
【
第
4
 
3
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
　
2

総
合
的
な
学
習
と
基
礎
基
本
を
旨
と
し
た
国
語
科
の
授
業

-
　
評
価
基
準
の
改
善
を
見
通
し
て
　
ー

は
　
じ
　
め
　
に

二
〇
〇
二
年
四
月
.
新
学
習
指
導
要
領
が
ス
タ
ー
-
し
た
。
「
自
ら
学
び
'
考

え
る
力
の
育
成
」
や
「
基
礎
基
本
の
確
実
な
定
着
」
な
ど
'
多
-
の
ね
ら
い
や

方
向
性
を
包
合
し
た
改
訂
の
も
と
に
、
中
学
校
の
現
場
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
試
み

が
'
同
時
並
行
の
形
で
進
行
し
て
い
る
。

本
校
(
宮
崎
市
立
木
花
中
学
校
)
　
に
お
い
て
も
、
「
英
語
・
数
学
の
全
ク
ラ

ス
少
人
数
制
授
業
」
　
「
一
般
教
科
(
国
語
・
体
育
)
時
数
の
削
減
」
「
選
択
教
科

の
倍
増
」
「
相
対
評
価
か
ら
絶
対
評
価
へ
の
移
行
」
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間

(
木
花
タ
イ
ム
)
　
の
更
新
」
な
ど
の
実
施
と
も
　
そ
れ
に
伴
う
評
価
基
準
の
作
成

な
ど
の
基
礎
的
作
業
が
い
ち
ど
き
に
行
わ
れ
'
よ
う
や
-
一
学
期
を
終
え
た
と

こ
ろ
　
(
発
表
当
時
)
　
で
あ
る
。
混
乱
は
収
束
し
た
と
は
い
え
ず
'
新
た
な
問
題

も
浮
上
し
て
い
る
。
現
時
点
で
の
'
一
現
場
に
お
け
る
現
状
や
取
-
組
み
へ
　
問

題
点
な
ど
を
'
協
議
題
に
沿
っ
て
三
つ
に
分
け
へ
以
下
の
順
に
提
出
し
て
み
た

-

"

・

　

O

主
V

楢
　
原
　
理
恵
子

1
、
総
合
的
な
学
習
に
生
き
る
国
語
科
の
指
草

2
、
基
礎
基
本
の
定
着
を
は
か
る
国
語
科
の
指
導

3
、
国
語
科
に
お
け
る
評
価
基
準
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1
、
総
合
的
な
学
習
に
生
き
る
国
語
科
の
指
導

(
-
)
　
総
合
的
な
学
習
に
生
き
る
国
語
科
の
基
礎
的
基
本
的
事
項
の
精
選

-
平
成
十
二
年
度
校
内
研
修
を
足
場
に
-

木
花
中
に
お
け
る
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
(
以
後
「
総
合
」
と
略
称
)
は
、

平
成
十
二
年
度
よ
り
年
間
五
十
時
間
扱
い
で
ス
タ
ー
-
し
た
。
ね
ら
い
は
、
「
自

ら
課
題
を
見
つ
け
る
力
を
養
う
」
「
学
び
方
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
」
「
自
分
の
生

き
方
を
問
い
直
す
」
　
で
あ
る
。

こ
の
際
'
総
合
に
生
き
る
教
科
の
基
礎
基
本
の
洗
い
出
し
が
必
要
と
'
校
内

研
修
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
国
語
科
に
お
い
て
も
そ
の
作
業
を
行
っ
た
。
し
か
し
'



基
礎
基
本
の
視
点
や
範
囲
は
つ
か
み
難
-
、
協
議
の
末
、
以
下
の
よ
う
な
手
順

を
踏
む
こ
と
に
し
た
。

A
　
学
習
指
導
安
宿
の
教
育
内
容
(
観
点
別
達
成
目
標
の
項
目
)
　
に
着
目

+

B
　
本
校
の
生
徒
の
実
態
に
即
す
る

そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
基
礎
基
本
の
事
項
と
指
導
内
容
を
提
出
し
た
。

言
語
事
項

・
国
語
に
関
す
る
事
項
(
普

声
'
語
句
、
語
蓑
'
文
法
、

漢
字
な
ど
)
　
理
解
し
、
知
識

を
身
に
つ
け
る
力

・
適
切
な
形
式
を
考
え
、
読

み
や
す
-
逮
-
普
-
力

・
総
じ
て
語
墓
が
乏
し
い
o

ド
リ
ル
を
厭
う
。
古
典
・

文
法
は
苦
手
意
識
を
持
っ

て
い
る
。

・
日
常
で
も
読
み
や
す
-

速
-
書
-
こ
と
が
苦
手
。

・
小
テ
ス
ト

・
百
人
一
首
大

会・
場
や
古
く
材

料
へ
　
用
具
に
応

じ
た
書
き
方
の

指
導

る が の 主 理 り 通 考 話 表 読 進 関
慕力 ら 見 退 解 す 切 え 是珪 現 雷 ん 心

内 方 や る に を や す で . 堤

基
容 や 要 力 話 探 題 る 表 意
を 考 旨 し め 材 力 現 欲
的 え を た 展 を を . 本
確 方 と り 間 工 態
に を ら 、 を び 夫 度
理 探 え W I し
解 め 自 い 夫 分 た
す な 分 た し の り

