
す
。
総
合
学
習
で
は
、
こ
う
し
た
教
科
で
養
っ
た

学
力
を
フ
ル
に
使
い
、
自
分
た
ち
が
生
活
し
て
い
る

地
域
や
社
会
が
直
面
す
る
課
題
を
ど
う
す
れ
ば
解
決

で
き
る
か
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
い
く
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
教
科
で
学
ん
だ
こ
と
が
総
合
学
習
で
生
か
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
『
生
き
て
働
く
学
力
』

に
な
る
と
い
う
の
が
私
た
ち
の
考
え
で
す
」

浜
寺
小
学
校
は
、
読
解
力
の
育
成
を
重
視
し
た
取

り
組
み
が
子
ど
も
た
ち
の
成
長
に
確
実
に
結
び
付
く

こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。

「
こ
の
資
料
で
調
べ
て
も
い
い
？
」
と

自
分
で
解
決
す
る
よ
う
に
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子
ど
も
た
ち
の�

「
読
解
」
の
力
を
育
て
る�

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
授
業�

�

２
０
０
３
、２
０
０
６
年
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
、世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
成
績
を
上
げ
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
。�

特
に
「
読
解
」
の
指
導
法
は
各
国
の
注
目
を
集
め
る
。同
国
の
学
習
指
導
要
領
執
筆
者
で
、国
語
の
教
科
書
執
筆
も
手
が
け
る
�

元
ヘ
ル
シ
ン
キ
大
学
附
属
小
学
校
教
師
の
メ
ル
ヴ
ィ・
バ
レ
氏
に
、フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
教
育
に
つ
い
て
う
か
が
っ
た
。�

教
科
書
編
纂
者
・
元
ヘ
ル
シ
ン
キ
大
学
附
属
小
学
校
教
師
　

メ
ル
ヴ
ィ
・
バ
レ
　M

ervi W
are-von H

edenberg

特
別
取
材
�

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
メ
ソ
ッ
ド
第
一
人
者
に
聞
く
�

：�

私
た
ち
は
「
読
解
」
の
要
点
は
次
の
三
つ
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。
一
つ
め
は
、
す
べ
て
の
学
習
の
基
礎

と
な
る
よ
う
に
、
き
ち
ん
と
テ
キ
ス
ト
を
読
み
こ
な

す
力
を
つ
け
る
こ
と
。
二
つ
め
は
、
批
判
的
に
物
事

を
判
断
す
る
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
。
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
の
情
報
の
読
み
取
り
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
り

ま
す
。
そ
し
て
、
三
つ
め
が
問
題
解
決
能
力
を
身
に

つ
け
る
こ
と
で
す
。

こ
の
三
つ
の
力
を
育
て
る
た
め
に
、
ま
ず
行
う
の

は
「
事
実
」
と
「
意
見
」
の
区
別
を
子
ど
も
に
教
え

る
こ
と
で
す
。
批
判
的
な
読
み
を
す
る
に
し
て
も
、

問
題
解
決
を
す
る
に
し
て
も
、
こ
こ
が
出
発
点
に
な

り
ま
す
し
、
子
ど
も
が
未
来
の
社
会
で
生
き
て
い
く

上
で
も
一
番
重
要
な
力
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
テ
レ

ビ
、
新
聞
、
雑
誌
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
―
―
、
�
れ

ん
ば
か
り
の
情
報
の
中
か
ら
、
何
が
真
実
な
の
か
を

見
極
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
今
後
の
社
会
で
は
通
用
し

ま
せ
ん
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
小
学
校
段
階
か
ら

こ
の
点
を
意
識
し
て
教
育
を
行
っ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
生
活
体
験
や

現
実
感
覚
に
基
づ
い
て
も
の
を
考
え
る
力
を
養
う
こ

と
で
す
。
例
え
ば
、
算
数
の
授
業
で
、
子
ど
も
に
家

族
の
身
長
を
求
め
る
問
題
を
つ
く
ら
せ
る
と
し
ま
す
。

そ
の
際
、
間
違
っ
て
も
、
お
父
さ
ん
の
身
長
が
15
セ

ン
チ
に
な
る
よ
う
な
作
問
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん

（
笑
）。
計
算
上
は
あ
り
得
て
も
、
あ
ま
り
に
も
現
実

読
解
の
第
一
歩
は

「
事
実
」
と
「
意
見
」
の
区
別
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メ
ル
ヴ
ィ
・
バ
レ
◎
教
科
書
編
纂
者
・
元
ヘ
ル
シ

ン
キ
大
学
附
属
小
学
校
教
師
。
教
科
書
制
作
を

通
し
て
海
外
の
先
進
的
な
メ
ソ
ッ
ド
を
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
に
導
入
す
る
と
共
に
、
指
導
要
領
策
定

委
員
や
広
域
教
育
委
員
な
ど
を
歴
任
。
現
在
の

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
教
育
方
法
の
原
型
を
作
っ
た
。

現
場
を
退
い
た
今
も
各
地
で
精
力
的
に
教
員
研

修
を
実
施
。
同
国
の
８０
％
の
教
師
が
使
用
す
る

ヴ
ェ
ル
ネ
ル
・
ソ
ー
デ
ル
ス
ト
ロ
ー
ム
（
W
S

O
Y
）
社
の
初
等
国
語
教
科
書
の
責
任
監
修
者

と
し
て
活
躍
中
。

＊本文中のプロフィールは取材時（０８年３月）のものです
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第　回�新学習指導要領へのアプローチ�

的
で
は
な
い
答
え
が
出
て
は
、
こ
れ
ま
で
見
聞
き
し

た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
答
え
の

正
し
さ
を
考
え
直
す
、
と
い
う
作
業
を
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

私
た
ち
が
す
べ
き
こ
と
は
、
機
械
的
に
答
え
を
出

す
術
を
教
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
一
度
出
し
た
答
え

に
対
し
て
も
「
な
ぜ
そ
う
考
え
た
の
か
」「
そ
の
答
え

は
現
実
的
な
の
か
」
と
、
自
ら
に
問
い
か
け
る
力
を

育
て
る
こ
と
で
す
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
問
題
は
こ
う
し
た

考
え
方
に
似
て
い
る
の
で
、
日
頃
か
ら
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
を
積
ん
だ
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
子
ど
も
に
は
取
り
組

み
や
す
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

私
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
授
業
を
し
て
い
る
の
か
を
、

具
体
的
に
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
お
と
ぎ
話
を
題
材
に

し
た
小
学
校
低
学
年
向
け
の
授
業
を
例
に
挙
げ
ま
す
。

私
た
ち
は
い
き
な
り
本
文
を
読
み
始
め
る
と
い
う

こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
タ
イ
ト
ル
と
表
紙
の
挿
絵
を
子

ど
も
に
見
せ
、
日
本
語
の
「
む
か
し
、
む
か
し
…
…
」

に
相
当
す
る
フ
レ
ー
ズ
ま
で
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
い
っ

た
ん
授
業
を
止
め
ま
す
。
そ
し
て
、「
さ
あ
、
こ
れ
か

ら
始
ま
る
物
語
は
本
当
の
こ
と
か
な
？
　
そ
れ
と
も

お
と
ぎ
話
か
な
？
」
と
子
ど
も
に
問
い
か
け
ま
す
。

多
く
の
子
ど
も
は
、
す
ぐ
に
「
お
と
ぎ
話
だ
」
と

気
が
つ
き
ま
す
が
、
肝
心
な
の
は
子
ど
も
が
な
ぜ
そ

う
考
え
た
の
か
を
問
う
こ
と
で
す
。「
い
ろ
い
ろ
な
お

話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
、
お
と
ぎ
話
は

『
む
か
し
、
む
か
し
…
…
』
で
始
ま
っ
た
よ
」
と
答
え

る
子
ど
も
が
い
れ
ば
、
経
験
を
基
に
し
た
推
論
が
で

き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

更
に
話
を
読
み
進
め
、
登
場
人
物
が
店
に
入
る
シ

ー
ン
が
出
て
き
た
と
し
ま
す
。
こ
こ
で
も
本
文
の
読

解
に
入
る
前
に
、「
み
ん
な
は
、
ど
ん
な
店
に
、
い
つ
、

だ
れ
と
、
ど
う
や
っ
て
、
何
を
し
に
行
っ
た
こ
と
が

あ
る
か
な
？
」
と
、
い
っ
た
ん
子
ど
も
の
生
活
体
験

を
問
う
作
業
を
入
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
作
業
を
一
度

入
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
後
、
本
文
の
読
解
を
進
め
る

際
に
、「
こ
こ
ま
で
は
こ
う
い
う
話
だ
っ
た
。
自
分
の

経
験
に
照
ら
す
と
、
だ
い
た
い
こ
う
い
う
と
き
は
こ

う
な
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
物
語
も
こ
う
な
る
の
で
は

な
い
か
」
と
い
う
具
合
に
、
本
文
の
内
容
と
自
分
の

体
験
と
を
結
び
付
け
て
推
論
で
き
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
物
語
の
続
き
は
常
に
予
想
通
り
に
進

む
と
は
限
ら
な
い
で
す
し
、
と
き
と
し
て
あ
ま
り
に

も
現
実
離
れ
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
予
想
す
る
子
ど
も

も
い
ま
す
。
そ
う
し
た
と
き
に
も
「
な
ぜ
そ
ん
な
こ

と
を
言
う
の
！
」
と
叱
る
の
で
は
な
く
「
ど
う
し
て

そ
う
な
る
と
考
え
た
の
？
」
と
問
い
か
け
ま
す
。

ま
た
、
日
本
で
は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
い
そ
う

で
す
が
、
教
科
書
の
挿
絵
を
使
っ
た
活
動
も
よ
く
行

い
ま
す
。
挿
絵
は
単
な
る
「
飾
り
」
で
は
な
く
、「
読

む
」
た
め
の
も
の
で
す
。
子
ど
も
に
絵
か
ら
読
み
取

れ
た
こ
と
を
列
記
さ
せ
て
い
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、

絵
を
基
に
非
常
に
長
い
物
語
を
考
え
さ
せ
、
ド
ラ
マ

を
演
じ
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
難
し
い

子
ど
も
が
い
た
ら
、「
私
に
は
し
っ
ぽ
が
あ
り
ま
す
、

耳
が
長
い
で
す
」
な
ど
、
挿
絵
に
描
か
れ
た
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
の
特
徴
を
言
わ
せ
て
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
、

そ
の
子
が
な
り
き
っ
て
い
る
登
場
人
物
を
当
て
さ
せ

る
、
と
い
っ
た
活
動
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
、
教
科
書
か
ら
で
も
、
推
論
す
る
力
を
育

て
る
手
立
て
は
い
く
ら
で
も
見
つ
か
る
は
ず
で
す
。

し
か
し
、
全
く
の
新
人
教
師
に
と
っ
て
、
こ
う
し

た
授
業
を
ゼ
ロ
か
ら
組
み
立
て
る
の
は
容
易
な
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
私
た
ち
の
国
で
は
、
ベ

「
メ
ソ
ッ
ド
・
ガ
イ
ド
」
で

一
定
の
指
導
を
確
保
す
る

「
な
ぜ
」「
ど
う
し
て
」
を
繰
り
返
す

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
授
業
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フィンランドでは、教科書の挿絵を「読み取る」活動も頻繁に行う。例えば、写真
のような挿絵を見ながら、登場する動物の特徴を表現させ、友だちに何の動物かを
推論させる活動などがある



テ
ラ
ン
教
師
の
経
験
知
を
、
合
理
的
な
「
メ
ソ
ッ
ド

（
方
式
）」
に
す
る
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
よ
う
な
、
児
童
へ
の

発
問
の
仕
方
や
授
業
の
進
め
方
は
、
教
科
書
に
付
属

し
て
い
る
指
導
書
に
非
常
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま

す
。
児
童
に
発
問
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
や
内
容
、
児
童

の
答
え
に
応
じ
た
返
答
の
パ
タ
ー
ン
、
更
に
は
宿
題

の
出
し
方
や
成
績
の
つ
け
方
に
至
る
ま
で
、
単
元
ご

と
に
き
め
細
か
く
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
ま
す
。

更
に
、
教
科
書
に
は
、
そ
の
ま
ま
コ
ピ
ー
し
て
使

え
る
プ
リ
ン
ト
教
材
を
ま
と
め
た
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
、

Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
が
一
つ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
つ
い

て
き
ま
す
。
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
の
巻
頭
に
は
習
熟
度
を

測
る
た
め
の
テ
ス
ト
が
つ
い
て
お
り
、
そ
の
あ
と
に

単
元
別
に
習
熟
度
に
応
じ
た
課
題
プ
リ
ン
ト
が
続
く

構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
流
れ
に
従
っ
て
い
く

こ
と
で
、
テ
ス
ト→

習
熟
度
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
分
け

→

児
童
に
与
え
る
課
題
の
提
示
ま
で
、
ど
の
教
師
で

も
こ
な
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
方
、
教
科
指
導
や
ク
ラ
ス
運
営
の
ご
く
基
本
的

な
方
法
に
つ
い
て
は
、
メ
ソ
ッ
ド
・
ガ
イ
ド
と
呼
ば

れ
る
冊
子
を
参
照
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
メ

ソ
ッ
ド
・
ガ
イ
ド
と
は
現
場
の
教
師
の
知
見
を
集
め

た
も
の
で
、
国
家
教
育
委
員
会
が
基
本
メ
ソ
ッ
ド
を

示
し
た
ガ
イ
ド
と
、
そ
れ
に
従
っ
て
各
教
科
書
会
社

が
自
分
の
と
こ
ろ
の
教
科
書
に
合
わ
せ
て
メ
ソ
ッ
ド

を
細
か
く
具
体
的
に
説
明
し
た
ガ
イ
ド
の
２
段
階
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、「
児
童
が
騒
い
で
い
る
と
き

に
落
ち
着
か
せ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
」「
児
童

が
お
か
し
な
答
え
を
言
っ
た
と
き
に
は
『
違
い
ま
す
』

と
言
わ
ず
に
『
な
ぜ
』
と
聞
き
返
す
」
と
い
っ
た
メ

ソ
ッ
ド
が
蓄
積
さ
れ
て
い
ま
す
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
学
習
指
導
要
領
は
非
常
に
簡
潔
な

も
の
で
、
極
端
に
い
え
ば
、
た
だ
教
育
目
標
が
列
記

さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
教
科
書
検
定

も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
教
師
は
ど
の
会
社
の
教
科
書

を
使
お
う
と
自
由
で
す
。
そ
う
し
た
中
で
、
一
定
の

指
導
力
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
こ
う
し
た
メ
ソ
ッ

ド
は
欠
か
せ
な
い
の
で
す
。

私
は
教
科
書
や
メ
ソ
ッ
ド
・
ガ
イ
ド
の
執
筆
を
長

年
続
け
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
間
に
考
え
て
い
た
の

は
「
１
９
８
０
年
代
ま
で
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
教
育

を
な
ん
と
か
変
え
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
か
つ

て
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
教
育
は
、
今
考
え
る
と
恥
ず

か
し
い
く
ら
い
画
一
的
な
方
法
で
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
私
自
身
「
み
ん
な
で
教
科
書
を
き
ち
ん
と
持
ち

ま
し
ょ
う
」、「
先
生
が
示
し
た
と
こ
ろ
を
順
番
に
読

み
ま
し
ょ
う
」、「
何
が
書
い
て
あ
っ
た
か
わ
か
っ
た

人
は
手
を
挙
げ
て
」
と
い
う
授
業
を
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
あ
る
と
き
気
が
つ
き
ま
し
た
。
子
ど
も

