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現
行
の
学
習
指
導
要
領
の
告
示
か
ら
６
年
が
過
ぎ

て
、「
言
語
活
動
」
と
い
う
言
葉
は
学
校
現
場
に
か

な
り
浸
透
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
各
校
の

様
子
を
見
る
と
、
全
校
一
丸
と
な
っ
て
積
極
的
に
推

進
し
て
い
る
学
校
が
あ
る
一
方
で
、
依
然
と
し
て
言

語
活
動
の
ね
ら
い
を
理
解
し
き
れ
て
い
な
い
学
校
が

あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

２
０
０
７
年
に
学
校
教
育
法
が
改
正
さ
れ
、
学
力

の
要
素
が「
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
」「
知
識
・

技
能
を
活
用
し
て
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
」「
主
体
的
に
学
習

に
取
り
組
む
態
度
」
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
ま
し

た
。
従
来
の
日
本
の
学
校
教
育
は
、「
知
識
・
技
能
」

に
お
い
て
は
一
定
の
成
果
を
上
げ
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
生
徒
の
学
習
到
達
度
調
査 

（
Ｐ

Ｉ
Ｓ
Ａ
）」
や
文
部
科
学
省
「
全
国
学
力
・
学
習
状

況
調
査
」
な
ど
の
結
果
か
ら
、子
ど
も
の
「
思
考
力
・

判
断
力
・
表
現
力
」「
主
体
的
な
学
習
態
度
」
に
課

題
が
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
と
な
り
、
そ
れ
ら
の
力

を
高
め
る
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
学
習
指
導
要
領
に

「
言
語
活
動
の
充
実
」
が
示
さ
れ
た
の
で
す
。

　

こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
言
語
活
動
は

あ
く
ま
で
も
教
科
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の「
手
段
」

で
あ
る
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
の
向
上
」
を
全
教
科
の
言
語
活
動
の
柱
に
し

て
い
る
学
校
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
自
体
は
よ
い
と
思

い
ま
す
が
、
学
習
指
導
要
領
の
趣
旨
と
照
ら
し
合
わ

せ
て
み
る
と
、
重
点
の
置
き
方
に
偏
り
が
あ
る
と
い

わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
言
語
活
動
を
取
り
入
れ
た
授

業
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
伸
ば
し

切
れ
て
い
な
か
っ
た
生
徒
の
思
考
力
・
判
断
力
・
表

現
力
や
学
習
意
欲
を
高
め
る

│
そ
れ
こ
そ
が
、
言

語
活
動
の
本
来
の
ね
ら
い
だ
か
ら
で
す
。

　

言
語
活
動
を
授
業
改
善
の
中
心
に
す
る
こ
と
で
、

校
内
研
修
が
よ
り
深
ま
り
ま
す
。
中
学
校
は
教
科
担

任
制
で
、
教
科
を
超
え
て
校
内
研
究
を
行
う
の
が
難

し
い
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
言
語
活
動

は
全
教
科
に
共
通
す
る
こ
と
で
あ
り
、
学
校
全
体
で

取
り
組
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。
言
語
活
動
を
横
軸
と

し
た
教
科
横
断
型
の
研
究
が
可
能
に
な
る
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
数
学
の
授
業
と
し
て
の
評
価
は
、
数
学

の
教
科
担
当
以
外
の
人
に
は
や
り
に
く
い
も
の
で
す

生
徒
の
考
え
る
力
を
伸
ば
し
、学
習
意
欲
を
高
め
る

言
語
活
動
の
「
７
つ
の
指
針
」

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

言
語
活
動
は
、教
科
の
目
標
を

達
成
す
る
た
め
の
手
段

東
京
女
子
体
育
大
常
任
理
事
・
教
授　

田
中
洋
一

言
語
活
動
の
重
要
性
は
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
だ
が
、
活
動
の
意
義
や
効
果
的
な
方
法
は
十
分
浸
透
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ど
の
よ
う
な
点
に
気
を
付
け
れ
ば
、
生
徒
の
学
力
向
上
に
つ
な
が
る
活
動
と
な
る
の
か
、
活
動
の
意
義
と
実
践
の
要
点
に
つ
い
て
、