に く . き て . が (
坐く 論 直 い 、 表 少 活 朝

い 理 感 0 個 現 な 宇 目 徒
。 的 的 人 す い ) 冒 の

な に 差 る 0 に を 実
理 と が こ 親 経 百巨
解 ら か と し れ
が え t: む て
で や り 関 生 読
き す 大 し 徒 書

を . 活 ト .
繰 読 用 の ワ

保 え う 品 .
0 る 0 を 自 新 本 朝 旦

J .
立 的

"*" J

り 解 効 l 時 日 鑑 分 閑 の の
過 の 果 ク 間 分 IT 達 宅 帯 読
す 練 的 シ の で し の 習 作 青
0 習 な ー 確 考 あ 作 り 莱

以
上
の
よ
う
に
、
非
常
に
ラ
フ
な
と
ら
え
方
で
は
あ
る
が
、
国
語
科
の
担
当

者
が
全
学
年
を
通
じ
て
本
校
の
実
態
や
必
要
と
さ
れ
る
基
礎
基
本
を
共
通
認
識

す
る
契
機
と
な
っ
た
。
こ
の
当
時
の
総
合
の
年
間
計
画
の
中
に
は
、
言
語
活
動

系
の
ス
キ
ル
学
習
が
入
っ
て
お
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
を
国
語
科
で
担
う
と
い
っ
た

状
況
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
国
語
科
で
計
画
的
に
取
-
立
て
指
尊
を
行
っ
た
わ

け
で
は
な
-
、
日
常
の
指
辞
の
中
で
'
意
識
的
に
'
あ
る
い
は
力
点
を
お
い
て

と
い
っ
た
関
わ
-
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
か
ら
国
語
科
の
時
数

の
削
減
は
予
想
さ
れ
て
い
た
の
で
、
す
べ
て
を
国
語
科
が
引
き
受
け
る
と
い
う

の
で
は
な
-
'
総
合
そ
の
も
の
の
時
間
の
中
に
も
、
言
語
活
動
系
の
ス
キ
ル
学

習
を
位
置
づ
け
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
は
主
張
し
て
き
た
。

(
2
)
　
総
合
的
な
学
習
に
お
け
る
国
語
科
関
連
の
取
立
て
指
導

翌
十
三
年
度
以
降
に
な
る
と
、
こ
の
ス
キ
ル
学
習
の
一
部
が
総
合
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
年
の
総
合
の
進
め
方
に
合
わ
せ
て
、
大
き
-

次
の
二
つ
の
ス
タ
イ
ル
が
取
-
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

A
　
総
合
的
な
学
習
の
計
画
に
適
宜
位
置
づ
け
る
ば
あ
い
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(
平
成
十
三
年
度
)

B
　
総
合
的
な
学
習
の
計
画
に
集
中
的
に
位
置
づ
け
る
ば
あ
い

(
平
成
十
四
年
度
)

前
者
は
ス
キ
ル
学
習
を
適
宜
リ
ハ
ー
サ
ル
的
に
組
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

実
践
的
に
活
動
す
る
串
前
に
ス
キ
ル
学
習
を
行
う
の
で
'
効
果
も
上
が
り
や
す

く
、
本
番
で
も
学
習
者
は
自
信
を
も
っ
て
活
動
で
き
た
よ
う
だ
。
後
者
は
年
間

計
画
の
当
初
に
六
時
間
連
続
の
集
中
的
な
ス
キ
ル
学
習
を
行
っ
て
い
る
。
ス
キ

ル
学
習
は
ク
ラ
ス
単
位
で
行
う
が
、
そ
の
後
の
総
合
の
学
習
活
動
は
コ
ー
ス
別

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
と
な
っ
て
い
る
。
ス
キ
ル
学
習
も
コ
ー
ス
別
学
習
も
'

担
当
者
は
同
じ
内
容
を
、
繰
り
返
し
指
導
す
る
こ
と
に
な
る
。
学
習
者
は
練
習

と
実
践
の
場
(
構
成
メ
ン
バ
ー
)
が
異
な
-
'
良
い
意
味
で
の
緊
張
感
が
も
た

ら
さ
れ
た
よ
う
だ
。
ま
た
'
担
当
者
に
と
っ
て
は
専
門
性
が
生
か
せ
'
準
備
等

で
も
負
担
を
軽
-
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
言
語
系
ス
キ
ル
学
習
は
国
語
科
の
担