は
ど
の
よ
う
に
答
え
れ
ば
先
生
が
満
足
す
る
の
か
だ

け
を
考
え
、
そ
れ
に
沿
っ
て
覚
え
て
い
る
こ
と
を
口

に
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
―
―
。
要
は
、

子
ど
も
が
全
く
頭
を
使
わ
な
い
授
業
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
た
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
教
え
方
で

は
だ
め
だ
と
思
い
「
教
え
方
の
改
革
を
し
な
け
れ
ば
」

と
強
く
思
っ
た
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
物
事
を
考
え
る
た
め
に
は
、
最
低
限

の
基
本
的
な
知
識
や
概
念
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
し
か
し
、「
考
え
る
」
こ
と
と
「
知
識
を
習

得
す
る
」
こ
と
は
、
本
来
は
隣
り
合
わ
せ
の
よ
う
な

概
念
で
す
。「
ま
ず
は
知
識
を
し
っ
か
り
覚
え
、
そ
れ

か
ら
考
え
る
」
と
い
う
仕
方
に
は
賛
成
で
き
ま
せ
ん
。

実
際
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、

「
何
を
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か
」が
最
大
の
問
題
で
あ
り
、

量
を
こ
な
す
こ
と
が
問
題
で
は
な
い
と
い
う
点
を
強

調
し
て
い
ま
す
。
勉
強
の
進
め
方
に
沿
っ
て
い
う
な

ら
、
ま
ず
は
「
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か
」
を
教
え
、
そ

の
次
に
「
ど
の
よ
う
に
問
題
を
解
決
す
る
の
か
」
と

い
う
方
法
と
、
実
際
に
そ
れ
を
使
う
こ
と
を
教
え
ま

す
。
あ
く
ま
で
も
こ
の
二
つ
が
重
要
で
、
知
識
を
身

に
つ
け
る
の
は
そ
の
次
の
段
階
で
す
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
「L

ean
in
g
to
learn

」
と

い
う
考
え
方
が
根
底
に
あ
り
、
知
識
は
そ
の
た
め
に

必
要
な
も
の
、
と
い
う
捉
え
方
を
し
て
い
ま
す
。

日
本
で
も
、
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
を
受
け
「
読

解
」
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
と
聞
い
て
い

ま
す
。
２
０
０
７
年
11
月
に
、
関
西
地
区
を
中
心
に

日
本
の
学
校
を
訪
問
し
ま
し
た
が
、「
な
ん
と
か
し
て

教
育
を
良
く
し
た
い
」
と
先
生
方
が
真
剣
に
考
え
て

日
本
の
教
師
の
熱
意
と
経
験
を

洗
練
さ
れ
た
メ
ソ
ッ
ド
に

「Learning
to
learn

」
を

ベ
ー
ス
に
知
識
を
教
え
る
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い
る
こ
と
、
そ
し
て
新
し
い
教
育
方
法
を
熱
心
に
学

ぼ
う
と
す
る
先
生
が
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
驚

き
ま
し
た
。
こ
ん
な
に
強
い
思
い
は
、
世
界
中
ど
こ

で
も
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
授
業
の
事
前
準

備
を
し
っ
か
り
行
い
、
自
作
の
プ
リ
ン
ト
を
用
意
し

て
く
る
先
生
。
黒
板
に
ど
の
よ
う
に
書
く
か
、
板
書

計
画
を
き
ち
ん
と
立
て
て
い
る
先
生
。
私
は
日
本
語

は
理
解
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
の
く
ら
い
の
こ
と
は
す

ぐ
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
こ
ま
で
一
生
懸
命
な
教
師
は
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
授
業
を
い
く
つ
か
見
る
う
ち
に
「
な
ぜ
今

こ
の
活
動
を
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
深
く

突
き
詰
め
ず
に
進
む
授
業
も
多
い
こ
と
に
気
が
つ
き

ま
し
た
。
例
え
ば
、
子
ど
も
を
静
か
に
さ
せ
る
の
は

と
て
も
上
手
な
の
に
、
静
か
に
さ
せ
る
だ
け
で
終
わ

っ
て
し
ま
い
、
肝
心
の
子
ど
も
が
全
く
頭
を
使
っ
て

い
な
い
授
業
が
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
子
ど
も
に
一
斉
に
音
読
を
さ
せ
る
形
式
の

授
業
で
は
、
読
み
始
め
た
瞬
間
に
、
40
人
の
ク
ラ
ス

の
う
ち
10
人
く
ら
い
の
子
ど
も
が
、
明
ら
か
に
つ
い

て
い
け
て
い
な
い
状
況
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
一
律
の

ス
ピ
ー
ド
に
つ
い
て
い
け
な
い
子
ど
も
は
、
文
字
を

目
で
追
っ
て
い
る
だ
け
で
必
要
な
学
習
が
で
き
ま
せ

ん
し
、
逆
に
す
ら
す
ら
読
む
力
が
あ
る
子
ど
も
に
と

っ
て
は
、
無
意
味
な
学
習
の
時
間
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
私
な
ら
、
黙
読
の
あ
と
に
、「
１
人
で
課
題
に

取
り
組
む
『
力
の
あ
る
子
』
の
グ
ル
ー
プ
」、「『
グ
ル

ー
プ
で
な
ら
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
の
で
き
る
子
』

の
グ
ル
ー
プ
」、
そ
し
て
、
私
が
「『
つ
き
っ
き
り
で

読
み
方
を
教
え
る
』
グ
ル
ー
プ
」
の
三
つ
に
、
ク
ラ

ス
を
分
け
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

日
本
の
先
生
方
の
「
す
ば
ら
し
い
教
育
を
し
た
い
」

と
い
う
思
い
を
子
ど
も
の
力
に
変
え
て
い
く
た
め
に

は
、
明
確
な
目
的
と
「
具
体
的
に
ど
う
す
れ
ば
よ
い

の
か
」
と
い
う
手
立
て
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
大
切

で
す
。
経
験
を
集
約
し
、
合
理
的
な
メ
ソ
ッ
ド
と
し

て
洗
練
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
今
後
、
日
本
の
先
生

方
の
熱
心
な
力
を
最
大
限
に
生
か
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
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メルヴィ・バレ先生が執筆したWSOY社、小学２年生国語の教科書。左か
ら教科書、ワークブック、教師用の指導書。このほか授業で使う素材を集
めたCD-ROMなどがセットとなって、学校で活用される

図１　教科書、指導書、ワークブック

教師用指導書。単元に応じた授業の進め方が詳細に示される。児童への質
問例やそのタイミング、それに対する児童の解答例と教師の返答、更に宿
題の出し方などが例示される

図2 教師用指導書

児童が取り組む課題などは、ワークブックにあらかじめ収録されている。
同じ単元でも、習熟度に応じて何パターンもの課題があり、児童の自習教
材としても使用できるようになっている。また、教科書の登場人物をかた
どったシールなども用意され、ドラマを取り入れた授業などに活用できる

図3 WSOY社　教科書付属のワークブック



 フィンランドメソッドとつけたい力の整理表� ＊白抜き文字は小誌の該当箇所�

・ 田中先生インタビュー  P.6中18行目～29行目�
・ 浜寺小学校　　　     P.10上1行目～中12行目�
・ 浜寺小学校　　　     P.10下8行目～24行目�

・ 田中先生インタビュー�
  P.5下21行目～P.6上9行目�

・ 田中先生インタビュー�
   P.7中14行目～23行目�

・ 浜寺小学校�
   P.9中4行目～下4行目�

・ 田中先生インタビュー�
   P.7上1行目～7行目�

・ メルヴィ・バレ氏インタビュー�
  P.13下10行目～23行目�

・ メルヴィ・バレ氏インタビュー�
   P.13中18行目～下9行目�

・ メルヴィ・バレ氏インタビュー�
   P.15中5行目～下5行目�

・ 浜寺小学校�
  P.11上24行目～中8行目�

・ 浜寺小学校�
  P.11中18行目～下5行目�

・ 浜寺小学校�
   P.10下25行目～P.11上23行目�

・ 浜寺小学校�
   P.8下9行目～P.9上8行目�

領域� メソッド� つけたい力�

１． カリキュラム編成� ①算数、国語、社会等の複数の教科を横断して�
　読解力を育てる指導を行う��
②ドラマ科やプロジェクト学習週間を設定して�
　表現力や課題解決力を育てる�

・ 読解力�
�
・ 表現力、課題解決力�

２． 単元構成� ①既有の知識・技能を活用させる問題解決的な学習を設定する�
②読む・書く・話す・聞くという４言語活動を関連づけて取り入れる�
③情報の取り出し・解釈・熟考・評価を関連づけて取り入れる�
④音声言語と文字言語を変換させながら表現をさせる�
⑤個別学習、小集団学習、一斉学習を組み合わせる�

・ 問題解決力�
・ 総合言語力�
・ 調査研究力�
・ モード変換力�
・ 協力性、協調性�

３． 家庭学習との連携� ①家庭での親子読書や地域図書館の利用を促す�
②作文やレポート、問題づくり等の課題探究型の宿題を出す�

・ 読書習慣�
・ 表現力、思考力�

①複数の資料を比較・総合して結論を出させる��
②資料の先読みや資料の間違った箇所の�
　訂正をさせる��
③生活の中の身近な題材や社会問題を�
　学習内容として取り上げる�

・ 比較分析力�
・ 先を読む力、修正力�
�
・ 生活に活かす力�

（１）多様な資料の活用�

①思考と表現の型を教えて個性的に�
　活用させる��
②思考でも表現でも常に主題を意識化させる��
③内容理解だけでなく作品批評や�
　制作技法の評価を行わせる場面を設定する�

①サークルタイムや相互評価を通して�
　考えの深化や表現の練り上げをさせる��
②学習規律の在り方をグループで考えさせて�
　ルールを守らせる��
③宿題の答え合わせや宿題の作品発表を�
　学級全体で行わせる�

・ 基礎学力を活かす力�
・ 主題把握力�
・ 作品評価力�

・ 討論力、相互評価力�
�
・ 学習規律�
�
・ 協力性、協調性�

（２）型の提示と活用�

（３）協同的集団づくり�

①多様な表現活動をさせる�
　（パペット［人形］劇、続き話づくり、書き換え、条件作文等）��
②即興表現を行わせて豊かな発想力や表現する意欲を育てる�
③異なる形式のテキストを組み合わせてまとめさせる（レポート、新聞）�

・ 表現力�
�
・ 即興表現力�
・ 総合表現力�

（４）表現活動の重視�

①カルタを用いて自分の考えや�
　創作物の構想をまとめさせる��
②常に「なぜ？」を問い、�
　それに自ら論理的に答えるようにする��
③資料の裏にある仮説・根拠・仮定を考えさせる�

・ 発想力、関係性構造化力�
�
・ 論理的思考力�
�
・ 洞察力、推察力�

（５）思考の活性化�

①常に自分の言葉で考えて、自分の考えを論理的に表現させる��
②自らの調査や実験等で収集したデータを基にして�
　資料を作成させる��
③自己成長や学力向上の軌跡を振り返らせて自信をつける�

・ 自ら考える力�
・ 主体的な資料作成力�
�
・ 自信、自尊感情�

（６）自分づくり�

①朝の始業前に学力に課題のある子に対して�
　補充指導を行う��
②授業中に、課題達成力の違いに応じて�
　異なる学習課題を与える��
③一人ひとりのレベルに応じた学び方を育成する�

・ 基礎学力、自尊感情�
�
・ 基礎学力、自尊感情�
�
・ 学び方のスキルと態度�

（７）個に応じた指導�

４． 

指
導
方
法�

＊大阪教育大・田中博之先生の提供資料より�
＊白抜きの文字は、その項目に関連する小誌の該当箇所を示している。「上」は上段、「中」は中段、「下」は下段を示す�
（行数に小見出しは含まない）�

資
料
�

「
言
葉
の
力
」
を
育
て
る
教
育
メ
ソ
ッ
ド
�

�

それぞれのメソッドに関連する�
小誌の該当箇所を示しています。�

ご参照ください�
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���　
東
海
大
学
湘
南
キ
ャ
ン
パ
ス
の
陸
上
部
グ
ラ
ウ
ン
ド
。
メ
ニ
ュ

ー
に
沿
っ
て
練
習
に
取
り
組
む
選
手
を
目
で
追
い
な
が
ら
、
と
き

お
り
、
高
野
さ
ん
が
「
彼
は
ど
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
走
っ
て
い
る

の
か
な
？
」
な
ど
と
つ
ぶ
や
く
。
世
界
を
舞
台
に
活
躍
す
る
O
B

で
教
え
子
の
末
續
慎
吾
選
手
の
姿
も
見
え
る
。�

　
高
野
さ
ん
の
肩
書
き
は
、
体
育
学
部
競
技
ス
ポ
ー
ツ
学
科
の
准

教
授
で
あ
る
。
大
学
で
ス
ポ
ー
ツ
科
学
論
な
ど
を
教
え
る
か
た
わ

ら
、
毎
日
午
後
、
陸
上
部
の
コ
ー
チ
と
し
て
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
立

つ
。
指
導
す
る
の
は
１０
人
ほ
ど
の
女
子
学
生
を
含
む
約
５０
人
の
短

距
離
選
手
だ
。
中
に
は
学
生
で
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
有
望
選
手
も
い

る
。�

　「
大
事
な
の
は
走
り
を
創
造
す
る
こ
と
で
す
」
と
高
野
さ
ん
は

い
う
。
そ
の
た
め
に
選
手
に
求
め
る
の
が
〈
観
察
す
る
目
〉
で
あ

る
。�

　「
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
や
レ
ー
ス
で
周
囲
に
い
る
選
手
の
動

き
を
見
な
が
ら
ヒ
ン
ト
を
も
ら
う
。
ま
た
、
指
導
者
の
態
度
や
言

葉
の
端
々
か
ら
、
何
を
要
求
し
て
い
る
の
か
を
察
知
す
る
。
そ
れ

を
自
分
な
り
に
取
り
込
ん
で
一
つ
の
形
に
し
て
い
く
の
で
す
」�

　
高
野
さ
ん
は
「
ス
プ
リ
ン
タ
ー
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
す
」
と
い

う
。
１
０
０
メ
ー
ト
ル
や
２
０
０
メ
ー
ト
ル
、
４
０
０
メ
ー
ト
ル

と
い
っ
た
距
離
を
ス
タ
ー
ト
か
ら
ゴ
ー
ル
地
点
ま
で
い
か
に
速
く

着
く
か
。
選
手
は
、
そ
の
た
め
に
走
る
と
き
の
腕
の
振
り
方
な
ど

何
通
り
も
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
降

り
て
く
る
」
と
い
う
の
だ
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
現
化
し
、
自
分

自
身
の
最
高
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
見
せ
る
た
め
、
試
行
錯
誤
を

繰
り
返
す
。�

　
バ
イ
オ
メ
カ
ニ
ク
ス
な
ど
科
学
的
な
視
点
で
選
手
を
指
導
す
る

こ
と
も
あ
る
。
た
だ
、
科
学
的
な
裏
付
け
が
大
事
と
は
い
え
、
ス

ポ
ー
ツ
の
世
界
で
は
科
学
は
走
り
の
一
つ
の
要
素
で
し
か
な
い
。

最
終
的
に
問
わ
れ
る
の
は
、
選
手
が
「
観
察
」
し
て
得
た
イ
メ
ー

ジ
を
、
創
意
工
夫
と
想
像
力
で
自
分
の
走
り
に
結
び
つ
け
て
い
く
�

N u m b e r 1

教える現場　　育てる言葉�

 「これしかない」と信じることが�
 一流への道につながる�

イメージを走りに結びつける創造力�

日本陸上競技連盟理事　高野　進�

たかの・すすむ　財団法人日本陸上競技連盟理事・強化
委員長。東海大学体育学部准教授。日本スプリント学会
会長。１９６１年、静岡県生まれ。８４年のロサンゼルス・オ
リンピック、８８年のソウル・オリンピックの４００メートルで共
にベスト１６。９２年のバルセロナ・オリンピック４００メートル
では、日本の短距離選手として６０年ぶりに決勝に進出、８
位入賞を果たす。４００メートル４４秒７８の日本記録は今も破
られていない（２００８年２月末現在）。�

◎陸上での短距離競走を意味し、１００メートル、２００メート
ル、４００メートルの３種目にハードル（１００メートル、１１０メ
ートル、４００メートル）とリレー（４×１００メートル、４×４００
メートル）を含めた競技。一般的には、上体、下肢共に
優れた筋力を持ち、先天的に優れた反射神経が要求される。
最近はバイオメカニクスによってスプリンターに必要な「筋」
や「動き」が解明され、日本人選手もトレーニングによっ
ては、世界のトップランナーと十分に戦えるようになってきた。�

一
流
の
ス
プ
リ
ン
タ
ー
に
�

求
め
ら
れ
る
「
観
察
す
る
目
」
�

陸上競技の４００メートル走で３回オリンピックに出場するなど、日本を代表するスプリンターだった高野進さん。�
現在、母校の東海大学で後進を指導する高野さんは�

「何かを究めようとするなら、選択肢は一つしかないと思う。�
そこに最高の情熱とアイディアを向けることが重要です」と熱く語る。�

高野　進�

スプリント競技�

新連
載�
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能
力
だ
。
そ
れ
は
ス
プ
リ
ン
タ
ー
の
セ
ン
ス

で
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
ラ
ン
ナ
ー
の
内
面

の
葛
藤
を
「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
」
と
高
野
さ
ん

は
自
身
の
言
葉
で
表
現
す
る
。�

　
一
見
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
雰
囲
気
の
練
習

風
景
だ
が
、
選
手
に
と
っ
て
は
「
観
察
」
し
、

指
導
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
敏
感
に
受
け
止
め

て
〈
新
し
い
も
の
〉
を
生
み
出
す
場
な
の
だ
。�

���　
高
野
さ
ん
は
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
駆
け
っ
こ
に
は
自
信
が
あ
っ

た
。
中
学
時
代
は
陸
上
部
に
所
属
。
本
格
的
に
４
０
０
メ
ー
ト
ル

を
始
め
た
の
は
高
校
に
入
っ
て
か
ら
だ
。
最
初
は
１
６
０
０
メ
ー

ト
ル
リ
レ
ー
（
４
×
４
０
０
メ
ー
ト
ル
）
の
選
手
で
、
以
来
お
よ

そ
３０
年
間
、
理
想
の
走
り
を
追
究
し
て
き
た
。
こ
の
経
験
か
ら
、

個
人
競
技
で
あ
る
ス
プ
リ
ン
ト
競
技
に
お
い
て
高
野
さ
ん
が
大
事

に
す
る
の
は
、
同
じ
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
立
つ
者
と
し
て
の
「
共
通
感

覚
」
で
あ
る
。�

　「
５０
人
の
短
距
離
チ
ー
ム
は
、
競
技
会
に
出
場
す
る
選
手
だ
け

で
動
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
大
会
で
勝
つ
と
い
う
目
標
が
あ
っ

て
、
そ
の
目
標
の
下
に
コ
ー
チ
を
は
じ
め
、
控
え
の
選
手
や
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
な
ど
全
員
が
役
割
を
担
っ
て
参
加
し
て
い
る
。
代
表
選

手
は
、
そ
う
い
う
共
同
作
業
の
延
長
に
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
共

通
感
覚
が
な
い
と
強
く
な
り
ま
せ
ん
」�

　
も
ち
ろ
ん
選
手
に
は
記
録
と
い
う
目
標
が
あ
る
。
だ
が
、
記
録

も
チ
ー
ム
内
に
「
共
通
感
覚
」
が
な
い
と
伸
ば
す
の
は
難
し
い
。

個
々
の
選
手
に
合
わ
せ
て
技
術
的
な
指
導
は
す
る
が
、
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
は
１
人
で
維
持
で
き
な
い
し
、
指
導
者
を
は
じ
め
仲
間
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
大
事
に
な
る
。
記
録
を
目
指
し
て
走

る
の
は
本
人
で
も
、
そ
れ
は
共
同
作
業
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。�

　「
勝
と
う
が
負
け
よ
う
が
自
分
の
世
界
だ
か
ら
関
係
な
い
と
い

う
の
は
、
ま
だ
本
人
が
レ
ジ
ャ
ー
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
段
階

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
」
と
高
野
さ
ん
は
続
け

る
。
仲
間
と
の
「
共
通
感
覚
」
が
あ
る
と
自
分
自
身
の
目
的
意
識

が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
、
頑
張
り
が
利
き
、
記
録
を
狙
う
気
持
ち
を
よ

り
強
く
保
て
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。�

　
高
校
時
代
に
記
録
を
持
っ
て
い
て
も
、
大
学
で
伸
び
な
い
選
手

が
い
る
。
自
分
の
や
り
方
を
変
え
な
い
た
め
で
あ
る
。
高
野
さ
ん

は
「
自
分
が
伸
び
て
き
た
過
程
を
大
事
に
す
る
気
持
ち
は
分
か

る
」
と
し
つ
つ
も
、「
過
去
の
経
験
は
土
台
で
す
。
し
か
し
、
そ

れ
に
縛
ら
れ
る
と
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
せ
な
い
」
と
話
す
。
周

囲
と
の
間
に
壁
が
で
き
て
、
互
い
に
「
共
通
感
覚
」
が
持
て
な
い

か
ら
だ
。�

　
高
野
さ
ん
が
常
々
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
掲
げ
て
い
る
言
葉
に
「
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
・
ノ
ン
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
」
が
あ
る
。「
肯
定
的
無
抵
抗
」

と
い
う
意
味
だ
。
高
野
さ
ん
は
高
校
、
大
学
を
通
し
て
、
コ
ー
チ

の
指
導
に
は
全
面
的
に
従
っ
て
き
た
と
い
う
。
コ
ー
チ
が
要
求
す

る
こ
と
を
１
０
０
％
消
化
し
て
、
そ
れ
を
自
分
の
走
り
で
具
体
的

な
形
に
し
て
さ
ら
に
高
い
レ
ベ
ル
で
示
す
よ
う
に
努
力
し
て
き

た
。
そ
う
や
っ
て
コ
ー
チ
と
自
分
の
間
に
「
共
通
感
覚
」
を
築
い

て
き
た
の
だ
。�

���　
一
流
の
選
手
は
「
完
成
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
そ
こ
に
い
る
の

で
は
な
い
。
時
間
を
か
け
て
積
み
上
げ
て
き
た
プ
ロ
セ
ス
が
あ

る
。�

　「
競
技
会
で
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
登
山

で
い
え
ば
頂
上
の
一
歩
手
前
に
い
る
の
と
同
じ
で
す
」
と
高
野
さ

ん
。
９２
年
の
バ
ル
セ
ロ
ナ
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
の
４
０
０
メ
ー
ト

ル
決
勝
で
、
日
本
人
と
し
て
６０
年
ぶ
り
に
フ
ァ
イ
ナ
リ
ス
ト
（
決

勝
進
出
者
）
に
な
っ
た
経
験
を
踏
ま
え
て
、
こ
う
続
け
る
。
当

時
、
高
野
さ
ん
は
３１
歳
。�

　「
あ
の
時
は
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
す
ご
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
自
分

が
高
い
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
、
少
し
で
も
失
敗
し
た
ら

転
落
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
怖
で
す
。
一
方
で
期
待
も
あ

り
ま
し
た
。
こ
こ
ま
で
登
っ
て
き
た
自
分
へ
の
期
待
、
あ
と
一
歩

を
踏
み
出
し
て
頂
点
に
た
ど
り
着
け
ば
、
別
の
世
界
が
見
え
る
に

違
い
な
い
と
い
う
ワ
ク
ワ
ク
し
た
気
持
ち
で
す
ね
」�

　
ど
ん
な
競
技
会
で
も
ス
タ
ー
ト
す
る
前
と
ゴ
ー
ル
し
た
後
で

は
、
自
分
の
〝
視
界
〞
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー
に
耐
え
て
走
り
切
る
こ
と
で
「
違
う
世
界
」
を
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ス
リ
ル
感
を
体
感
す
る
た

め
に
、
練
習
の
厳
し
い
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
た
と
い
う
。�

　
競
技
を
通
し
て
自
分
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
が
成

長
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
走
り
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
実
感

す
る
。
こ
れ
は
ラ
ン
ナ
ー
で
あ
る
こ
と
の
醍
醐
味
で
あ
り
、
高
野

さ
ん
が
後
進
に
伝
え
た
い
の
も
ま
さ
に
こ
の
こ
と
だ
。
こ
の
喜
び

は
選
手
本
人
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
指
導
者
自
身
の
も
の
で

も
あ
る
。
２
０
０
３
年
夏
、
世
界
陸
上
パ
リ
大
会
の
２
０
０
メ
ー

ト
ル
決
勝
で
教
え
子
の
末
續
選
手
が
３
位
で
ゴ
ー
ル
を
駆
け
抜
け

た
時
、「
自
分
の
目
の
前
の
仕
事
が
変
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
し

た
」
と
高
野
さ
ん
は
話
す
。
そ
れ
は
「
自
分
の
生
き
方
が
変
わ

る
」
こ
と
へ
の
予
感
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
の
だ
。�

���　
自
ら
の
競
技
生
活
を
、
高
野
さ
ん
は
「
私
に
は
ほ
か
に
選
択
肢

同
じ
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
立
つ
上
で
�

不
可
欠
な
「
共
通
感
覚
」
�

走
る
こ
と
で
自
分
が
成
長
し
て
い
く
�

醍
醐
味
を
体
感
す
る
�

「
感
動
」
に
人
が
進
化
す
る
�

原
点
が
あ
る
�

日本陸上競技連盟理事　高野　進�

「これしかない」と信じることが�
 一流への道につながる�
イメージを走りに結びつける創造力�

教える現場　　育てる言葉�
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は
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
」
と
振
り
返
る
。�

　「
４
０
０
メ
ー
ト
ル
は
苦
し
い
種
目
で
す
。
た
だ
、
私
が
持
つ

す
べ
て
の
力
を
充
填
し
て
、
残
ら
ず
放
出
で
き
る
の
は
、
こ
れ
し

か
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
自
分
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
一
番
引

き
出
し
て
く
れ
て
、
自
分
自
身
が
有
能
で
あ
る
と
思
え
る
も
の
が

４
０
０
メ
ー
ト
ル
だ
っ
た
の
で
す
」�

　
一
流
の
選
手
は
「
自
分
が
や
る
こ
と
は
こ
れ
し
か
な
い
」
と
信

じ
て
い
る
。
だ
か
ら
悩
ま
な
い
。
学
生
の
中
に
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

を
目
指
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
選
手
も
い
れ
ば
、
将
来
は
指
導
者

に
な
り
た
い
と
考
え
て
い
る
選
手
も
い
る
。
何
を
目
指
す
に
し
て

も
、「
自
分
に
は
こ
れ
し
か
な
い
と
い
う
気
持
ち
で
、
そ
こ
に
最

高
の
情
熱
、
ア
イ
デ
ア
、
興
味
―
―
自
分
の
持
て
る
も
の
す
べ
て

を
注
ぐ
こ
と
が
大
事
で
す
」
と
高
野
さ
ん
は
助
言
す
る
。�

　
最
近
、
高
野
さ
ん
は
大
学
教
員
、
陸
上
コ
ー
チ
以
外
に
も
幅
広

い
顔
を
見
せ
て
い
る
。
２
年
前
、
ア
ス
リ
ー
ト
の
自
立
を
支
援
す

る
ア
ス
レ
テ
ィ
ク
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
（
旧
社
名
・
ラ
ス
ポ

ー
ト
株
式
会
社
）
を
設
立
、
厚
木
市
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
レ

ス
ト
ラ
ン
「
L
a
p
 

T
i
m
e
（
ラ
ッ
プ
タ
イ
ム
）」
を
オ
ー

プ
ン
さ
せ
た
。
こ
の
店
で
は
教
え
子
の
選
手
も
働
い
て
い
る
。「
食

の
サ
ー
ビ
ス
は
相
手
の
気
持
ち
を
考
え
る
こ
と
が
基
本
。
自
分
の

走
り
で
他
人
を
感
激
さ
せ
る
の
は
一
流
選
手
の
要
件
で
す
。
接
客

を
通
し
て
い
か
に
お
客
様
に
感
動
し
て
も
ら
う
か
を
学
び
な
が
ら

成
長
し
て
ほ
し
い
」
と
語
る
。�

　
人
も
動
物
も
「
速
く
走
る
」
の
は
本
能
だ
。
た
だ
、
人
間
の
場

合
、
そ
こ
に
は
感
動
を
求
め
る
。「
本
能
的
な
も
の
と
そ
う
で
な

い
も
の
の
両
方
を
持
っ
て
走
る
の
は
人
間
だ
け
で
す
。
実
に
興
味

深
い
」
と
、
高
野
さ
ん
は
い
う
。「
そ
こ
に
人
が
進
化
す
る
原
点

が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
い
う
の
が
、
彼
の
考
え
だ
。
こ
れ

も
走
り
を
通
し
て
後
進
に
伝
え
た
い
大
切
な
こ
と
の
一
つ
な
の

だ
。�

高野さんが指導する東海大学陸上部の練習風景�
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皆
さ
ん
は
、
授
業
で
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ

（
以
下
、
デ
ジ
カ
メ
）
を
活
用
し
て
い
ま
す

か
。
家
庭
で
は
よ
く
使
っ
て
い
て
も
、
授

業
で
と
な
る
と
尻
込
み
を
し
て
い
る
先
生

が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か

し
、
も
う
避
け
て
は
通
れ
ま
せ
ん
。
新
学

習
指
導
要
領
で
は
、
各
教
科
・
領
域
等
で
、

体
験
し
た
こ
と
や
調
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
、

発
表
し
合
う
「
言
語
活
動
」
を
重
視
し
て

い
ま
す
。
こ
の
活
動
で
の
必
須
ア
イ
テ
ム

が
デ
ジ
カ
メ
で
す
。�

　
デ
ジ
カ
メ
の
特
色
は
簡
便
性
で
す
。
フ
ィ

ル
ム
カ
メ
ラ
よ
り
も
気
軽
に
使
え
ま
す
。

例
え
ば
、
デ
ジ
カ
メ
な
ら
現
像
代
を
気
に

せ
ず
何
枚
で
も
撮
れ
ま
す
し
、
撮
影
し
た

そ
の
場
で
画
像
を
確
認
で
き
る
の
で
、
失

敗
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
テ
レ
ビ
に
ケ
ー

ブ
ル
１
本
で
つ
な
ぎ
、
大
画
面
で
写
真
を

見
せ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク

タ
ー
の
操
作
が
苦
手
な
先
生
で
も
、
こ
れ

な
ら
簡
単
で
す
。�

　
と
は
い
え
、
自
分
が
し
っ
か
り
理
解
し

て
い
な
い
こ
と
を
子
ど
も
に
教
え
る
こ
と

に
抵
抗
の
あ
る
先
生
も
い
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
場
合
、「
子
ど
も
と
一
緒
に
学
ん
で
い