国
語
教
育
の
専
門
家
で
、
言
語
活
動
に
詳
し
い
東
京
女
子
体
育
大
の
田
中
洋
一
教
授
に
聞
い
た
。
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言語活動を通じて高める生徒の力─新教育課程の中間総括として

が
、
授
業
で
行
っ
た
言
語
活
動
が
、
生
徒
の
考
え
を

深
め
る
の
に
適
切
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
考
え
る
た

め
の
資
料
や
時
間
は
十
分
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
視

点
で
あ
れ
ば
、教
員
全
員
で
議
論
で
き
ま
す
。
ま
た
、

前
月
に
行
っ
た
体
育
の
授
業
で
は
生
徒
へ
の
事
前
の

情
報
提
供
が
足
り
な
か
っ
た
の
で
、
翌
月
の
社
会
の

授
業
で
は
そ
こ
を
工
夫
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
よ
う

に
、
学
校
全
体
で
研
究
の
連
続
性
が
生
ま
れ
、
段
階

的
に
研
究
を
深
め
て
い
く
こ
と
も
出
来
ま
す
。

　

全
校
体
制
で
言
語
活
動
に
取
り
組
む
学
校
か
ら
、

「
教
科
の
横
の
つ
な
が
り
が
密
に
な
り
、
風
通
し
の

よ
い
風
土
が
醸
成
さ
れ
た
」
と
よ
く
聞
き
ま
す
。
ま

ず
は
管
理
職
や
ミ
ド
ル
リ
ー
ダ
ー
の
先
生
が
、
言
語

活
動
を
行
う
目
的
や
、
学
校
が
目
指
す
方
向
性
を
明

確
に
示
す
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

で
は
、
言
語
活
動
の
質
を
高
め
る
た
め
に
は
、
ど

の
よ
う
な
点
に
留
意
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

私
が
考
え
る
７
つ
の
指
針
を
紹
介
し
ま
す
。

　

ど
の
教
科
に
も
い
え
る
こ
と
で
す
が
、
ど
の
単
元

の
、
ど
こ
で
言
語
活
動
を
行
う
か
に
よ
っ
て
、
取
り

組
み
の
深
さ
は
変
わ
り
ま
す
。
生
徒
同
士
で
交
流
し

た
り
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
自
分
の
考
え
を
書
い
た
り

す
る
た
め
に
は
、
前
提
と
な
る
基
礎
的
な
知
識
が
必

要
で
す
。そ
れ
ら
を
教
え
た
上
で
活
動
を
行
う
の
か
、

そ
れ
と
も
、
ま
ず
考
え
さ
せ
て
か
ら
知
識
を
教
え
る

の
か
。
単
元
の
特
性
や
課
題
の
内
容
に
応
じ
て
、
効

果
的
な
場
面
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

発
問
は
、
生
徒
か
ら
出
来
る
だ
け
多
様
な
意
見
が

出
や
す
い
も
の
、
正
解
に
幅
が
あ
る
も
の
に
す
る
と

活
動
が
深
ま
り
ま
す
。 

　