当
が
中
心
と
な
っ
て
指
導
内
容
を
検
討
し
'
現
在
も
試
行
を
継
続
し
て
い
る
。

(
3
)
総
合
的
な
学
習
に
生
き
る
教
科
書
教
材

-
平
成
十
四
年
東
京
書
籍
の
ば
あ
い
-

今
年
度
教
科
書
も
大
き
く
改
訂
さ
れ
た
が
、
教
科
書
自
体
が
総
合
を
意
識
し

て
編
纂
さ
れ
て
い
る
.
東
京
古
箔
の
場
合
'
総
合
に
生
き
る
教
材
を
掲
げ
る
と

下
の
未
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

こ
の
指
専
計
画
に
沿
え
ば
'
日
々
授
業
の
中
で
継
続
的
に
、
あ
る
い
は
取
り

立
て
指
草
と
し
て
、
総
合
に
生
き
る
授
業
が
実
現
さ
れ
る
と
も
い
え
る
。
し
か

し
'
実
際
問
題
と
し
て
十
全
に
機
能
し
う
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
へ
後
の

項
で
触
れ
て
い
き
た
い
。

三 学 期 二 学 期 一 学 期

杏 る イ 学 ド 「 情 ;、 之'. PR や 日 石 め え 論 4 --
く 近 ン 習 」 ヒ 報 得 し 題 す 互 詐 達 る る 理

な タ の 他 1 ) ) む 解 く 理 く 、一 」 「 )
題 ピ 創 ト 情 根 決 話 解 分 暴 構

材 ユ 造 ア 報 拠 す 、) か れ 成

一 、一 イ を を 討 分 り 川 を
を ラ 読 示 論 か や を と

す ン む す を り す 治 ら

新 聞 学 看 て 情 説 決 間 ス 和 す 伝 た え 論 毎
開 き 習 」 る 報 得 め 題 番 亙 る 達 ら る 理
を 上 の 惟 「 〉 ) て 解 組 理 ) ど 「 )
作 手 創 小 情 意 討 決 を 解 調 う ク 論
ろ に 造 さ 報 見 論 ) 刺 ) ベ す マ 理
う な 、J な を を す 立 作 ニ て る に を

ち 労 役 書 る 場 す ユ 報 か 会 と

つ 働 立 く を る ー 告 」 つ ら

関 学 ら け 情 説 る い 問 る ン 相 ト 伝 は め 論 奉
夢 き 習 の る 報 得 で 題 テ 互 を 達 い る 理

. 合 の 発 「 ) ) 問 解 ] 理 作 ) け 「 、一
未 お 創 想 イ 情 主 題 決 シ 解 る パ な 夜 考

・, ・・ l_ 」 メ 報 張 を ) ヨ 、ノ ン い は え
他 1 を を 解 話 ン プ フ か 晴 を

ジ 見 書 決 し を レ レ 」 く ま
か 分 く す 合 す ゼ ツ て と
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(
4
)
　
総
合
に
生
き
る
テ
キ
ス
ト
の
活
用

教
科
書
以
外
に
も
'
総
合
に
生
き
る
言
葉
に
関
わ
る
学
習
の
参
考
テ
キ
ス
-

が
編
ま
れ
て
い
る
。
国
語
科
の
授
業
に
も
総
合
の
ス
キ
ル
学
習
に
も
活
用
で
き

よ
う
。
参
考
ま
で
に
挙
げ
て
お
き
た
い
。

「
こ
と
ば
の
発
信
ス
タ
ジ
オ
I
『
総
合
的
な
学
習
の
時
間
』
に
生
き
る
学
び
方

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
-
」
　
　
　
九
州
地
区
中
学
校
国
語
教
育
研
究
協
議
会
編

平
成
十
三
年
二
月
三
日
　
九
州
教
科
研
究
協
議
会
発
行

(
5
)
　
現
状
と
課
題

・
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を
成
立
さ
せ
る
必
須
条
件
と
し
て
、
言
語
活
動
・

言
語
技
能
な
ど
の
習
得
が
再
認
識
さ
れ
、
そ
の
中
核
的
教
科
と
し
て
の
国

語
科
の
果
た
す
役
割
も
大
き
い
。
国
語
科
の
枠
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
'

総
合
的
な
学
力
の
基
盤
と
な
る
国
語
力
の
育
成
を
念
頭
に
　
(
-
)
　
日
々
の

指
導
(
2
)
　
国
語
科
に
お
け
る
取
立
て
指
導
(
3
)
　
総
合
的
学
習
の
時
間

に
お
け
る
取
立
て
指
導
を
有
機
的
に
関
連
さ
せ
た
効
果
的
な
指
導
が
求
め

ら
れ
る
。

・
　
総
合
的
な
学
習
に
生
き
る
国
語
科
の
基
礎
的
基
本
的
事
項
の
精
選
は
、

国
語
科
学
習
全
体
に
お
け
る
基
礎
的
基
本
的
事
項
の
見
極
め
と
連
動
し
て

い
る
。
同
じ
視
野
の
中
で
そ
れ
ら
の
作
業
を
適
切
に
進
め
、
目
的
に
沿
っ

た
'
実
効
あ
る
授
業
の
構
築
を
め
ざ
し
た
い
。

2
'
基
礎
・
基
本
の
定
着
を
は
か
る
国
語
科
の
指
導

-
「
さ
ん
ち
き
」
(
東
京
書
籍
一
年
)
の
ば
あ
い
-

(
-
)
　
基
礎
的
基
本
的
事
項
の
抽
出

次
に
国
語
科
の
学
習
に
お
け
る
基
礎
基
本
を
「
さ
ん
ち
き
」
と
い
う
教
材
を

通
し
て
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
教
材
そ
の
も
の
の
学
習
の
ね
ら
い
は
、
「
読
書
に
親
し
み
、
い
ろ
い
ろ