こ
う
」
と
い
う
気
持
ち
が
大
切
に
な
り
ま

す
。
デ
ジ
カ
メ
な
ど
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
は
、

子
ど
も
の
方
が
使
い
方
を
よ
く
知
っ
て
い

る
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。
取
扱
説
明
書

を
読
む
こ
と
も
大
切
で
す
が
、
子
ど
も
に

「
ち
ょ
っ
と
操
作
を
教
え
て
」
と
頼
ん
で
も

よ
い
の
で
す
。
中
学
年
以
上
な
ら
、
ク
ラ

ス
に
何
人
か
は
詳
し
い
子
が
い
る
で
し
ょ

う
。
彼
ら
を
「
デ
ジ
カ
メ
係
」
に
任
命
し

て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。「
先
生
に
頼
り

に
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
気
持
ち
は
、
子

ど
も
の
自
信
や
意
欲
を
育
む
よ
い
き
っ
か

け
と
な
り
ま
す
。�

　
今
後
も
、
学
校
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用

が
更
に
広
が
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
ず
は
デ
ジ
カ
メ
を
突
破
口
に
、
苦

手
意
識
を
克
服
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。�

現
像
代
や
失
敗
を
気
に
せ
ず�

画
像
の
教
材
を
準
備
で
き
る�

不
安
が
ら
ず
に�

子
ど
も
に
任
せ
て�

使
わ
せ
て
み
よ
う�

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
を
授
業
で
使
い
た
い
と
思
っ
て
も
、「
子
ど
も
が
壊
し
て
し
ま
い
そ
う
で
…
…
」�

「
子
ど
も
に
教
え
ら
れ
る
ほ
ど
使
い
こ
な
し
て
い
な
い
」
と
い
う
不
安
の
声
が
多
く
聞
か
れ
ま
す
。�

し
か
し
「
本
来
、デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
は
非
常
に
使
い
や
す
い
道
具
」
と
導
入
を
勧
め
る�

メ
デ
ィ
ア
教
育
開
発
セ
ン
タ
ー
の
中
川
一
史
教
授
に
、授
業
で
の
活
用
の
コ
ツ
を
う
か
が
い
ま
し
た
。�

講師�

活用度UP!　ワンポイントアドバイス�
�

「充電ボックス」設置の勧め�
　「デジタルカメラを使おうと思ったらバッテリー切れで使えなかった」と
いう経験はありませんか。こうしたことが続くと、次第に使うのが億劫に
なります。そこで、ある学校の工夫を紹介します。まず、色の違うカゴ
を２つ用意します。使用して電池残量が少なくなったカメラは一方のカ
ゴに入れておき、情報担当の先生が
充電します。充電が済んだカメラはもう
一方のカゴに入れ、使うときはそのカゴ
から持っていきます。情報担当の先生
がメンテナンスできる体制ができていれば、
使いたいときにいつでも使えるようになり、
活用度も確実に向上していきます。�

独立行政法人メディア教育開発センター教授、金沢大教育学部客員
教授（併任）。数多くの小・中学校で指導・助言を行っている。�

ひと� し�

おっくう�

中川一史先生�

ひ
と

し�

写真提供／鳥取県三朝町立西小学校�

明日から使える�

　　　　  講座�

第１回　デジタルカメラ�

新連
載�
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�
�
　低学年では、必ずしも授業で子どもにデジカメを持たせる
必要はありません。先生が撮影した写真を授業の導入として
テレビを使って大きく提示したり、写真をプリントアウトして教
材の１つとして配ってみたりしてみませんか。�
�
�
�
　先生がカメラの取り扱いに慣れてきたら、子どもにデジカメ
を使わせてみましょう。写真は「言葉で表現できないことを
補うための手段」とも位置づけられます。ある学校では、日
直にデジカメを持たせて校庭や教室で見つけたことを撮影させ、
写真に「今朝寒かったので道が凍っていた」などの言葉を
付け加えて、朝の会で発表するという活動をしていました。
子どもの「伝える力」を養おうと始められた活動です。�
　子どもに撮影させる場合、配慮したいのが撮影枚数です。
子どもはシャッターを押すことが面白くてどんどん撮影していき
ますから、写真の整理や選択が大変になります。そこで事
前に枚数制限を設けたり、撮影対象を明確にしたりすることで、
撮りすぎを防ぎます。�
　撮るときの位置や角度など技術面の指導は、中高学年に
なってからで大丈夫。低学年の子どもに対しては、まずは撮
影を経験させることに主眼を置きましょう。�

�
�
　３年生以上になると調べ学習や発表の機会が増えますか
ら、子ども自身がデジタルカメラを持って撮影します。この段
階での写真は、自分の主張に説得力を持たせるための素材
という位置づけです。�
�
�
�
　ある学校の４年生の社会科の授業を紹介しましょう。テー
マは「校区内の道路の交通量調査」。交通量が多く注意
が必要な場所を調べて、写真を撮って発表します。更に一
歩踏み込んで、ルーズ（離れて撮影する）とアップ（近づ
いて撮影する）といった撮り方の違いも伝えます。紹介した
い内容の全体像を見せたいときはルーズで、詳しく紹介した
いときはアップで撮ることを教えましょう。撮影するテーマや目
的を明確にしておけば、子どもは最適な対象やアングルを選
択し、撮影できるようになります。ブレやピンぼけなどの失敗
は、撮り直しが容易なデジカメならほとんど心配がありません。
１グループに１台持たせるなどして、どんどん撮らせましょう。�
　設備が整っている学校では、電子ボードを用いて発表でき
ますが、紙に書いた地図の上にプリントアウトした写真を貼っ
て掲示してもよいでしょう。各校の設備・機器などに応じ、
紙とデジタル機器を使い分けてください。�

授
業
の
導
入
と
し
て�

撮
影
し
た
写
真
を
テ
レ
ビ
で
見
せ
る�

●活用の中心は「教材の補助」として�

●「言葉」を補う手段としての撮影を体験させる�

授業の導入に画像をテレビで見せる�

調
べ
学
習
で
は�

「
伝
え
た
い
も
の
」を
ど
ん
ど
ん
撮
ら
せ
る�

●言葉をわかりやすく伝える手段として�
�

●テーマ・目的を意識して撮影させる�

低学年�
向け�

中高学年�
向け�

プリントアウトした写真を並べて検討�

伝えるための手段として撮影させる�

目的によって撮影方法を変える�

授業を始めるときに、先生が撮影した写真をテ
レビを使って子どもに見せ、これから始まる授
業への期待を高めさせましょう�

交通量調査ではどれほど車が通っているのかを
伝えるために、離れて撮影しています。目的
に応じた撮影の仕方を教えるよい機会です�
写真提供／松戸市立馬橋小学校�

低学年の子どもにデジカメを使わせる狙いは、
気づいたことや見つけたことを「伝えるための
手段」の1つとして映像を経験させることです。
技術的な指導は重視しなくてもよいでしょう�
写真提供／相模原市立東林小学校�

写真をプリントアウトすれば、子どもたちが一度
に検討できます。アナログとデジタルを上手に
使い分けるとよいでしょう�
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ベ
ネ
ッ
セ
次
世
代
育
成
研
究
所
は
、
全

国
の
国
公
私
立
幼
稚
園
を
対
象
に
調
査
を

行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
指
導
要
録
（
写
し

ま
た
は
抄
本
）
の
小
学
校
へ
の
送
付
や
、

幼
小
教
員
の
人
事
交
流
な
ど
、
幼
稚
園
と

小
学
校
の
接
続
に
課
題
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
特
に
、
幼
稚
園
全
体
の
約
６
割

を
占
め
る
私
立
幼
稚
園
は
、
国
公
立
に
比

べ
、
小
学
校
と
の
交
流
が
少
な
い
こ
と
も

わ
か
っ
た
。
最
近
は
「
小
１
プ
ロ
ブ
レ
ム
」

（
注
１
）
な
ど
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、

低
学
年
の
指
導
を
考
え
る
上
で
幼
小
接
続

に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。�

　
P.�
２４
以
降
で
は
、
幼
小
の
教
員
に
互
い

の
教
育
現
場
を
体
験
さ
せ
る
京
都
市
の
取

り
組
み
を
紹
介
す
る
。�

1

0 20 40 60 80 100

学校教育法施行規則では、国公私立すべての幼稚園は園児の育ちを記録
した指導要録の写しまたは抄本を小学校に送付することが義務付けられてい
るが、実際に送付しているのは、国公立の８０.８％、私立の５６.０％にとどま
った。Ｐ.２４から紹介する京都市の幼小交流教員へのインタビューでは、指
導要録を効果的に活用するためには、幼小の教員が指導要録の情報を基に、
情報を直接交換することの重要性が指摘された�

国公私立共に、「『園児が自由に活動を選択して行うこと』と『教員が活
動を選択して園児が行うこと』が半 く々らい」という回答が最も多かったが、
国公立では次に２７.２％が「園児が自由に活動を選択して行うことが中心」
と回答し、私立では３０.９％が「教員が活動を選択して園児が行うことが中心」
と回答している。私立の方が、教師主導型が多い傾向にあることが明らか
になった�

指導要録の写しまたは抄本の小学校への送付の有無�

国公立�

私立� 56.0 33.6 10.4

（％）�

（％）�

％）�

（％）�

送付している　　　送付していない　　　無答不明�

80.8 9.5 9.7

（％）�

2

0 20 40 60 80 100

園児が自由に活動を選択して行うことが中心�
教員が活動を選択して園児が行うことが中心�
半 く々らい　　　その他　　　無答不明�

保育のタイプ�

国公立�

私立�

27.2 3.7 65.1 2.7

1.2

9.6 30.9 53.8 3.7

2.1

�

指導要録を�
送付しない園が約3割�

私立幼稚園は�
教師主導型の傾向に�

「
第
１
回
幼
児
教
育
・
保
育
に
つ
い
て
の
基
本
調
査（
幼
稚
園
編
）」
よ
り�

幼
小
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
余
地�

ま
ず
は
指
導
要
録
や
教
員
交
流
か
ら�

◎図１～６出典�
「第1回　幼児教育・保育に
ついての基本調査（幼稚園
編）」��
◎調査方法�
郵送法（自記式アンケートを
郵送により配布・回収）��
◎調査時期�
２００７年６月��
◎調査対象�
全国の園児数３０人以上（一
部、園児数不明の園も含む）
の国公私立幼稚園の園長・
副園長（教頭）・主任の先
生（１園につき1名が回答）��
◎有効回答数�
国公立４０１、私立１,２０３�

実態把握�

注１　基本的生活習慣や集団生活のルールが身についていない児童などにより、授業が成立しない状況を指す�

低 �
学 �
年 �
か �
ら �
の �
学 �
び �
と �
指 �
導 �

幼
小
接
続
を
ス
ム
ー
ズ
に�

幼
小
接
続
の
段
差
を
な
く
し
、
「
小
１
プ
ロ
ブ
レ
ム
」
を
克

服
す
る
に
は
、
幼
稚
園
・
小
学
校
が
相
互
の
教
育
を
理
解

す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
課
題
の
所
在
を
ベ
ネ
ッ
セ
の

調
査
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
京
都
市
の

実
践
を
紹
介
す
る
。�

�

新連
載�
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4

6

3

「小学生」か「小学校の教員（校長を含む）」と交流活動をしたことがある園
のうち、最も多い活動は「園児が小学生と一緒に活動する」だった。全体的
に、私立よりも国公立のほうが園外の人たちとの交流活動は多い�

国公立では６６.６％、私立では２６.７％の園で、幼
稚園教員と小学校の教員の交流活動が行われてい
る。教員同士の交流活動がある園のうち、約８割

が「情報交換する場を持つ」と回答している。「合
同で研修に参加する」割合は、国公立で約7割、
私立で約４割となっている�

園外の人たちとの交流活動� 小学校との交流活動の内容�
（「小学生」か「小学校教員（校長を含む）」と交流した園のみ）�

（％）�

（％）�

5

幼稚園教諭の小学校教諭免許保有率は、国公立で２８.４％、私立で１２.４％だ
った。なお、Ｐ.２４から紹介している京都市では、１９９８年度以降、幼稚園教諭
希望者は小学校の教諭免許を取得していなければならない�

0 20 40 60 80 100

幼稚園教諭�
一種免許取得者�
幼稚園教諭�

二種免許取得者�
幼稚園教諭�

専修免許取得者�

保育士資格�
取得者�

小学校免許�
取得者�

40.6
19.0

28.4
12.4

64.3
83.1

1.7
1.7

63.6
71.0

教員が保有する免許の種類と割合�

＊各免許・資格の保有数を、教員数の合計で割った各園の平均値。無答不明を除く�
＊複数取得している場合は、それぞれカウント�

国公立　　　私立�

（％）�

（％）�

（％）�

（％）�

近接の小学校の教員との交流�

0 20 40 60 80 100

中学生・高校生�

保育所の乳幼児�

小学生�

高齢者�

他園の園児�

その他�

専門学校生・�
大学（短大）生�

いずれの�
交流もない�

小学校の教員�
（校長を含む）�

国公立　　　私立�

76.3
67.3

49.6
18.7

42.9
19.2

36.7
9.1

9.5
3.9

0.7
6.8

84.5
58.4

62.8
40.7

31.4
36.6

＊複数回答�

国公立　　　私立�

0 20 40 60 80 100

園児が小学生と�
一緒に活動�

園児が小学校の�
行事を見学�

園児が小学校の�
行事に参加�

園児が小学校の�
給食を体験�

その他�

84.3
70.3

20.3
18.3

42.9
26.6

44.9
26.4

34.2
6.0

＊複数回答�

交流の内容（交流活動がある園のみ）�

0 20 40 60 80 100

情報交換する�
場を持つ�

合同で研修に�
参加する�
スポーツ�
などをする�

その他�

国公立　　　私立�

81.3
81.9

70.8
39.6

21.0
3.4

12.0
11.8

＊「交流活動がある」と答えた園のみ。複数回答�
0 20 40 60 80 100

国公立�

私立� 26.7 71.6 1.7

している　　　していない　　　無答不明�

66.6 32.4 1.0

0 20 40 60 80 100

幼稚園では保護者がかかわる活動が多いほか、園児の送迎時のやりとりで保護
者と顔を合わせることが頻繁にあるためか、９割以上の幼稚園が「保護者とよく
コミュニケーションがとれている」と回答している。Ｐ.２４から紹介している京都市
の事例では、子どもが小学校に上がると、担任と保護者とのコミュニケーション
の機会が急に減ってしまう実態がわかった。幼小のギャップは、子どもだけでなく
保護者にもあるようだ�

国公立�

私立�

とてもそう思う　　　まあそう思う　　　あまりそう思わない�
全くそう思わない　　　無答不明�

園外の人との交流活動は、小中高生が中心�

小学校教諭免許の保有は�
国公立幼稚園教諭の約3割�
�

私立幼稚園と小学校の教員交流は約3割�
�

保護者とコミュニケーションが�
よくとれている�

保護者とよくコミュニケーションがとれているか�

27.6 67.9 3.1 1.3

23.9 72.1 2.0 2.0

0.1
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２
０
０
６
年
度
に
京
都
市
が
始
め
た
幼