あ
る
中
学
校
の
社
会
科
の
先
生
は
、
生
徒
に
「
豊

臣
秀
吉
と
徳
川
家
康
の
ど
ち
ら
が
庶
民
に
人
気
が

あ
っ
た
の
か
」
と
投
げ
掛
け
、
話
し
合
い
を
さ
せ
ま

し
た
。
普
通
な
ら
「
秀
吉
と
家
康
は
そ
れ
ぞ
れ
何
を

し
た
の
か
」
と
聞
く
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
れ
で
は
教

科
書
や
資
料
を
読
め
ば
答
え
が
す
ぐ
に
出
て
し
ま
い

ま
す
。「
ど
ち
ら
が
人
気
が
あ
っ
た
の
か
」と
問
え
ば
、

２
人
の
業
績
を
調
べ
る
だ
け
で
な
く
、
業
績
を
意
味

付
け
し
た
り
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
時
代
の
流
れ
を

俯
瞰
し
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
単
に

知
識
を
身
に
付
け
る
だ
け
で
な
く
、
思
考
と
判
断
を

伴
っ
た
活
動
と
な
る
の
で
す
。

　

数
学
で
も
、計
算
の
結
果
だ
け
を
答
え
さ
せ
る
と
、

○
か
×
か
だ
け
で
す
が
、
解
の
求
め
方
に
着
目
す
れ

ば
複
数
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
生
徒

は
自
分
な
り
の
や
り
方
を
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
結
論
に
幅
が
あ
る
発
問
を
工
夫
す

る
こ
と
が
、
結
果
的
に
生
徒
が
自
分
の
頭
で
深
く
考

え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

❶
言
語
活
動
を
行
う
場
面
の
設
定
と
も
関
連
し
ま

ど
の
場
面
で
行
え
ば
効
果
的
か

言
語
活
動
を
行
う
場
面
の
設
定

1

思
考
の
前
提
と
な
る
情
報
を
ど
う
与
え
る
か

情
報
の
量
と
質
の
調
整

3 生
徒
が
深
く
考
え
る
発
問
に
す
る

発
問
の
工
夫

2

たなか・よういち◎横浜国立大大学院修了。専門は国語教育。東京都
公立中学校教諭、東京都教育委員会指導主事・指導室長等を経て現職。
中央教育審議会国語専門委員、国立教育政策研究所全国教育課程実施
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東洋館出版社）など。
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す
が
、
言
語
活
動
を
行
う
際
、
生
徒
に
ど
の
程
度
の

情
報
を
与
え
る
か
も
重
要
で
す
。
根
拠
に
基
づ
い
て

考
え
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
必
要
な
情
報
を
過

不
足
な
く
伝
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
生
徒
の
様
子
を

見
て
、
議
論
が
滞
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、「
江

戸
時
代
の
記
録
に
は
こ
ん
な
農
民
の
様
子
が
記
さ
れ

て
い
る
よ
」
と
い
う
よ
う
に
追
加
の
資
料
を
与
え
、

一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
支
援
が
必
要

で
す
。
必
ず
し
も
、
教
科
書
の
情
報
だ
け
に
限
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
方
で
、
理
科
の
実
験
に
つ
い
て
、
教
科
書
に
必

要
な
こ
と
が
全
て
書
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
単
元

に
入
る
前
に
生
徒
に
実
験
の
手
順
を
考
え
さ
せ
、
一

通
り
意
見
が
出
た
後
に
教
科
書
を
見
な
が
ら
解
説
す

る
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
生
徒
か
ら
ど
の

よ
う
な
意
見
が
出
る
の
か
を
想
定
し
て
、
情
報
の
量

と
質
を
調
整
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

言
語
活
動
で
は
、
生
徒
が
課
題
に
つ
い
て
考
え
、

自
分
な
り
の
意
見
を
持
つ
こ
と
そ
の
も
の
が
大
切
で

す
。
た
だ
し
、頭
の
中
だ
け
で
考
え
て
い
た
の
で
は
、

周
り
は
支
援
も
評
価
も
出
来
な
い
の
で
、
書
か
せ
た

り
発
表
さ
せ
た
り
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
や
レ
ポ
ー
ト
な
ど
の
活
動
は
、
あ
く
ま

で
も
考
え
た
こ
と
を
深
め
る
た
め
の
手
段
だ
と
い
う

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
ら
の
活
動
を
行
う
時
は
、
生
徒
が
一
人
で
考