な
も
の
の
見
方
へ
考
え
方
に
ふ
れ
る
」
　
で
あ
る
。

し
か
し
、
読
む
単
元
と
し
て
'
も
っ
と
長
い
ス
パ
ン
で
見
つ
め
、
遠
く
の
姿

ま
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
す
れ
ば
'
そ
の
め
ざ
す
べ
き
学
力
は
、
「
良
き
読
書
人

と
し
て
生
涯
を
と
お
し
て
読
書
に
親
し
み
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
の
見
方
や
考
え

方
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
と
な
ろ
う
か
。

一
方
、
学
習
の
ね
ら
い
を
さ
ら
に
凝
縮
L
t
め
ざ
す
べ
き
学
力
の
実
現
の
手

だ
て
を
具
体
的
に
求
め
る
と
す
る
と
、
ま
ず
は
「
小
説
の
お
も
し
ろ
さ
を
知
る
」

こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
「
小
説
の
読
み
方
を
知
る
」
と
い
う
知

識
や
技
術
が
必
要
条
件
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

こ
れ
ら
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

85

め
ざ
す
べ
き
学
力
「
良
き
読
書
人
と
し
て
生
涯
を
と
お
し
て

読
書
に
親
し
み
'
い
ろ
い
ろ
な
も
の
の
見
方
や

考
え
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」

◆

学
習
の
ね
ら
い
　
「
読
書
に
親
し
み
'
い
ろ
い
ろ
な
も
の
の
見
方
'



考
え
方
に
ふ
れ
る
」

◆

本
教
材
に
お
け
る
中
核
的
目
標
「
小
説
の
お
も
し
ろ
さ
を
知
る
」

-
　
「
小
説
の
読
み
方
を
知
る
」

基
礎
的
基
本
的
事
項
を
抽
出
す
る
に
あ
た
っ
て
は
'
以
上
の
長
期
的
ね
ら
い

ま
で
視
野
に
入
れ
'
そ
れ
を
支
え
て
い
-
に
足
る
も
の
を
兄
い
だ
さ
な
-
て
は

な
ら
な
い
。
そ
れ
に
答
え
ら
れ
る
か
、
は
な
は
だ
心
許
な
い
が
'
本
教
材
に
お

け
る
基
礎
的
基
本
的
事
項
を
「
小
説
の
読
み
方
を
知
る
知
識
や
技
術
」
と
い
う

点
に
焦
点
化
し
'
以
下
の
四
項
目
と
し
て
み
た
。

八
本
教
材
に
お
け
る
基
礎
的
基
本
的
事
項
)

①
　
小
説
の
四
要
素
(
時
代
・
場
面
・
人
物
・
事
件
)
を
理
解
で
き
る

②
　
人
物
の
言
動
や
情
景
描
写
な
ど
か
ら
登
場
人
物
の
心
情
を
想
像
し
た

り
'
情
景
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
り
で
き
る

③
　
ス
ト
ー
リ
ー
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
や
中
心
的
人
物
の
変
容
に
気
づ
き
、

小
説
の
テ
ー
マ
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る

④
　
①
～
③
が
成
立
す
る
前
提
と
し
て
、
必
要
な
漢
字
の
読
み
書
き
や
語

句
の
意
味
が
わ
か
る

(
2
)
指
導
計
画

・
予
習
～
-
単
元
前
に
予
告
し
、
3
回
通
読
'
意
味
調
べ
、
初
発
の
感
想
を
ま

と
め
て
お
-
0

・
「
さ
ん
ち
き
」
を
通
読
し
、
漢
字
の
読
み
の
確
認
。
初
発
の
感
想
の
発
表
。

(
1
時
間
)

・
交
互
読
み
な
ど
で
再
読
。
語
句
の
意
味
を
発
表
し
あ
い
'
相
互
確
認
。

(
1
時
間
)

・
小
説
の
読
み
方
(
四
賓
素
)
を
理
解
し
、
時
代
・
場
面
・
人
物
・
事
件
の
設

定
の
て
が
か
-
に
な
る
表
現
を
探
す
。
　
　
　
(
2
時
間
　
本
時
-
¥
^
〇

・
主
要
登
場
人
物
の
心
情
を
'
事
件
に
ま
つ
わ
る
描
写
や
言
動
か
ら
想
像
す
る
。

(
2
時
間
)

・
主
要
登
場
人
物
の
人
物
像
を
つ
か
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
1
時
間
)

・
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
や
さ
ん
ち
き
の
変
容
に
気
づ
き
、
テ
ー
マ
を
考
え
る

(
1
時
間
)

・
復
習
～
ワ
ー
ク
'
漢
字
ド
リ
ル
へ
　
パ
ワ
ー
カ
ー
ド
等
　
(
次
時
小
テ
ス
ト
)

(
3
)
　
本
時
の
学
習
過
程

(
次
の
ペ
ー
ジ
参
照
)