小
教
員
の
連
携
事
業
が
注
目
を
集
め
て
い

る
（
図
１
）。
こ
れ
は
、
幼
稚
園
教
員
と
小

学
校
教
員
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
定
期
的
な
「
研

究
協
力
校
・
園
連
絡
協
議
会
」
を
通
し
て
、

新
し
い
幼
小
教
育
の
在
り
方
を
探
る
試
み

で
あ
る
。
実
施
初
年
度
は
、
小
学
校
教
員

２
名
、
幼
稚
園
教
員
１
名
が
そ
れ
ぞ
れ
異

動
し
た
。�

　
事
業
の
背
景
に
は
い
わ
ゆ
る
「
小
１
プ

ロ
ブ
レ
ム
」（
P.�
２２
注
１
）
が
あ
る
。
京
都

市
教
育
委
員
会
（
以
下
、
市
教
委
）
の
松
尾

真
由
美
首
席
指
導
主
事
（
幼
稚
園
教
育
担

当
）
は
教
育
現
場
の
現
状
に
懸
念
を
示
す
。�

　「
全
国
的
な
傾
向
で
す
が
、
京
都
市
の
小

学
校
で
も
、
低
学
年
を
中
心
に
、
じ
っ
く

り
と
話
を
聞
け
な
い
、
授
業
中
に
走
り
回

る
と
い
っ
た
子
ど
も
が
い
て
、
授
業
が
成

立
し
な
い
状
況
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
う
し
た
現
状
に
対
応
す
る
た
め
、

幼
小
連
携
に
着
目
し
ま
し
た
」�

　
幼
小
連
携
事
業
が
実
現
し
た
背
景
に
は
、

京
都
市
の
教
育
施
策
が
幼
小
連
携
の
実
施

に
合
っ
て
い
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
。�

　「
京
都
市
の
公
立
幼
稚
園
の
教
師
は
９８
年

度
の
採
用
以
降
、
全
員
、
小
学
校
教
諭
免

許
を
取
得
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
行
政
職

で
は
な
く
、
小
学
校
教
員
と
同
じ
く
教
育

職
に
区
分
さ
れ
て
い
る
た
め
、
制
度
面
で

の
障
害
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」（
松
尾
首

席
指
導
主
事
）�

　
国
の
教
育
施
策
の
動
向
も
視
野
に
入
れ

て
い
る
。
０５
年
に
中
央
教
育
審
議
会
が
今

後
の
幼
児
教
育
の
方
向
性
を
示
し
た
答
申

「
子
ど
も
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
踏
ま

え
た
今
後
の
幼
児
教
育
の
在
り
方
に
つ
い

て
」
で
は
、
幼
児
教
育
の
方
向
性
の
柱
の

一
つ
に
「
幼
児
の
生
活
の
連
続
性
及
び
発

達
や
学
び
の
連
続
性
を
踏
ま
え
た
幼
児
教

育
の
充
実
」
を
掲
げ
て
い
る
。
具
体
的
な

取
り
組
み
と
し
て
は
幼
小
教
員
の
「
人
事

交
流
の
推
進
、
奨
励
」
が
打
ち
出
さ
れ
、

文
部
科
学
省
は
０６
年
に
「
幼
児
教
育
振
興

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
策
定
し
た
。

こ
の
中
で
「
各
都
道
府
県
に
お
い
て
、
少

な
く
と
も
１
例
以
上
、
幼
稚
園
と
小
学
校

間
の
長
期
に
わ
た
る
派
遣
研
修
、
も
し
く

は
人
事
交
流
を
実
施
す
る
」
と
い
う
目
標

幼小の人事交流の概要� 京都市�

・小学校教員２名（当時ともに３年目）が幼
稚園に異動（ともに３年保育年中児担当）�

・幼稚園教員１名（当時４年目）が小学校に
異動（１年生担任）�

�

�
・教育センター１名（元小学校教員・当時２５
年目）が幼稚園に異動（３年保育年中児担当）�

・幼稚園教員１名（当時８年目）が小学校に
異動（２年生担任）�

０６年度�

０７年度�

人口約１４７万人。１９９４年には「古都京都の文化財」が世界遺産に登録。０５年の京都議
定書の発効を機に「環境共生型都市・京都」を目指す。学校、家庭、地域、企業、大学、
NPOが連携しての教育改革を推進。市立小学校１７９校、市立幼稚園１６園。５歳児の通園
児のうち、国公私立幼稚園へは５３.３％、同じく保育園へは４６.7％。�
【京都市教育委員会】�
〒６０４-８５７１　京都市中京区寺町通御池上る本能寺前町４８８�
TEL　０７５-２２２-３８０７　URL　http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/

京都市教育委員会�
指導部　学校指導課�
首席指導主事�

Matsuo Mayumi
松尾真由美�

京都市教育委員会�
指導部　学校指導課�
首席指導主事�

Tada Hikoshi
多田彦士�

低 �
学 �
年 �
か �
ら �
の �
学 �
び �
と �
指 �
導 �

京
都
市
教
育
委
員
会�

幼
小
教
師
が
相
互
に
異
動
し
て�

互
い
の
指
導
法
を
学
び
合
う�

幼
小
接
続
を
ス
ム
ー
ズ
に�

実践事例�

幼
↓
小
、小
↓
幼
と�

教
師
が
１
年
単
位
で
異
動�

＊本文中のプロフィールは取材時（０８年３月）のものです� 24［小学版］ 2008 Spr ing



が
示
さ
れ
た
。�

���

　
幼
小
連
携
事
業
は
０７
年
度
に
は
新
た
な

展
開
を
見
せ
た
。
０６
年
度
は
幼
児
教
育
の

改
善
を
重
点
的
に
研
究
す
る
こ
と
を
主
目

的
と
し
て
い
た
が
、
１
年
間
の
取
り
組
み

の
結
果
、
０７
年
度
か
ら
は
幼
稚
園
か
ら
小

学
校
へ
の
「
接
続
」
の
在
り
方
に
研
究
の

重
点
を
置
く
こ
と
に
し
た
。
０７
年
度
か
ら

事
業
に
参
画
し
た
多
田
彦
士
首
席
指
導
主

事
（
小
学
校
教
育
担
当
）
は
、
背
景
を
こ

う
説
明
す
る
。�

　「
幼
稚
園
に
異
動
し
た
小
学
校
教
師
は
、

『
教
科
書
が
な
い
』『
時
間
の
区
切
り
が
不

明
確
』
な
ど
、
小
学
校
と
は
大
き
く
異
な

る
現
場
に
予
想
以
上
に
戸
惑
っ
て
い
ま
し

た
。
も
ち
ろ
ん
、
幼
稚
園
教
師
も
同
じ
で

す
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
幼
稚
園
と
小
学
校

が
協
同
で
研
究
し
、
幼
小
の
違
い
や
子
ど

も
の
発
達
の
過
程
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
幼
小
の
『
段
差
』
を
小
さ
く
す
べ
き
だ

と
考
え
ま
し
た
」�

　
０７
年
度
は
、
小
学
校
と
幼
稚
園
に
各
１

名
の
教
員
が
異
動
し
、
研
究
の
推
進
を
図
っ

た
。
実
際
に
異
動
し
た
教
師
は
、
ど
の
よ

う
な
戸
惑
い
や
疑
問
、
手
応
え
を
感
じ
た

の
だ
ろ
う
か
。
教
師
の
声
を
内
容
別
に
紹

介
す
る
（
P.�
２６
図
２
）。�

�〈
空
間
・
時
間
の
使
い
方
〉�

小
学
校
…
空
間
・
時
間
の
区
切
り
が
明
確�

幼
稚
園
…
空
間
・
時
間
の
制
約
が
少
な
い�

�

　
幼
稚
園
に
異
動
し
た
小
学
校
教
員
が
異

口
同
音
に
語
っ
て
い
た
の
は
、
空
間
の
使

い
方
の
違
い
だ
。
廣
内
厚
士
先
生
は
こ
う

話
す
。�

　「
小
学
生
は
基
本
的
に
ク
ラ
ス
ご
と
に
同

じ
空
間
で
過
ご
す
の
に
対
し
、
幼
稚
園
児

は
そ
れ
ぞ
れ
興
味
・
関
心
に
よ
っ
て
、
教

室
や
廊
下
、
園
庭
な
ど
別
々
の
場
所
で
遊

び
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ク
ラ
ス
全
員
に
目

を
行
き
届
か
せ
る
の
が
難
し
く
、『
あ
の
子

は
今
日
、
何
を
し
て
遊
ん
で
い
た
の
か
』
と
、

不
安
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
」�

　
時
間
の
使
い
方
の
違
い
も
大
き
い
。�

　「
小
学
校
で
は
、
時
間
の
区
切
り
が
明
確

で
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
る
と
い
う
当
た
り
前
の

こ
と
に
、
な
か
な
か
慣
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
が
感
じ
た
の
で
す
か
ら
、
子
ど
も
も
小

学
校
に
入
っ
た
ら
戸
惑
い
を
感
じ
る
で
し
ょ

う
」
と
、
幼
稚
園
か
ら
小
学
校
に
異
動
し

た
濱
田
理
恵
先
生
は
言
う
。�

�〈
指
導
法
〉�

小
学
校
…
単
元
指
導
計
画
を
基
に
指
導�

幼
稚
園
…
日
々
子
ど
も
を
見
な
が
ら
指
導�

�

　
空
間
や
時
間
の
使
い
方
の
違
い
は
、
指

導
法
の
違
い
と
も
深
く
関
係
す
る
。
小
学

校
で
は
、
年
間
指
導
計
画
を
基
に
単
元
計

画
と
授
業
計
画
が
つ
く
ら
れ
る
。
指
導
は
、

一
つ
ず
つ
階
段
を
上
り
、
最
終
的
な
ゴ
ー

ル
を
目
指
す
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
。�

　
一
方
、
幼
稚
園
に
は
長
期
的
な
め
あ
て

は
あ
る
も
の
の
、
前
日
の
子
ど
も
の
様
子

を
見
な
が
ら
活
動
内
容
を
調
整
し
て
お
り
、

到
達
点
は
全
員
が
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な

い
。
小
野
順
子
先
生
は
、
そ
う
し
た
幼
稚

園
の
指
導
に
難
し
さ
を
感
じ
た
と
い
う
。�

　「
幼
稚
園
で
は
、
決
ま
っ
た
教
材
や
指
導

書
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
の

遊
び
の
中
で
の
豊
か
な
学
び
を
見
取
っ
て

い
く
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
次
に
つ
な

げ
て
生
か
せ
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
の

難
し
さ
、
大
切
さ
を
強
く
感
じ
ま
し
た
」�

　
同
様
に
指
導
法
の
違
い
に
つ
い
て
、
芝

井
豊
明
先
生
は
運
動
会
の
種
目
に
関
す
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挙
げ
る
。�

　「
小
学
校
で
は
、
教
師
が
学
年
に
応
じ
た

種
目
を
準
備
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
私
の

異
動
し
た
幼
稚
園
で
は
、
あ
る
女
の
子
が

ひ
こ   

し�

1

課題の把握から実行までの大まかな流れ。研究の進展で明らかになった新た
な課題を踏まえ、２００７年度には研究の方向性を修正した�

京都市の「幼小間の人事交流事業」�
図�

・幼児の育ちや発達の姿が以前とは異なる�
・「小１プロブレム」が問題化�
�

課題�

背景�

２００５年　中教審答申「子どもを取り巻く環境の
変化を踏まえた今後の幼児教育の在り方について」�
①家庭・地域社会との連携による総合的な幼児教育の推進�
②幼児の生活の連続性及び発達や学びの連続性を踏まえた
幼児教育の充実�

・異動した教員の戸惑いが大きく、幼小接続に研究の
重点を移す必要性を実感�

２００６年４月～　幼小間の人事交流をスタート�
２名の小学校教員、１名の幼稚園教員が立場を入れ替えて勤務。�
主に「幼児教育を改善する」という視点で研究をスタート�

２００６年　文部科学省「幼児教育振興アクション
プログラム」�
・目標の１つに、「各都道府県において、少なくとも１例以上、
幼小間の長期にわたる派遣研修もしくは人事交流を実施する」
が掲げられる�

２００７年４月～　研究主題を見直して人事交流を再スタート�
新たに各１名の小学校教員及び幼稚園教員が異動�

小学校担当の首席指導主事も参画して研究の推進を図る�

教
員
の
戸
惑
い
を
受
け
て�

事
業
の
方
向
性
を
見
直
す�
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考
え
出
し
た
段
ボ
ー
ル
を
用
い
る
乗
り
物

ご
っ
こ
が
園
内
に
広
ま
り
、
そ
れ
が
運
動

会
の
種
目
に
な
り
ま
し
た
。
幼
稚
園
で
は
、

子
ど
も
の
興
味
・
関
心
に
沿
っ
た
活
動
を

計
画
し
、
そ
の
中
で
教
師
の
願
い
や
ね
ら

い
が
達
成
で
き
る
よ
う
に
工
夫
し
ま
す
」�

　
廣
内
先
生
が
幼
稚
園
で
体
験
し
た
出
来

事
も
幼
小
の
指
導
法
の
差
を
象
徴
し
て
い

る
。
あ
る
と
き
、
子
ど
も
た
ち
が
リ
レ
ー

を
す
る
た
め
に
石
灰
で
園
庭
に
ト
ラ
ッ
ク

を
描
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
円
は
小
さ
く

曲
が
っ
て
い
た
た
め
、
廣
内
先
生
は
描
き

直
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
リ
レ
ー
を
楽
し

ん
だ
が
、
幼
稚
園
教
師
に
は
「
も
っ
た
い

な
い
こ
と
を
し
た
」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
。�

　「
幼
稚
園
の
先
生
は
、
ま
ず
子
ど
も
が
描

い
た
ト
ラ
ッ
ク
を
認
め
、
そ
こ
で
十
分
満

足
す
る
ま
で
走
る
こ
と
を
楽
し
ま
せ
た
い

と
言
い
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

リ
レ
ー
を
す
る
た
め
に
円
の
大
小
、
形
の

良
し
悪
し
は
関
係
な
く
、
実
際
に
遊
ん
で

自
ら
必
要
性
を
感
じ
た
ら
、
よ
り
走
り
や

す
い
大
き
さ
や
形
を
意
識
し
た
ト
ラ
ッ
ク

を
描
き
始
め
る
し
、
発
達
や
経
験
に
応
じ

た
ね
ら
い
か
ら
、
子
ど
も
自
身
が
気
づ
く

よ
う
に
、
教
師
が
遊
び
の
様
子
を
見
な
が

ら
働
き
か
け
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い

う
の
で
す
。
ま
ず
は
、
子
ど
も
自
身
が
主

体
的
に
環
境
に
働
き
か
け
、
自
分
た
ち
で

つ
く
っ
た
遊
び
の
場
で
、
遊
ん
だ
り
試
し

た
り
す
る
経
験
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
幼

稚
園
の
教
育
な
の
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
」�

　
一
方
、
小
学
校
に
異
動
し
た
幼
稚
園
教

師
は
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。

那
須
宏
子
先
生
は
次
の
よ
う
に
話
す
。�

　「
幼
稚
園
で
は
『
き
れ
い
だ
ね
』『
見
つ

け
た
よ
』
と
子
ど
も
と
の
共
感
を
大
事
に

し
ま
す
が
、
小
学
校
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な

考
え
を
導
く
た
め
の
言
葉
か
け
も
多
い
と

感
じ
ま
し
た
」�

　
那
須
先
生
は
、
幼
稚
園
教
師
の
頃
、
小

学
生
に
な
る
と
「
〜
で
す
。
理
由
は
〜
だ

か
ら
で
す
」
と
い
っ
た
話
し
方
に
変
わ
る

こ
と
を
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
、
小
学
校
を
体
験
し
、
少
し
ず