え
る
時
間
を
十
分
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

学
習
が
苦
手
な
生
徒
や
考
え
る
の
に
時
間
が
掛
か
る

生
徒
で
も
十
分
考
え
ら
れ
る
だ
け
の
時
間
が
な
け
れ

ば
、
学
力
が
上
位
の
生
徒
や
反
応
が
速
い
生
徒
ば
か

り
が
他
の
生
徒
を
引
っ
張
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
か

ね
ま
せ
ん
。
そ
の
状
態
が
続
け
ば
、
学
習
が
苦
手
な

生
徒
は
考
え
る
こ
と
自
体
を
放
棄
し
て
し
ま
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

限
ら
れ
た
授
業
時
間
の
中
で
教
え
る
べ
き
こ
と
が

た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
言
語
活
動
を
す
る
余
裕
が
な

い
と
い
う
先
生
も
い
る
で
し
ょ
う
。
確
か
に
教
科
に

よ
っ
て
は
、
ど
の
単
元
で
も
言
語
活
動
を
し
よ
う
と

す
る
と
時
間
が
足
り
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
技

教
科
な
ど
で
は
、
こ
こ
ぞ
と
い
う
時
だ
け
で
も
よ
い

の
で
す
。
た
だ
し
、
行
う
時
は
考
え
る
時
間
を
た
っ

ぷ
り
与
え
る
。
教
室
が
静
ま
り
返
っ
て
も
、
そ
れ
は

生
徒
が
頭
を
働
か
せ
て
い
る
時
間
で
す
か
ら
、
教
師

は
待
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

言
語
活
動
の
大
切
な
評
価
規
準
は
、
生
徒
が
自
分

な
り
の
考
え
を
持
て
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
問
題
へ
の
答
え
が
間
違
っ
て
い
る
場
合
、
そ
れ

は
「
知
識
・
技
能
」
の
観
点
で
は
減
点
で
あ
っ
て
も
、

言
語
活
動
で
評
価
す
る
「
思
考
・
判
断
・
表
現
」
の

観
点
で
は
、
自
分
の
考
え
を
持
て
た
と
い
う
意
味
で

加
点
の
対
象
と
な
り
得
ま
す
。

　

気
を
付
け
た
い
の
は
、評
価
の
尺
度
で
す
。「
知
識
・

理
解
」
で
は
生
徒
が
ど
こ
ま
で
理
解
し
て
い
る
か
と

い
う
到
達
度
の
評
価
を
行
い
ま
す
が
、「
思
考
・
判
断
・

表
現
」
や
「
関
心
・
意
欲
・
態
度
」
は
方
向
性
の
評

価
も
行
い
ま
す
。
ど
の
程
度
の
水
準
に
達
し
て
い
る

か
だ
け
で
は
な
く
、
生
徒
の
思
考
や
意
欲
が
ど
の
方

向
を
向
い
て
い
る
の
か
を
評
価
す
る
の
で
す
。
答
え

は
間
違
っ
て
い
て
も
、
与
え
ら
れ
た
情
報
を
基
に
自

分
な
り
の
考
え
を
持
て
た
ら
加
点
す
る
と
い
う
よ
う

に
、
評
価
に
幅
を
持
た
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

ま
た
、
生
徒
の
思
考
は
、
途
中
経
過
も
評
価
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
例
え
ば
、数
学
の
証
明
問
題
で
、

「
３
段
目
ま
で
出
来
た
が
、
４
段
目
に
移
項
す
る
時

に
間
違
え
た
」
と
い
う
生
徒
と
、「
全
く
最
初
か
ら

考
え
ら
れ
な
い
」
生
徒
で
は
、
思
考
と
判
断
に
大
き

な
差
が
あ
り
ま
す
。
思
考
の
過
程
に
対
し
て
き
ち
ん

と
評
価
・
承
認
を
与
え
る
こ
と
で
、
生
徒
は
、
正
答

へ
の
距
離
や
誤
答
の
質
が
分
か
り
、
次
の
活
動
へ
の

意
欲
が
湧
い
て
く
る
の
で
す
。

　