(
4
)
　
現
状
と
課
題

・
　
本
教
材
は
　
「
読
書
を
楽
し
も
う
」
と
い
う
読
書
単
元
の
中
に
あ
り
'
指

導
書
で
は
3
時
間
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
全
般
的
に
読
書
習
慣

が
十
分
身
に
つ
い
て
な
い
実
態
や
'
中
学
1
年
の
初
め
て
の
小
説
教
材
で

あ
-
'
こ
の
時
点
で
小
説
の
読
み
方
(
楽
し
み
方
の
基
盤
)
を
理
解
し
'

身
に
つ
け
て
ほ
し
い
と
い
う
考
え
か
ら
'
8
時
間
扱
い
の
読
解
的
指
導
と

し
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
知
識
や
技
能
は
繰
り
返
し
学
習
し
な
-
て
は

習
得
が
難
し
く
、
で
き
れ
ば
学
期
に
一
つ
は
扱
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
'
他

の
教
材
や
領
域
と
の
バ
ラ
ン
ス
や
'
時
間
の
確
保
な
ど
、
年
間
の
指
導
計

画
に
苦
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

86



学
　
習
　
内
　
容

学
　
　
　
習
　
　
　
　
　
　
　
i
b

基
礎
的
基
本
的
事
項

1、
帯

単
元

を
行

う

・
パ

ワ
ー

カ
ー

ド
小

テ
ス

ト

・
「

好
き

な
せ

り
ふ

」
発

表

2、
本
時
の
目
標
を
知
る

3、
四
要
素
を
理
解
す
る

4、
 「

舞
台

(場
所

)」
を

知
る

5、
 「

時
代

」
を

知
る

6、
 「

時
代

背
景

」
を

理
解

す
る

7、
自
己
評
価
を
す
る

8、
次

時
の

予
告

を
聞

く

・
前
回
予
告
の
パ
ワ
ー
カ
ー
ド
小
テ
ス
ト
を
行
う
(10間

程
度
)相

互
点
検
。

・
「

さ
ん

ち
き

」
の

文
章

中
か

ら
自

分
で

選
ん

だ
「

好
き

な
せ

り
ふ

」
を

、
理

由
も

そ
え

て
、

感
情

を
込

め
て

読
む

。
 (6名

程
度
)

小
説

の
楽

し
み

方
を

知
ろ

う
!

・
小
説
を
構
成
す
る
「
時
代
」
 「

舞
台
」
 「

人
物
」
 「

事
件
」
の
重
要
性
を
理
解
す
る
。

イ
舞
台
(場

所
)」

を
表
す
文
章
表
現
を
探
し
、
ノ
ー
ト
に
メ
モ
す
る
。

・
発
表
す
る
。

・
r時

代
」
を
表
す
文
章
表
現
を
探
し
、
ノ
ー
ト
に
メ
モ
す
る
o

・
発
表
す
る
。

・
「
時
代
背
景
」
を
ま
と
め
る
。

・
自
己
評
価
表
を
記
入
し
、
授
業

を
振

り
返

る

・
次

回
の

小
テ

ス
ト

の
範

囲
と

授
業

の
準

備
を

知
る

。

○
 (言

・
知
)文

法
の
知
識

○
 (話

聞
・

技
)伝

え
合

う
こ

と

◎
 (読

・
知

)小
説

の
読

み
方

◎
 (読

・
技

)小
説

を
読

む
こ

と

△
(書

・
技

)メ
モ

す
る

こ
と

△
 (話

聞
・

技
)発

表
す

る
こ

と

◎
 (読

・
技

)小
説

を
読

む
こ

と

△
 (書

・
技
)メ

モ
す
る
こ
と

△
 (話

聞
・
技
)発

表
す
る
こ
と

△
 (詰

問
・
技
)理

解
す
る
こ
と

△
 (書

・
技
)ま

と
め
る
こ
と

(
荏

)
パ
ワ
ー
カ
ー
ド
-国

語
科

学
習

の
基

礎
的

知
識

を
分

野
別

に
30項

目
ず

つ
一

間
-答

式
に

ま
と

め
た

プ
リ

ン
ト

。
本

時
で

は
文

法
編

の
復

習
を

行
っ

た
。

「
好
き
な
せ
り
ふ
」
 -2時

間
E]の

繰
り
返
し
読
み
の
時
に
気
に
入
っ
た
せ
り
ふ
を
抜
き
出
し
、
そ
の
理
由
も
書
い
た
プ
リ
ン
ト
。
 「

さ
ん
ち
き
」
の
授
業
の

は
じ

め
に

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン
で

発
表

し
て

い
る

。

◎
-
本
時
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
事
項
　
○
～
帯
単
元
と
し
て
少
し
ず
つ
継
続
し
て
い
く
事
項
　
△
-
授
業
の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
事
項