つ
そ
の
思
い
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
話
す
。�

「
子
ど
も
が
話
型
を
使
っ
て
話
す
と
わ
か
り

や
す
い
こ
と
に
気
づ
き
、
い
っ
た
ん
自
分

の
も
の
に
し
て
し
ま
え
ば
、
よ
り
豊
か
に

自
分
の
思
い
を
表
現
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
幼
児

期
に
『
話
し
た
い
』
と
い
う
思
い
を
十
分

培
っ
て
お
く
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
」�

�〈
評
価
方
法
〉�

小
学
校
…
客
観
的
な
評
価
指
標�

幼
稚
園
…
独
創
性
や
心
情
面
を
重
視�

�

　
評
価
法
も
幼
小
で
は
当
然
大
き
く
異
な

る
。
那
須
先
生
が
担
任
し
た
ク
ラ
ス
に
昆

虫
が
大
好
き
な
小
学
生
が
い
た
。
ミ
ニ
ト

マ
ト
の
苗
を
観
察
さ
せ
た
と
き
に
、
そ
の

子
は
「
葉
っ
ぱ
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
ト
ン

ネ
ル
み
た
い
」
と
書
い
た
と
い
う
。�

　「
そ
の
子
は
昆
虫
の
気
持
ち
に
な
っ
て
表

現
し
て
い
た
の
で
す
。『
面
白
い
発
想
だ
ね
』

・クラス単位で教室など同じ場
所で過ごすことが多い�
�
・１時間を単位とし、時間の区切
りが明確�
�
・年間指導計画、単元計画に沿
って授業が進められる�
・子どもの学習を深めるための
指導を重視�
・毎時間のめあてがあり、指導内
容がはっきりしている�
�
・毎回の授業に明確な評価基
準があり、ノート、作品、テストな
どで評価する�
�
・幼稚園に比べると、大きな校
舎と広い運動場がある�
・主にいすや机で勉強する�
�
�
・連絡帳や電話による連絡が中
心。家庭訪問週間以外にも、
必要に応じ、訪問して話し合う�
�
・１年生は幼く、一からの指導が
必要というイメージがある�

2

＊ 取材内容を総合して編集部で作成�

幼稚園と小学校の主な違い　�
図�

空間の�
使い方�

時間の�
使い方�

保護者�
との関係�

教員から�
見た子ども�

指導�
方法�

評価�

環境�

・それぞれの子どもが興味・関心
に応じて好きな場所で遊ぶ�
�
・１日を単位とし、子どもの興味・
関心に応じた活動が展開�
�
・長期、短期のめあてはあるが、
前日の子どもの姿や活動を基
にねらいや経験させたい内容、
具体的活動を調整・予想し、そ
れに応じた環境構成と援助を
行う�
�
・個々の子どもによって目標が
異なる。共通の尺度では評価
しない（個人内評価）�
�
・比較的小規模な空間。明るく
優しい雰囲気の環境�
・床に座るなど、自由な姿勢で活
動することが多い�
�
・送迎時に顔を合わせるので、日
常的に気づいたことを連絡し
合える�
�
・５歳児後期は、園の最年長とし
て年少児をリードし、主体的に
生活を進めるなど、自立した姿
がみられるようになる�

幼稚園� 小学校�

低 �
学 �
年 �
か �
ら �
の �
学 �
び �
と �
指 �
導 �

幼
小
接
続
を
ス
ム
ー
ズ
に�

26［小学版］ 2008 Spr ing



と
認
め
ま
し
た
が
、『
こ
の
よ
さ
が
各
教
科

で
は
評
価
さ
れ
に
く
い
の
で
は
』
と
思
い
、

難
し
い
と
悩
み
ま
し
た
」�

　
濱
田
先
生
も
評
価
に
つ
い
て
考
え
さ
せ

ら
れ
る
点
が
あ
っ
た
。�

　「
小
学
校
に
は
通
知
表
が
あ
り
、
子
ど
も

を
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
に
戸
惑
い
ま
し

た
。
評
価
は
教
師
自
身
に
返
っ
て
く
る
も

の
で
あ
り
、
子
ど
も
が
興
味
を
持
て
な
か
っ

た
の
で
あ
れ
ば
、
教
師
が
自
分
の
指
導
の

在
り
方
な
ど
を
見
直
し
て
い
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
も
の
だ
と
考
え
る
か
ら
で
す
」�

�����������������

�〈
そ
の
他
の
違
い
〉�

校
園
舎
・
教
室
環
境
の
ギ
ャ
ッ
プ�

保
護
者
と
の
関
係
な
ど�

�

　
幼
稚
園
は
小
学
校
に
比
べ
て
園
舎
の
規

模
が
小
さ
く
、
明
る
く
か
わ
い
ら
し
い
雰

囲
気
だ
。
一
方
、
小
学
校
は
校
舎
が
大
き

く
、
や
や
殺
風
景
な
印
象
が
あ
る
。
廣
内

先
生
は
、
こ
う
し
た
環
境
の
違
い
が
子
ど

も
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。�

　「
普
段
は
元
気
な
園
児
が
、
高
齢
者
施
設

の
訪
問
時
に
急
に
緊
張
し
て
し
ま
っ
た
の

で
す
。『
こ
ん
な
に
も
環
境
の
変
化
に
戸
惑

う
の
か
』
と
驚
き
ま
し
た
。
小
学
生
に
な

る
と
、
見
慣
れ
な
い
校
舎
に
通
い
、
体
の

大
き
な
上
級
生
た
ち
に
囲
ま
れ
、
い
す
に

座
っ
て
勉
強
し
、
時
間
を
区
切
っ
て
行
動

し
ま
す
。
こ
れ
だ
け
環
境
が
変
わ
れ
ば
、

子
ど
も
が
戸
惑
う
の
は
当
然
で
し
ょ
う
」�

　
保
護
者
と
の
関
係
に
も
、
幼
小
に
は
大

き
な
違
い
が
あ
る
。
幼
稚
園
で
は
毎
日
の

送
迎
で
顔
を
合
わ
せ
る
た
め
、
報
告
や
相

談
が
し
や
す
く
、
信
頼
関
係
を
築
く
の
が

比
較
的
容
易
だ
。
一
方
、
小
学
校
で
は
連

絡
帳
に
よ
る
や
り
と
り
が
メ
イ
ン
で
、
顔

を
合
わ
せ
る
機
会
が
少
な
い
。「
保
護
者
の

気
持
ち
を
汲
み
取
る
の
が
大
変
だ
っ
た
」
と
、

那
須
先
生
は
話
す
。�

���

　
京
都
市
の
実
践
は
小
学
校
低
学
年
で
の

指
導
に
生
か
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
小

野
先
生
は
「
小
学
校
で
の
指
導
は
一
か
ら

始
め
る
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
そ
う

で
は
な
い
と
実
感
で
き
ま
し
た
」
と
話
す
。�

　「
保
育
を
通
し
て
就
学
前
の
子
ど
も
た
ち

の
姿
や
発
達
段
階
を
知
り
、
子
ど
も
の
力

や
成
長
が
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
強
く

実
感
で
き
た
の
で
す
。
幼
小
双
方
が
違
い

や
共
通
点
を
知
り
な
が
ら
、
接
続
期
の
子

ど
も
が
一
人
の
人
と
し
て
成
長
す
る
上
で

大
切
な
支
援
と
は
何
か
を
、
共
に
探
っ
て

い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
」�

　
那
須
先
生
は
、
小
学
校
に
入
学
し
て
も

教
師
や
友
だ
ち
と
直
接
触
れ
合
う
機
会
を

大
事
に
し
た
い
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
、
教

室
に
は
自
由
に
使
え
る
空
間
や
温
か
み
の

あ
る
環
境
に
す
る
こ
と
に
取
り
組
ん
だ
。

一
年
を
通
し
て
、
教
室
の
後
ろ
の
空
間
に

子
ど
も
た
ち
を
集
め
、
触
れ
合
え
る
距
離

で
本
の
読
み
聞
か
せ
を
続
け
る
と
共
に
、

本
を
通
し
て
子
ど
も
が
共
感
し
合
え
る
場

を
つ
く
る
取
り
組
み
を
続
け
た
。�

　「
次
第
に
そ
の
時
間
が
好
き
に
な
り
、
本

に
興
味
を
持
つ
子
ど
も
が
増
え
ま
し
た
。

低
学
年
に
は
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
感
情
を

交
流
さ
せ
る
場
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
」�

　
ま
た
、
那
須
先
生
は
、
低
学
年
の
教
室

に
は
植
物
や
飾
り
を
置
く
な
ど
、
温
か
み

の
あ
る
環
境
に
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。�

　
幼
稚
園
か
ら
子
ど
も
の
様
子
を
小
学
校

に
伝
え
る
書
類
に
指
導
要
録
が
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
小
学
校
に
は
、
幼
稚
園
、
保
育

園
や
国
・
公
・
私
立
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

幼
児
教
育
施
設
か
ら
入
園
し
て
く
る
の
で
、

『
偏
見
を
持
ち
た
く
な
い
』
と
読
ま
な
い
小

学
校
教
師
が
多
い
。�

　「
本
人
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
読
む
と
内
容

が
わ
か
り
づ
ら
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で

も
、
幼
稚
園
の
教
師
は
心
を
込
め
て
書
い

て
い
ま
す
。
ま
た
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
、

幼
稚
園
や
保
育
園
に
聞
け
る
関
係
を
築
く

こ
と
も
大
切
で
し
ょ
う
」（
濱
田
先
生
）�

　
多
田
首
席
指
導
主
事
は
、
更
な
る
取
り

組
み
の
広
が
り
を
期
待
し
て
い
る
。�

　「
異
動
し
て
い
た
教
師
が
元
の
学
校
に
戻
っ

て
実
践
す
る
こ
と
で
、
よ
り
大
き
な
成
果

が
表
れ
る
で
し
ょ
う
。
同
時
に
報
告
会
な

ど
で
積
極
的
に
発
信
し
、
市
内
の
学
校
に

広
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」�

　
子
ど
も
の
成
長
は
連
続
し
て
い
る
。
こ

れ
ま
で
の
幼
稚
園
と
小
学
校
が
お
互
い
を

あ
ま
り
意
識
し
て
こ
な
か
っ
た
そ
の
事
実

を
軸
と
し
て
、
京
都
市
の
教
育
は
新
た
な

段
階
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
。�

写真上：幼稚園の教室は、窓や壁に飾り
付けがされ、明るくかわいらしい雰囲気だ�
写真右：幼稚園では、毎日の送り迎えの
際に保護者と教員が顔を合わせる。その
日の子どもの様子を伝えることも容易だ�

低
学
年
で
は�

心
に
寄
り
添
っ
た
指
導
を�
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さ
い
た
ま
市
の
公
立
小
学
校
に
お
け
る

英
語
教
育
は
、
２
０
０
５
年
３
月
に
内
閣

府
か
ら
「
小
・
中
一
貫
『
潤
い
の
時
間
』

教
育
特
区
」
の
認
定
を
受
け
て
、
同
年
４

月
に
「
潤
い
の
時
間
」
が
創
設
さ
れ
た
こ

と
が
始
ま
り
だ
。「
潤
い
の
時
間
」
は
、
国

際
社
会
を
た
く
ま
し
く
豊
か
に
生
き
る
子

ど
も
の
育
成
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の

柱
は
、
人
間
関
係
を
構
築
す
る
際
に
必
要

と
な
る
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
「
人

間
関
係
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
、
英
語
に
よ
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
育
成
す
る
「
英

会
話
」
だ
。�

　「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
等
を
使
っ
た

英
語
活
動
も
１
年
生
か
ら
行
わ
れ
て
い
る

が
、
特
区
と
し
て
実
施
す
る
「
英
会
話
」

は
小
学
５
年
生
〜
中
学
３
年
生
が
対
象
。

０６
年
度
に
研
究
指
定
校
７
校
が
先
行
し
て

始
め
、
０７
年
１２
月
か
ら
は
市
内
の
全
公
立

小
・
中
学
校
で
実
施
さ
れ
た
。
小
学
校
５
、

６
年
生
の
授
業
は
、
週
１
回
の
年
間
３５
時

間
で
、
さ
い
た
ま
市
教
育
委
員
会
と
学
校

が
協
力
し
て
開
発
し
た
英
会
話
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
に
沿
っ
て
進
め
ら
れ
る
。�

　「
英
会
話
」
の
ね
ら
い
は
、
英
語
に
よ
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
だ
。

具
体
的
に
は
、
次
の
３
要
素
を
設
定
し
て

い
る
。�

①
資
質
―
積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
図
ろ
う
と
す
る
意
欲
・
態
度�

②
能
力
―
相
手
の
情
報
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

正
し
く
理
解
し
、
自
分
の
気
持
ち
や
考

え
等
を
わ
か
り
や
す
い
方
法
で
相
手
に

伝
え
る�

③
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
―
話
し
方
の
ル
ー

ル
や
マ
ナ
ー�

　
特
筆
す
べ
き
は
、
明
確
な
評
価
規
準
が

設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
（
図
１
）。
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
各
段
階
の
目
標
が
３
要
素
の
何

に
当
た
り
、
ど
の
よ
う
な
評
価
規
準
と
な

る
か
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。
統
一
規

準
を
つ
く
る
こ
と
で
各
校
の
裁
量
で
進
め

ら
れ
て
い
た
英
語
活
動
の
バ
ラ
ツ
キ
が
是

正
さ
れ
、
中
学
校
と
の
ス
ム
ー
ズ
な
連
携

が
可
能
と
な
っ
た
。�

　
評
価
の
対
象
は
、
発
音
や
文
法
の
正
確

さ
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ

の
積
極
性
と
意
欲
だ
。
さ
い
た
ま
市
教
育

委
員
会
学
校
教
育
部
の
利
根
川
恵
子
副
参

事
は
、「
教
師
は
完
璧
な
英
語
を
使
う
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
間
違
っ
て
も
い
い
か
ら

一
生
懸
命
に
英
語
を
使
お
う
と
す
る
姿
勢

を
示
す
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
」
と

説
明
す
る
。
小
学
校
で
養
う
べ
き
は
、
子

ど
も
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
意
欲

と
積
極
性
と
位
置
づ
け
て
い
る
の
だ
。�

������

　「
英
会
話
」
で
は
１
コ
マ
の
授
業
の
流
れ

が
示
さ
れ
て
い
る
（
図
２
）。
ま
ず
声
を
出

さ
い
た
ま
市
教
育
委
員
会
�

学
校
教
育
部
指
導
１
課
�

副
参
事
�

利
根
川
恵
子
�

Tonegaw
a Keiko

�

�

さ
い
た
ま
市
教
育
委
員
会�

さ
い
た
ま
市
の
公
立
小
学
校
で
は
、５
・
６
年
生
を
対
象
と
し
て
�

「
英
会
話
」
の
授
業
を
週
１
時
間
行
っ
て
い
る
。さ
い
た
ま
市
独
自
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
成
し
、�

授
業
の
流
れ
を
示
す
と
共
に
、子
ど
も
た
ち
が
毎
時
間
必
ず
�

英
語
を
使
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
場
を
設
け
て
い
る
の
が
特
徴
だ
。�

評
価
規
準
を
明
確
に
し
て�

小
中
の
英
語
教
育
を�

ス
ム
ー
ズ
に�

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の�

楽
し
さ
を
実
感
で
き
る�

活
動
を
組
み
込
む�

＊本文中のプロフィールは取材時（０８年３月）のものです�

新連
載�
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す
、
体
を
動
か
す
と
い
っ
た
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ

プ
に
よ
っ
て
英
語
を
使
う
雰
囲
気
を
つ
く

る
。
次
に
、
ゲ
ー
ム
な
ど
を
し
な
が
ら
新

し
い
表
現
を
学
び
、
今
ま
で
習
っ
た
表
現

を
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
友
だ
ち
や
先
生
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
が
で
き
る
段
階
へ
の
到
達
を
目
指

す
。�

　
ポ
イ
ン
ト
は
図
２
の
4
と
5
の
結
び

付
き
だ
。
4
「
目
標
表
現
に
慣
れ
親
し
む

活
動
」
で
恥
ず
か
し
が
っ
て
い
る
子
ど
も

が
い
れ
ば
、
教
師
は
そ
の
子
を
励
ま
し
、

抵
抗
感
を
取
り
除
く
よ
う
に
す
る
。
こ
れ

が
う
ま
く
い
け
ば
、
5
で
「
人
と
か
か
わ

る
こ
と
は
楽
し
い
」
と
実
感
で
き
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
育
ま
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
授
業
の
目
標
を
明
確
に
設
定
す
れ

ば
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
に
沿
っ
て
授
業
を
進

め
ら
れ
る
。
汎
用
性
の
高
い
授
業
モ
デ
ル

と
い
え
る
だ
ろ
う
。�

　「
英
会
話
」
の
導
入
を
き
っ
か
け
に
、
子

ど
も
は
よ
い
方
向
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
、

と
利
根
川
副
参
事
は
話
す
。
例
え
ば
、
寡

黙
だ
っ
た
子
ど
も
が
、
１
年
後
に
は
英
会

話
の
時
間
に
は
自
分
か
ら
話
す
よ
う
に
な
っ

た
。�

　「
子
ど
も
に
と
っ
て
、
英
語
を
使
う
と
日

本
語
と
は
別
の
感
覚
に
入
っ
て
い
け
る
よ

う
で
す
。
日
本
語
の
世
界
で
は
実
現
で
き

な
い
自
分
が
、
英
語
の
世
界
で
実
現
で
き

る
と
い
う
子
ど
も
が
い
て
、
そ
の
子
に
と
っ

て
は
自
己
を
表
現
で
き
る
場
に
な
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
」（
利
根
川
副
参
事
）�

　
国
語
で
話
し
合
い
活
動
に
力
を
入
れ
て

い
た
教
師
か
ら
は
、
英
会
話
導
入
以
降
、

子
ど
も
た
ち
の
討
論
・
意
見
を
ま
と
め
る

と
い
っ
た
力
が
目
に
見
え
て
向
上
し
た
と

の
報
告
が
あ
っ
た
。�

　
こ
の
よ
う
に
、
さ
い
た
ま
市
が
開
発
し

た
英
会
話
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
大
き
な
成

果
を
上
げ
つ
つ
あ
る
。
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ

る
「
英
語
を
通
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
力
の
育
成
」
は
、
文
部
科
学
省
が
提
唱

す
る
「
外
国
語
活
動
」
の
目
的
と
非
常
に

近
く
（
Ｐ．
３２
〜
３３
参
照
）、
１１
年
度
か
ら
の

高
学
年
へ
の
外
国
語
活
動
導
入
を
控
え
る

小
学
校
に
と
っ
て
よ
い
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
の

一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。�

英
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力（
資
質
・
能
力
）�

B�
推測し、理解する力�
（聞く力）�

C�
自己表現する力�
（伝える力）�

A�
国際社会に�
おける�
人間関係構築力�
積極的にコミュニケー�
ションを図ろうとする�
意欲・態度�
�

スキル�
国際社会で必要な�
行動様式・英語による�
コミュニケーション活動�
�

１　誰とでも進んでコミュニケーションを図ろうとし
ている�

２　相づちをうったり、メモをとったり、感想を伝える
などして、相手の話に反応しようとしている�

３　相手に体を向け、目を見て聞いたり、話したりし
ようとしている�

４　相手に伝わる音量で受け答えしようとしている�

５　誰とでも協力して活動しようとしている�

６　出会い、別れ、感謝などにおけるマナーを身に
付けようとしている�

７　間違うことを恐れず行動しようとしている�

８　外国や日本の家庭や学校における日常の生
活や風俗習慣などを比べ、異文化や自国文
化に興味を示している�

聞き取った言葉、身振り、手振り、表情などを手が
かりに、話の内容を大まかに推測し、反応している�

ここでは、元気に日常のあいさつをしたり、曜日、天
候等を尋ねたりし、明るい雰囲気の中で英語の活
動が行えるようにします。�

ここでは、身体を動かしたり、声を出したりし、心と
身体がリラックスするよう心掛けます。また、前時に
実施したことを思い出したり、本時に関係のある表
現や語彙に触れたりします。�

ここでは、場面を設定し担任やALTなどが新しい
表現を用いてコミュニケーションを楽しく図るモデ
ルを示します。これにより、児童はどのような場面で
英語が使われるのか推測します。また、指導者同
士のやりとりや、児童を巻き込んでのやりとりの中で、
繰り返し英語を耳にすることで、自分も話してみた
いという意欲を喚起します。�

ここでは、５のコミュニケーション活動につなげるた
めに、新しい表現をまねしたり、場面に応じて表現
の一部を変えたりしながら、その表現に慣れ親しみ
ます。指導者は児童が発話することに自信が持て
るよう、励ましたり支援したりします。�

ここでは、必ず人とのかかわりを大切にしたコミュニ
ケーション活動や、発表などが行われます。児童に
は、今まで慣れ親しんできたあいさつやお礼の表
現を組み合わせながら、友達や先生と楽しくコミュ
ニケーションを図れるような活動が用意されています。
また、コミュニケーションを図る上で重要となるマナ
ー等のスキルをしっかり意識させます。�

本時の活動で自分が頑張ったところや、友達のよ
かったところを認め合い、次の活動への意欲付け
とします。�

１　自分や友だちのことについて、言語・非言語ス
キルを使って伝えている�

２　慣れ親しんだ言語や非言語スキルを使って、
理由を付けながら伝えている�

あいさつなどの初歩的なマナー�
初歩的なコミュニケーションの図り方�

1. Greetings（あいさつ） 
Weather & Day
（天気・曜日）

Procedure（授業手順）

2. Warm up（ウォームアップ） 
Song（歌）等

3. Introduction of
Target Expression
（目標表現の導入）

4. Activities
（目標表現に慣れ親しむ活動）

5. Communication
Activity
（コミュニケーション活動）�

1.目を見てスマイル�
2．相手に聞こえる声で�
3．気持ちを込めて�
4．日本語は使わない�

6. Greetings
（終わりのあいさつ）

ル
ー
ル
�

図１� 英会話の評価規準（小学校5、6年のみ抜粋）�

図２�１単位時間の活動の過程�

出典／さいたま市小・中一貫『潤いの時間』教育特区「英会話」カリキュラム（さいたま市教
育委員会）�

出典／同上�
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・ALT（外国語指導助手）または
JAT（日本人英会話講師）によ
る自己紹介�

・担任による自己紹介�

・やってみたい児童はALTまた
はJATとあいさつをする�

012 Introduction
Greetings（あいさつ）�

 &
Self-Introduction（自己紹介）�

Warm up
（ウォームアップ）�

Song（歌）等�
10分（Introduction［0］を含む）�10分�

A: Hello. My name is____ .
Nice to meet you.

B : Nice to meet you too.
　（握手）�

1point

＊さいたま市小・中一貫『潤いの時間』教育特区「英会話」カリキュラム（さいたま市教育委員会）を基に編集部で作成�

さいたま市が行う「英会話」の指導案�
（１コマの授業の流れ）

活動例�英会話ルール説明�

活動例�Warm upム�
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2

3 4

1

2345Greetings
（終わりのあいさつ）�

Activities
（目標表現に慣れ親しむ活動）�

Communication
Activity

（コミュニケーション活動）�

10分�10分�5分�

Please make
groups of (5)

That's all for today.
Good-bye, everyone.
See you next week.

活動例�グループ作りゲーム�活動例�忍者アタック�活動例�
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２
０
１
１
年
度
か
ら
５
・
６
年
生
で
週
1
回
の
外
国
語
活
動
が
必
修
化
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、�

学
校
現
場
か
ら
は
、英
語
を
教
え
る
こ
と
へ
の
戸
惑
い
や
不
安
が
多
く
聞
か
れ
る
。�

英
語
活
動
は
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
、支
援
体
制
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。�

文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
教
育
課
程
課
の
菅
正
隆
教
科
調
査
官
に
聞
い
た
。�

文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
教
科
調
査
官
　

菅
正
隆�

Q
小
学
校
に
お
け
る�

外
国
語
活
動
必
修
化
の
理
由
は�

何
で
し
ょ
う
か
。�

主
に
三
つ
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
一
つ
め
は
、

現
在
、
各
校
独
自
に
行
わ
れ
て
い
る

小
学
校
で
の
外
国
語
活
動
の
バ
ラ
ツ
キ
を

是
正
す
る
た
め
で
す
。
全
国
の
小
学
校
の

９
割
以
上
が
主
に
「
総
合
的
な
学
習
の
時

間
」（
以
下
、
総
合
学
習
）
を
使
っ
て
外
国

語
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
成
果
が
あ

る
一
方
、
内
容
や
頻
度
に
バ
ラ
ツ
キ
が
生

じ
て
い
た
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
今
回
の

必
修
化
に
は
、
最
低
基
準
を
設
け
る
と
い

う
意
味
が
あ
り
ま
す
。�

　
二
つ
め
は
、
子
ど
も
の
興
味
・
関
心
や

適
応
力
が
高
い
段
階
か
ら
外
国
語
活
動
を

導
入
し
、
よ
り
高
い
効
果
を
上
げ
た
い
と

い
う
考
え
で
す
。�

　
三
つ
め
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応

で
す
。
諸
外
国
で
は
、
初
等
教
育
か
ら
英

語
教
育
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
国
で
は

２
０
０
５
年
か
ら
小
学
３
年
生
以
上
で
、

韓
国
で
は
９７
年
か
ら
小
学
３
年
生
以
上
で

英
語
教
育
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
母
国
語

に
こ
だ
わ
る
フ
ラ
ン
ス
で
さ
え
、
０７
年
よ

り
外
国
語
１
か
国
語
が
必
修
化
さ
れ
、
う

ち
９
割
が
英
語
を
選
択
し
て
い
ま
す
。
日

本
だ
け
が
こ
の
流
れ
か
ら
外
れ
る
わ
け
に

は
い
き
ま
せ
ん
。�

�

英
語
の
運
用
能
力
を
伸
ば
す
の
は
、

中
学
校
で
よ
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

小
学
校
で
は
、
そ
の
下
地
と
な
る
興
味
・

関
心
を
伸
ば
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。�

　
今
の
子
ど
も
は
、
お
金
を
入
れ
て
ボ
タ

ン
を
押
す
だ
け
で
物
が
買
え
る
よ
う
な
、

言
葉
を
あ
ま
り
使
わ
ず
に
済
む
社
会
に
生

き
て
い
ま
す
。
言
葉
が
出
て
こ
な
い
た
め

に
手
が
先
に
出
て
し
ま
う
、
言
葉
の
力
を

知
ら
ず
に
人
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
と
い
っ

た
こ
と
が
社
会
問
題
化
し
て
い
る
今
だ
か

ら
こ
そ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
楽
し

さ
を
子
ど
も
に
体
験
さ
せ
て
ほ
し
い
の
で

す
。
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通

し
て
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
ら
れ
る
子
ど

も
を
育
て
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
外
国
語
活

動
は
成
功
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
先

生
方
に
は
自
信
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。�

�

１０
年
度
ま
で
は
移
行
期
間
と
捉
え
、

ま
ず
各
校
で
英
語
活
動
を
始
め
て
も

ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
英
語

教
育
の
専
門
家
で
な
く
て
も
無
理
な
く
指

導
で
き
る
よ
う
、
０８
年
３
月
末
ま
で
に
、

児
童
向
け
教
材
「
英
語
ノ
ー
ト
（
仮
称
）」

（
注
１
）
と
そ
れ
に
付
随
す
る
Ｃ
Ｄ
、
電
子

黒
板
、
教
員
向
け
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
教
員
研

修
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
教
員
向
け
ク
ラ
ス

ル
ー
ム
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
（
教
師
が
教
室

で
日
常
的
に
使
う
英
語
表
現
）
の
Ｃ
Ｄ
な

ど
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。�

　
０８
年
度
に
は
、
こ
れ
ら
の
「
英
語
ノ
ー

ト
」
な
ど
の
教
材
、
教
員
向
け
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
な
ど
を
発
行
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
ま

ず
拠
点
校
５
５
０
校
に
配
付
し
、
活
用
し

た
意
見
を
集
め
て
改
訂
し
、
同
年
度
中
に

は
全
小
学
校
に
配
付
し
ま
す
の
で
、
大
い

に
活
用
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。�

Ａ�

Q
外
国
語
活
動
の
導
入
ま
で
の�

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は�

ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。�

Ａ�

Q

Q
小
学
校
で
の
英
語
活
動
に�

期
待
す
る
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。�

Ａ�

�

注１　文部科学省による開発。５年生・６年生それぞれ９レッスン。１レッスン＝４時間構成で、�
　　 いずれかのレッスンを１時間減らせば３５時間となるカリキュラムが土台となっている�
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文
部
科
学
省
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初
等
中
等
教
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局
教
科
調
査
官
�

菅
正
隆
�
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85.3
75.7

66.8

81.2

65.1

67.6

62.2

55.5

35.9

35.6

31.6

27.4

77.4

81.5

74.2

74.1

69.8

65.3

48.5

47.7

42.5

38.9

英語の授業で�
学んでいることは�
役に立つと思う�

英語の学習は�
自分の生活や人生において�

有意義だと思う �
�

受験に必要なので勉強する�
�

英語の歌や、映画を�
わかるようになりたいので�

勉強する�
�

英語はこれからの国際社会で�
認められるために�

必要だと思うので勉強する�

より良い仕事につくのに�
役に立つと思うので�

勉強する �

英語を話す国を�
旅行するときに使いたいので�

勉強する�

英語を話す人々と�
友だちや知り合いに�

なりたいので勉強する �

知らない言葉を学ぶことが�
おもしろいので�

勉強する �

世界をよりよく理解するために、�
ほかの文化について�

学びたいので勉強する �
�

メールなどが書けるように�
なって海外の人とやりとりが�

したいので勉強する�

�

０７
年
度
に
全
国
の
５
ブ
ロ
ッ
ク
で
、

都
道
府
県
・
政
令
指
定
都
市
の
指
導

主
事
を
対
象
に
１
週
間
で
計
２５
時
間
の
研

修
を
行
い
ま
し
た
。
０８
年
度
は
、
都
道
府

県
・
自
治
体
が
主
体
と
な
っ
て
中
核
教
員

研
修
を
実
施
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
各
校
か

ら
１
名
参
加
す
る
代
表
者
を
対
象
と
し
た

研
修
で
す
。
代
表
者
は
自
校
に
戻
っ
た
ら
、

２
年
間
で
３０
時
間
の
校
内
研
修
を
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。�

�

必
修
化
の
目
的
は
、
英
語
の
ス
キ
ル

で
は
な
く
、
積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
図
ろ
う
と
す
る
態
度
の
育
成
で