言
語
活
動
で
は
、
学
力
上
位
層
の
生
徒
が
力
を
伸

ば
し
や
す
い
面
が
あ
る
一
方
、
基
礎
知
識
が
定
着
し

て
お
ら
ず
、
調
べ
方
や
考
え
方
が
分
か
ら
な
い
生
徒

に
は
、
個
別
の
支
援
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

一
人
で
は
考
え
ら
れ
な
い
、
自
分
の
意
見
を
持
て

な
い
と
い
う
生
徒
に
は
、
生
徒
が
考
え
た
り
書
い
た

り
し
て
い
る
時
に
机
間
指
導
を
行
い
、「
資
料
集
の

○
ペ
ー
ジ
を
見
て
ご
ら
ん
」
等
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
す

一
人
で
考
え
る
時
間
が
活
動
を
深
め
る

考
え
る
時
間
の
確
保

4

方
向
性
の
評
価
も
行
う

言
語
活
動
の
評
価
の
留
意
点

5

生
徒
を
丁
寧
に
見
て
個
別
に
支
援

生
徒
へ
の
個
別
支
援

6
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言語活動を通じて高める生徒の力─新教育課程の中間総括として

る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
一
方
、
考
え
ら
れ
て
い
る

生
徒
に
は
、
更
に
考
え
を
深
め
ら
れ
る
よ
う
に
追
加

の
資
料
を
提
示
す
る
な
ど
、
個
別
に
対
応
し
て
い
く

の
で
す
。
先
生
は
授
業
中
の
生
徒
の
様
子
を
き
め
細

か
く
観
察
し
、
学
力
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
支
援
を
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

生
徒
が
自
分
の
考
え
を
自
由
に
表
現
で
き
る
よ
う

に
、
日
頃
か
ら
授
業
の
雰
囲
気
づ
く
り
を
し
て
お
く

こ
と
も
、
言
語
活
動
の
成
否
を
左
右
し
ま
す
。

　

先
生
方
は
、
普
段
の
授
業
で
自
分
が
用
意
し
た
正

解
が
出
て
く
る
ま
で
、
生
徒
を
指
名
し
続
け
て
は
い

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ば
か
り
に
な
る
と
、
生
徒

は
「
正
解
が
出
な
い
と
先
生
は
嫌
が
る
」「
正
答
に

行
き
着
か
な
け
れ
ば
考
え
て
も
無
駄
だ
」
と
思
い
、

思
考
自
体
を
や
め
て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。

　

普
段
の
授
業
か
ら
、
❷
発
問
の
工
夫
で
述
べ
た
よ

う
に
、
多
様
な
意
見
が
出
や
す
い
発
問
を
し
、
正
解

が
出
て
こ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、「
よ
い
視
点
だ
っ

た
ね
」「
で
も
、
結
論
が
ま
だ
あ
い
ま
い
だ
か
ら
、

友
だ
ち
に
聞
い
て
み
よ
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
考
え

た
こ
と
を
き
ち
ん
と
評
価
し
、
誤
答
を
生
か
し
な
が

ら
授
業
を
進
め
て
い
く
。
正
答
の
み
を
受
け
入
れ
、

誤
答
を
拒
絶
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
子
な
り
に
根

拠
を
持
っ
て
考
え
た
意
見
を
大
切
に
す
る
雰
囲
気

を
つ
く
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
う
し
た
指
導
の
積

み
重
ね
が
、「
自
分
で
考
え
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
」

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

　