・
「
中
学
校
段
階
に
お
け
る
国
語
科
の
指
導
す
べ
き
内
容
」
は
'
「
生
涯
を

支
え
る
国
語
の
学
力
」
を
見
通
す
中
で
確
立
さ
れ
、
現
実
の
-
単
位
時
間

に
お
け
る
「
基
礎
的
・
基
本
的
事
項
」
を
見
極
め
る
中
で
具
現
化
さ
れ
て

い
-
/
'国

語
科
の
時
数
が
減
少
し
て
い
-
中
で
、
何
を
'
ど
の
程
度
'
ど
の
よ

う
に
指
導
し
て
い
-
の
か
を
1
年
間
(
及
び
3
年
間
)
　
の
見
通
し
を
も
っ

て
'
精
選
し
、
適
切
に
配
置
し
て
い
-
こ
と
は
急
務
で
あ
り
'
教
科
書
の

編
集
に
お
い
て
も
大
き
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
土
台
に
し

な
が
ら
'
指
導
者
そ
れ
ぞ
れ
が
客
観
的
(
指
導
要
領
'
参
考
文
献
へ
資
料
)
へ

実
感
的
(
自
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
国
語
の
力
を
獲
得
し
て
き
た
か
と
い
う

学
習
体
験
へ
指
導
経
験
)
へ
現
実
的
(
現
場
の
実
態
)
　
に
模
索
し
'
練
り

上
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
国
語
科
に
携
わ
る
者

同
士
の
実
践
や
実
績
'
情
報
を
で
き
る
だ
け
共
有
し
合
い
へ
練
磨
す
る
機

会
が
望
ま
れ
る
。

3
'
国
語
科
に
お
け
る
評
価
規
準
・
基
準

(
-
)
　
評
価
規
準
・
基
準
表
作
成
に
む
け
て

基
礎
基
本
の
確
実
な
定
着
や
確
か
な
絶
対
評
価
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
そ

の
根
拠
と
な
る
評
価
基
(
規
)
準
が
必
要
と
さ
れ
、
形
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
本
校
に
お
い
て
も
'
平
成
十
三
年
度
か
ら
講
習
や
研
修
が
行
わ
れ
へ

作
業
を
進
め
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
'
「
基
準
」
や
「
規
準
」
　
の
理
解
や
見

極
め
を
は
じ
め
へ
評
価
を
明
快
に
具
体
化
す
る
こ
と
は
国
語
科
の
場
合
、
他
教

科
以
上
に
困
難
と
い
え
る
。

①
　
平
成
十
三
年
度
十
一
月
時
点
で
の

本
校
に
お
け
る
評
価
基
準
表
作
成
モ
デ
ル
　
*
資
料
1

②
　
平
成
十
四
年
度
八
月
時
点
で
の

本
校
に
お
け
る
評
価
規
準
表
作
成
モ
デ
ル
　
*
資
料
2

こ
れ
ら
二
つ
の
資
料
で
も
分
か
る
よ
う
に
「
基
準
」
　
の
と
ら
え
方
や
表
の
形

式
そ
の
も
の
が
ゆ
れ
て
お
り
へ
作
成
に
は
大
き
な
不
安
と
徒
労
感
が
つ
き
ま
と
っ

て
い
た
。

③
「
単
刀
と
評
価
規
準
作
成
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
作
成
の
た
め
の
手
順
」

l
方
'
任
意
の
研
究
団
体
に
よ
る
成
果
も
資
料
と
し
て
随
時
提
供
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
国
立
教
育
政
策
研
究
所
に
よ
る
評
価
基
準
へ
方
法
な
ど
に
関
す

る
「
報
告
」
を
活
用
し
て
学
年
全
体
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
を
作
-
(
*
資
料
3
)
、

そ
れ
を
手
が
か
り
に
単
元
の
基
礎
基
本
を
抽
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
'
手
順
の
部
分
を
引
用
す
る
。

7
　
1
単
元
-
領
域
の
指
導
を
基
本
と
す
る
。
つ
ま
り
5
観
点
の
う
ち
3
観

点
に
◎
を
つ
け
る
の
を
基
本
と
す
る
。

イ
　
「
報
告
」
　
の
「
評
価
規
準
の
具
体
例
」
　
の
文
言
を
活
用
す
る
。

(
中
略
)

オ
　
「
領
域
」
と
「
言
語
事
項
」
の
評
価
規
準
は
'
合
致
さ
せ
る
。

カ
　
◎
の
み
と
す
る
。
○
は
つ
け
な
い
　
(
同
じ
領
域
内
に
お
い
て
も
)
。

(
2
)
　
国
語
科
の
評
定
方
法

①
一
般
的
評
定
算
出
の
方
法

ア
　
観
点
別
評
価
を
利
用
す
る

・
<
<
<
<
の
場
合
は
5
'
<
<
<
m
の
場
合
は
5
あ
る
い
は
4
な
ど
。
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・
<
-
　
　
m
-
c
o
　
0
-
　
で
計
算
す
る
な
ど
.