す
。
指
導
の
中
心
は
、
子
ど
も
を
よ
く
知

る
担
任
の
先
生
が
適
任
と
考
え
ま
す
。
完

璧
な
英
語
を
使
う
必
要
は
な
く
、
子
ど
も

に
は
人
と
交
わ
る
こ
と
の
楽
し
さ
、
言
葉

の
大
切
さ
を
伝
え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。�

�

�

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
小
学

校
英
語
と
中
学
校
英
語
は
連
携
し
た

内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
中
学

校
で
は
、
例
え
ば
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
書

き
方
に
何
時
間
も
か
け
て
い
ま
し
た
が
、

小
学
校
で
英
語
活
動
を
経
験
し
て
き
た
生

徒
へ
の
指
導
は
短
時
間
で
済
む
で
し
ょ
う
。�

　
小
学
校
に
よ
っ
て
は
更
に
進
ん
だ
英
語

活
動
を
行
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
は
中
学
校
の
先
生
が
校
区
の
小
学
校

と
連
携
し
て
把
握
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

英
語
必
修
化
に
よ
っ
て
小
学
校
の
先
生
が

変
わ
る
以
上
、
中
学
校
の
先
生
も
変
わ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。�

�

今
回
の
必
修
化
は
あ
く
ま
で
「
最
低

ラ
イ
ン
の
設
定
」
で
あ
り
、
各
校
の

発
展
的
な
取
り
組
み
を
妨
げ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
週
１
回
の
外
国

語
活
動
を
更
に
探
究
に
つ
な
げ
た
い
場
合
、

総
合
学
習
を
活
用
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
よ

い
の
で
す
。
各
校
の
目
標
に
合
わ
せ
て
工

夫
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。�

Q
英
語
を
教
え
る
こ
と
に�

多
く
の
教
師
が�

不
安
を
感
じ
て
い
ま
す
。�

教
師
は
ど
の
よ
う
な
視
点
で�

指
導
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
。�

�Ａ�

Q
高
学
年
で
既
に
週
１
回
以
上
、�

あ
る
い
は
低
学
年
、中
学
年
で
も�

英
語
活
動
を
行
っ
て
い
る
学
校
も�

あ
り
ま
す
が
、そ
の
よ
う
な
学
校
は�

ど
う
捉
え
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。�

Ａ�

Q
指
導
者
育
成
、研
修
な
ど
の�

計
画
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。�

Ａ�

Q
中
学
１
年
生
の
授
業
と
の
接
続
は�

考
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。�

Ａ�

図1 小学校での英語学習経験と現在の英語学習に対する意識�

＊日本の高校生の回答�

＊「とても当てはまる」「まあ当てはまる」の合計   �
＊「小学校での英語学習経験あり」は小学生以前に英語を「学校でのみ」「学校と学校外の場
所両方で」学習した生徒。「小学校での英語学習経験なし」は、小学生以前に「英語は勉強して
いない」生徒   �

出典／Benesse教育研究開発センター「東アジア高校英語教育ＧＴＥＣ調査２００６」�

小学校で英語学習を経験した生徒の方が、経験のない生徒に比べて、現在の「英語
の授業」が役に立ち、「英語の学習」は有意義であると感じている割合が高い。しかし、
「受験に必要なので勉強する」という学習動機では、小学校での英語学習経験による
差はほとんど見られない。一方、「英語を話す人 と々友だちや知り合いになりたいので勉
強する」などのコミュニケーションについての動機や、「知らない言葉を学ぶことがおもし
ろいので勉強する」などの言葉や文化への興味についての動機では、小学校での英語
学習経験がある生徒の方が１０ポイント以上高い�

�

（%）�

小学校での�
英語学習経験あり�
（１，４７５人）�

小学校での�
英語学習経験なし�
（１，１３８人）�

�

＊本文中のプロフィールは取材時（０８年３月）のものです�33 ［小学版］ 2008 Spr ing



学
級
担
任
向
け
に
日
英
併
記
で�

小
学
校
英
語
の
指
導
案
を
作
成�

地方分権時代の�

総
社
市�

岡
山
県�

■岡山県総社市�
人口約６万８０００人。古代吉備王国の中心として栄え、市内には古墳や古代
山城をはじめ歴史的遺産が点在する。瀬戸内地域特有の温暖な気候に恵ま
れ、果物などの生産も盛ん。郷土文化への理解を通じた人権教育や環境教
育にも力を注ぐ。市立小学校１５校、市立中学校４校。�
【総社市教育委員会】�
〒７１９-１１９２　岡山県総社市中央１-１-１　TEL ０８６６-９２-８３５８�
URL http://www.city.soja.okayama.jp/kyoiku_bunka/kyoiku/kyoiku_�
iinkai/kyoiku_iinkai.jsp

総
社
市
教
育
委
員
会
が
小
学
校
英
語
の
本
格
的
な
導
入
を
決
め
た
２
０
０
５
年
度
当
時
、

不
安
を
抱
く
教
師
は
少
な
く
な
か
っ
た
。「
ま
ず
は
学
級
担
任
が
英
語
を
楽
し
ま
な
け
れ

ば
、
子
ど
も
が
英
語
を
楽
し
め
る
は
ず
は
な
い
」
―
―
そ
う
考
え
た
教
育
委
員
会
が
中
学

校
と
連
携
し
て
作
成
し
た
の
が
、
日
英
併
記
の
年
間
指
導
案
だ
。�

概略�

教育行政�
地方自治体の学校教育への�

新たな取り組み�

そ
う
　
　
じ
ゃ�

吉
備
王
国
の
中
心
と
し
て
栄
え
た
総
社

市
は
、
古
代
の
城
跡
や
古
墳
が
点
在
す
る

遺
跡
の
宝
庫
で
あ
る
。
そ
の
恵
ま
れ
た
環

境
を
教
材
と
し
て
故
郷
へ
の
理
解
や
愛
情

を
育
む
「
ふ
る
さ
と
教
育
」
は
、
総
社
市

の
教
育
の
大
き
な
特
色
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
教
育
と
並
行
し
て
力
を
入
れ
て
い
る

の
が
、
国
際
理
解
教
育
だ
。
総
社
市
教
育

委
員
会
（
以
下
、
市
教
委
）
学
校
教
育
課
の

上
岡
仁
課
長
は
、次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
ま
ず
は
自
分
の
故
郷
を
愛
す
る
こ
と

が
、
世
界
中
の
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
故
郷
を

持
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
気
持
ち
に

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

う
し
た
考
え
か
ら
、
ふ
る
さ
と
教
育
の
一

環
と
し
て
国
際
理
解
教
育
を
推
進
し
て
き

ま
し
た
」

そ
の
取
り
組
み
は
、
1
9
6
0
年
代
に

市
内
の
中
学
校
に
岡
山
大
の
留
学
生
を
招

い
て
交
流
を
始
め
た
こ
と
に
遡
る
。「
A

L
T
（
外
国
語
指
導
助
手
）」
と
い
う
言

葉
す
ら
ま
だ
な
か
っ
た
８７
年
に
は
、
市
独

自
に
外
国
人
助
手
と
し
て
数
名
を
採
用
。

０１
年
度
に
は
、
ベ
ル
リ
ッ
ツ
岡
山
の
協
力

を
得
て
ベ
ネ
ッ
セ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
が

組
織
し
た
3
名
の
A
L
T
が
英
語
の
授
業

に
入
る
よ
う
に
な
り
、
小
学
校
（
年
間
3

〜
5
日
間
）
と
幼
稚
園
（
同
1
〜
3
日
間
）

で
も
A
L
T
に
よ
る
国
際
交
流
が
始
め
ら

れ
た
。

「
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、『
人
』
の
魅

力
に
よ
っ
て
英
語
に
興
味
を
持
た
せ
る
こ

と
で
す
。
指
導
の
技
術
よ
り
も
、
楽
し
く

歌
っ
た
り
踊
っ
た
り
、
休
み
時
間
に
一
緒

に
遊
ん
だ
り
で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
を
重
視
し
て
A
L
T
を
採
用
し
て

い
ま
す
」

幼
稚
園
に
A
L
T
を
導
入
す
る
の
は
、

小
学
校
、
中
学
校
の
英
語
教
育
に
ス
ム
ー

ズ
に
つ
な
げ
る
と
共
に
、
早
い
時
期
か
ら

外
国
人
に
親
し
み
、
異
文
化
を
受
け
入
れ

る
人
間
性
を
育
む
狙
い
も
あ
る
。

05
年
度
に
は
、
各
小
・
中
学
校
か
ら
1

名
、
計
19
名
の
教
師
を
集
め
て
、
市
の
教

育
研
修
所
に「
小
学
校
英
語
研
究
委
員
会
」

を
設
置
。
低
学
年
で
は
10
時
間
、
中
・
高

学
年
で
は
20
時
間
を
英
語
活
動
に
充
て
る

こ
と
を
決
め
、
同
委
員
会
に
よ
っ
て
年
間

学
級
担
任
中
心
の
指
導
を

実
現
す
る
仕
組
み
づ
く
り
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図　１年生の１回目の指導案�

Lesson Plan 1（レッスン案・１）� Year1（１年生）�

「ねらい」「教材・教具」「授業計画」の項目に分け、それぞれ英文と日本文で書かれている。６年生までの
毎時の指導計画が作られている。�

Objectives:�
●learn and be able to use some basic 
greeting expressions�

●learn and be able to introduce themselves�
●learn some action English and be able to do 
what the ALT says�
�
Materials:�
HRT prepares: blank name cards�
�
ALT prepares: photos and objects from �
                           his/her country�
�
Plan:�
1.Greetings�
"Good morning/ afternoon, Hello"�
ALT greets the students and briefly introduces 
where s/he comes from showing pictures and 
objects from native country.�
�
2.Self-introduction�
ALT teaches a basic version of greeting and 
self-introduction dialog, demonstrating with the 
HRT first.�
"Hello. Good morning. My name is .....Nice to 
meet you." �
�
3.Game: Name card Exchange�
ALT distributes blank name cards to students 
（3 per student）, and have them write their 
names and practice the dialog exchanging 
cards. �
�
4.Game: Action English�
Gesturing, ALT teaches some action verbs; 
jump, stop, touch,  turn around, stand up, sit 
down.�
Students do what s/he says.�
�
5.Greetings

ねらい：�
●元気にあいさつができる。�
�
●自己紹介の仕方がわかる。�
●動きに関する英語を知り、英語の指示に従っ
て体を動かすことができる。�
�
教材・教具：�
担任が準備するもの：（名刺交換用の）白紙

の紙・児童数×3枚 �
ＡＬＴが準備するもの：ＡＬＴの母国の写真や

もの�
�
授業計画：�
1. あいさつ�
「おはようございます。こんにちは。」�
ALTは児童にあいさつをし、母国の写真やもの
を見せながら、自己紹介をする。�
�
�
2. 自己紹介�
ＡＬＴはＨＲＴと一緒に基本的なあいさつと自己
紹介についてまず見本を見せる。�
「こんにちは。おはよう。私の名前は…。お目に
かかれて嬉しいです。」�
�
�
3. ゲーム：名刺交換�
ＡＬＴは、児童1人につき白紙の名刺カードを3枚
ずつ配る。児童は、名前を書き見本の内容を練
習する。�
�
�
4. ゲーム：動いてみよう�
ＡＬＴはジェスチャーをしながら、児童に動作を教
える。ジャンプ、止まる、触る、まわる、立つ、座る。�
児童はＡＬＴの指示に従って体を動かす。�
�
�
5. あいさつ（まとめ）�

�

指
導
計
画
が
つ
く
ら
れ
た
。

「
教
師
自
身
が
教
え
る
こ
と
を
楽
し
い

と
思
わ
な
け
れ
ば
、
子
ど
も
が
英
語
を
楽

し
め
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た

考
え
の
下
、
英
語
が
不
得
意
な
教
師
で
も

無
理
な
く
教
え
ら
れ
る
指
導
計
画
を
作
り

ま
し
た
」

指
導
計
画
に
は
現
場
の
ア
イ
デ
ア
が
重

要
と
考
え
、
委
員
と
A
L
T
が
話
し
合
い

を
重
ね
、
ベ
ネ
ッ
セ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
現
場
の
教
師
が
使
い

や
す
い
よ
う
に
改
訂
し
た
。
特
徴
は
、
毎

回
の
学
習
の
流
れ
や
教
師
の
発
言
を
日
本

語
と
英
語
で
併
記
し
て
い
る
こ
と
だ
。
こ

れ
に
よ
り
、
A
L
T
で
は
な
く
、
担
任
が

中
心
と
な
っ
て
指
導
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。０６

年
度
か
ら
は
市
教
委
主
催
の
夏
休
み

研
修
会
（
2
〜
3
日
間
）
を
行
い
、
指
導

の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
。
主
な
内
容
は

県
内
の
先
進
校
の
教
師
の
講
演
や
具
体
的

な
指
導
例
の
紹
介
で
、
市
内
公
立
小
学
校

の
教
師
の
ほ
ぼ
全
員
が
参
加
し
て
い
る
。

０５
年
度
か
ら
は
、
英
語

活
動
に
お
い
て
小
中
連
携

が
始
ま
っ
た
。
初
年
度
は

小
・
中
学
校
の
教
師
が
互

い
の
英
語
の
授
業
を
見
学

し
合
い
、
07
年
度
に
は
中

学
校
の
英
語
教
師
が
小
学

校
の
授
業
に
入
っ
て
チ
ー

ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
を
行
っ

た
。「

中
学
校
の
教
師
に
は
、

文
法
な
ど
を
教
え
よ
う
と

す
る
意
識
が
強
く
あ
る
よ

う
で
す
。
し
か
し
小
学
校

英
語
で
は
、
子
ど
も
が
英

語
の
楽
し
さ
を
感
じ
る
こ

と
が
主
眼
と
な
り
ま
す
。

小
学
生
へ
の
指
導
に
触
れ

る
こ
と
で
、
中
学
校
の
生

徒
に
対
し
て
も
英
語
の
楽

し
さ
を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
指
導
を
し
て

ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」（
上
岡
課
長
）

こ
の
英
語
活
動
を
き
っ
か
け
と
し
て
、

他
教
科
や
学
校
行
事
な
ど
で
も
小
中
連
携

を
進
め
て
い
く
考
え
だ
。

今
後
は
、
文
部
科
学
省
が
小
学
校
英
語

の
教
材
と
し
て
08
年
度
中
に
配
付
す
る
予

定
の
「
英
語
ノ
ー
ト
」（
仮
称
）
の
内
容

な
ど
を
考
慮
し
、
年
間
指
導
計
画
を
改
訂

す
る
予
定
だ
。

「
現
行
の
指
導
計
画
は
授
業
ご
と
の
つ

な
が
り
が
弱
い
こ
と
が
課
題
で
す
。
新
学

習
指
導
要
領
の
実
施
で
５
・
６
年
生
の
英

語
活
動
が
年
間
35
時
間
と
な
る
と
、
導

入
・
練
習
・
発
展
と
い
う
よ
う
に
、
単
元

と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
意
識
し
て
展
開
す

る
授
業
に
し
な
け
れ
ば
、
子
ど
も
を
満
足

さ
せ
る
内
容
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

ま
す
」
と
上
岡
課
長
は
話
す
。
地
域
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
採
用
し
て
英
語
教
育
の
充
実

を
図
る
こ
と
も
、
今
後
の
課
題
だ
。

３
年
後
に
始
ま
る
小
学
校
で
の
外
国
語

活
動
の
必
修
化
を
控
え
、
総
社
市
の
取
り

組
み
が
今
後
も
注
目
さ
れ
る
。

英
語
の
交
流
を
き
っ
か
け
に

小
中
連
携
を
深
め
る
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総
社
市
教
育
委
員
会

学
校
教
育
課
課
長

上
岡
仁

U
eoka

H
itoshi

＊本文中のプロフィールは取材時（０８年３月）のものです
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