言
語
活
動
は
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
を
伸

ば
す
こ
と
に
適
し
て
い
る
一
方
で
、
活
動
自
体
に
時

間
が
掛
か
る
た
め
、
高
校
入
試
を
強
く
意
識
し
て
い

る
保
護
者
の
中
に
は
、
知
識
を
教
え
込
む
授
業
の
方

が
分
か
り
や
す
く
、
試
験
の
得
点
に
直
結
す
る
良
い

指
導
だ
と
考
え
て
い
る
方
も
い
ま
す
。
全
校
で
言
語

活
動
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
保
護
者
の
理
解
を
得

る
こ
と
も
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

保
護
者
に
言
語
活
動
の
意
義
を
し
っ
か
り
と
伝

え
、
家
庭
で
も
子
ど
も
と
語
り
合
う
習
慣
を
付
け

て
ほ
し
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
学
校

か
ら
積
極
的
に
発
信
し
て
い
く
べ
き
で
す
。

例
え
ば
、
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
見
な
が

ら
、
経
済
の
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て

み
る
。
ニ
ュ
ー
ス
の
内
容
を
正
確
に
理
解

で
き
な
く
て
も
、
目
の
前
の
こ
と
に
興
味

関
心
を
持
ち
、
自
分
な
り
の
意
見
を
持
て

る
よ
う
に
な
れ
ば
、
学
力
的
に
も
伸
び
る

と
い
う
こ
と
を
保
護
者
に
理
解
し
て
も
ら

う
こ
と
が
重
要
で
す
。
ま
た
、
高
校
入
試

で
も
、
考
え
る
力
を
問
う
問
題
が
増
え
て

い
ま
す
。
考
え
る
力
こ
そ
社
会
で
求
め
ら

れ
て
い
る
力
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
定

着
し
て
き
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を

伝
え
れ
ば
、
保
護
者
に
も
言
語
活
動
の
重

要
性
が
よ
り
理
解
し
や
す
く
な
る
で
し
ょ
う
。
管
理

職
が
中
心
と
な
り
、
そ
う
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信

し
て
い
く
こ
と
も
、
今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
と

考
え
ま
す
。

　

何
よ
り
大
切
な
の
は
、生
徒
が
「
人
生
80
年
時
代
」

を
生
き
て
い
く
た
め
に
身
に
付
け
て
お
く
べ
き
力
は

何
か
を
先
生
一
人
ひ
と
り
が
考
え
、
ど
の
よ
う
な
指

導
が
必
要
か
を
模
索
し
続
け
て
い
く
こ
と
で
す
。
先

進
校
の
取
り
組
み
に
学
び
、
自
分
の
教
科
で
何
が
出

来
る
の
か
を
考
え
、
言
語
活
動
を
実
践
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
先
生
自
身
が
、
言
語
活
動
に

よ
っ
て
生
徒
の
思
考
が
深
ま
る
と
い
う
経
験
を
す
れ

ば
、
授
業
の
質
の
向
上
に
向
け
た
大
き
な
一
歩
に
な

る
は
ず
で
す
。

言語活動を行う場面の設定1

発問の工夫2

情報の量と質の調整3

考える時間の確保4

言語活動の評価の留意点5

生徒への個別支援6

雰囲気づくり7

言
語
活
動
の
意
義
を

保
護
者
に
伝
え
る
こ
と
も
学
校
の
使
命

日
頃
か
ら
自
由
に
話
せ
る
雰
囲
気
を
つ
く
る

雰
囲
気
づ
く
り

7

効果的な言語活動を実践するためのポイント

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言語活動が効果的に行え
る場面を設定する

　　　　　　　　　　　　　　　　思考を深められる発問にする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　思考の前提となる情報をどう与え
れば活動が深まるかを考慮する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学習が苦手な生徒でも十分考えら
れるだけの時間を確保する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考えた内容だけでなく、考え
が持てたかという観点でも評価する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　活動中は生徒の様子を丁寧に観察
し、個々に適した指導をする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　普段から自由に表現できる雰囲気を授
業の中につくっておくことで、言語活動も活発になる