イ
　
重
み
付
け
を
し
て
後
は
ア
と
同
様

り
　
も
と
の
評
価
資
料
か
ら
直
接
求
め
る

絶
対
評
価
で
評
定
を
決
定
す
る
場
合
は
'
こ
れ
ま
で
以
上
に
そ
の
基
準
や
算

出
方
法
が
厳
密
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
1
股
的
な
算
出
方
法
は
'
お
お
む
ね

右
の
三
通
り
で
あ
る
が
'
本
校
国
語
科
の
場
合
は
'
よ
-
誤
差
の
少
な
い
　
「
り

も
と
の
評
価
資
料
か
ら
直
接
求
め
る
」
方
法
を
採
用
し
た
o

②
　
本
校
国
語
科
の
評
価
算
出
の
考
え
方

ま
た
、
評
定
の
光
盤
と
し
て
、
組
点
別
学
習
状
況
の
評
価
も
そ
の
根
拠
が
明

ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
校
国
語
科
で
は
、
で
き
る
だ
け
具
体
的

に
次
の
よ
う
な
項
目
に
よ
っ
て
評
価
の
算
出
を
試
み
た
。

テス ト GO .'.'.u tf 一打

合

蝣詛・ 蝣*

計

90点以上

忘 れ物 10点満点 4 - 80点以上

ノー ト 10 .'.'乱 打 50点以上

発 表 10点満点 2、 20点以上

小 テス ト10点満点 1～ 1 点以上

l.'f- '蝣こ　ソ　?-'.-

評 価 の 組 点 配 点 評価項目 とその基準

国語へ の関心 .意欲 . 40 % 以上 B
忘 れ物 .ノー ト 発 表 .

小 テス ト.作 品 .家庭

学習な ど
態度 70 % 以上A

話す .聞 く能力

50 % 以上 B

80 % 以上 A

発 表

(朗読 .音読 . スピー

チ) テス トなど

青 く能力 テス ト、作品 など

読 む能力 テス トなど

言語 についての知識 .

理解 .技能
テス ト、ノJ、テス トな ど

現
行
の
評
定
や
観
点
別
評
価
は
'
以
上
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
い
る
が
'

学
習
者
の
状
況
が
百
パ
ー
セ
ン
-
適
正
に
把
握
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
O

現
状
と
照
ら
し
な
が
ら
も
教
科
担
当
者
間
で
綿
密
な
打
ち
合
わ
せ
を
継
続
し
て

行
い
、
改
善
を
加
え
て
い
き
た
い
。



③
　
評
価
資
料

ア
　
定
期
テ
ス
ト
　
(
読
解
問
題
二
言
語
事
項
・
課
題
作
文
な
ど
)

評
価
の
根
拠
と
し
て
具
体
的
な
資
料
が
必
要
と
な
る
が
'
テ
ス
ト
は
そ
の
大

き
な
柱
と
な
る
。
観
点
別
評
価
の
視
点
を
持
ち
'
絶
対
評
価
に
耐
え
ら
れ
る
内

容
作
成
を
目
指
し
た
い
。
テ
ス
-
後
に
は
観
点
別
学
習
状
況
を
示
す
「
定
期
テ

ス
ト
観
点
別
評
価
表
」
を
記
入
さ
せ
、
意
識
化
を
図
っ
て
い
る
。

評
価
表
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

読 むこと 言語事項 vr <

こと
感想や反省

現代 古典 漢字 文法 語句

1学期

中間

%

評定

1学 期

期 末

(注) 問題の分野 別に札 束の割合 (% ) を計算 し、上段 に記

入する0 また、その割 合を評定 と して示 しているので (例 え

ば、8 5% 以上は 5 な ど) それを下段 に記入す る0 この カ】 ド

記入は、年間を通 じて行 い、自己評価 や自己診断 に活用 させ

る0

イ
　
平
常
の
評
価
項
目

定
期
テ
ス
-
以
外
の
平
常
の
評
価
の
資
料
と
し
て
は
'
以
下
の
よ
う
な
も
の

が
挙
げ
ら
れ
る
。

・
授
業
中
の
学
習
進
度
へ
態
度
状
況
　
～
　
観
察
(
記
録
)

・
忘
れ
物
(
授
業
準
備
'
課
題
な
ど
)
　
～
　
授
業
中
確
認
、
提
出
物
確
認

(記~:>

・
挙
手
　
-
　
挙
手
や
板
吉
の
回
数
を
自
己
申
告
(
記
録
)

・
宅
習
　
～
　
課
題
以
外
の
国
語
に
関
わ
る
自
主
学
習
を
自
由
提
出
(
記
録
)

(
漢
字
ド
リ
ル
、
ワ
ー
ク
、
感
想
や
詩
作
'
読
書
の
記
録
な
ど
)

・
小
テ
ス
-
　
～
　
パ
ワ
ー
カ
ー
ド
、
漢
字
'
文
法
テ
ス
ト
な
ど
相
互
点
検

(
記
録
)

・
ノ
ー
-
、
作
品
　
～
　
提
出
　
(
記
録
)

・
発
表
(
ス
ピ
ー
チ
へ
朗
読
、
音
読
、
暗
詞
な
ど
)

～
　
観
察
へ
　
テ
ス
ト

(
記
録
)

90

△
自
己
評
価
表
'
相
互
評
価
表
　
～
　
提
出
　
(
記
録
)

(
3
)
　
現
状
と
課
題

・
　
評
価
規
準
お
よ
び
基
準
の
意
味
内
容
の
把
握
が
推
し
-
'
1
覧
表
作
成

時
に
も
混
乱
や
大
き
な
見
直
し
が
あ
っ
た
　
(
-
)
指
導
や
評
価
の
実
際
に

役
だ
つ
　
(
2
)
作
成
に
多
-
の
労
力
が
費
や
さ
れ
な
い
l
覧
表
の
作
成
の

方
針
や
モ
デ
ル
が
求
め
ら
れ
る
。

・
　
評
定
の
算
出
の
仕
方
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
.
本
校

国
語
科
は
'
で
き
る
だ
け
誤
差
を
少
な
-
す
る
た
め
'
元
の
資
料
か
ら
直

接
算
出
す
る
方
法
を
と
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
不
透
明
さ
は
残
る
　
(
-
)



明
瞭
で
'
師
単
な
平
常
の
評
価
方
法
(
2
)
　
評
価
基
　
(
規
)
　
準
が
体
現
さ

れ
た
定
期
テ
ス
ト
の
問
題
作
成
　
(
3
)
　
評
定
の
適
切
な
内
容
や
配
分
な
ど
、

ま
だ
ま
だ
不
十
分
な
点
は
多
い
。
高
校
入
試
も
念
頭
に
お
き
'
国
語
科
の

担
当
者
間
や
'
他
校
の
国
語
科
、
市
内
・
県
内
の
学
校
と
の
協
議
や
連
携

が
必
要
と
な
る
。

お

　

わ

　

り

　

に

「
主
体
的
な
学
習
の
確
立
」
と
「
基
礎
・
基
本
の
徹
底
」
は
'
今
回
の
学
習

指
導
要
領
改
訂
の
大
き
な
支
柱
で
あ
る
。
主
体
的
な
学
び
手
と
な
る
た
め
の
基

盤
的
条
件
と
し
て
'
基
礎
・
基
本
の
徹
底
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
'

基
礎
・
基
本
を
明
確
に
し
て
授
業
を
構
想
す
る
こ
と
の
有
効
性
は
言
う
ま
で
も

な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
も
少
な
い
授
業
時
数
の
中
で
は
、

「
基
礎
・
基
本
の
徹
底
」
が
や
や
も
す
る
と
へ
知
識
の
習
得
や
ド
リ
ル
学
習
の

み
に
終
始
し
て
し
ま
う
恐
れ
も
あ
る
。
そ
れ
で
は
国
語
の
力
、
こ
と
ば
の
力
は

枯
渇
し
て
い
-
の
で
は
な
い
か
と
危
慎
し
て
い
る
。

l
股
の
授
業
で
は
'
基
礎
・
基
本
を
撤
底
し
　
(
基
礎
・
基
本
の
み
に
終
始
し
)
、

総
合
的
な
学
習
や
選
択
教
科
の
時
間
に
主
体
性
や
本
格
的
な
学
力
の
育
成
を
ゆ

だ
ね
る
と
い
っ
た
安
易
な
分
断
的
な
あ
-
方
に
陥
ら
ぬ
よ
う
、
分
断
で
は
な
い

連
携
を
'
知
識
偏
重
で
は
な
い
確
か
な
学
力
を
見
失
わ
な
い
よ
う
心
し
た
い
。

総
合
的
な
学
習
に
生
か
す
国
語
の
力
を
構
想
し
た
り
、
基
礎
・
基
本
を
梢
逃
し

た
り
'
評
価
規
準
を
規
定
し
た
-
、
評
定
を
館
山
し
て
い
-
作
業
が
'
最
終
的

な
目
的
を
見
失
い
'
処
理
の
た
め
の
処
理
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
。
豊
か
な
国

語
の
力
と
は
何
か
'
わ
た
し
た
ち
は
'
そ
れ
を
豊
か
に
イ
メ
ー
ジ
し
、
そ
れ
に

培
う
日
々
の
個
々
の
具
体
的
な
行
為
を
積
み
重
ね
ば
な
ら
な
い
と
自
戒
す
る
。

(
宮
崎
市
立
木
花
中
学
校
)
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単
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評
価

の
方

法

†
ラブ

崩
疋

で
き

一4
>I

a
;

!サ
サ
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(ササ
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、
=

蝣&
a

cz
m

m
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【単
元

名
】

2
論

理
を

と
ら
え

よ
う

「
ク

マ
に

あ
っ

た
ら

ど
う

す

る
か
」

関心,甘
、

欲態皮

◎
本

文
の

よ
う
に

問
題

の
提

.
「大

形
動

物
と
の

付
き

口
.
選

択
肢

の
順

番
に
説

明
が

.
そ

の
都

度
、

動
物

の
習

.
発

表

示
か

ら
始

ま
る

、
方

法
を

述
い

方
の

法
則

」
「意

外
な

こ
さ
れ

て
い

る
わ

け
で

は
な

い
や

理
論

付
け

が
な

さ
れ

て
し

べ
る

文
章

の
書

き
か

た
を

と
な

が
ら
J

等
の

表
現

の
J払

こ
と

を
踏

ま
え

て
、

そ
の

息
る

こ
と

に
気

付
く
。

解
し

自
分

の
文

革
表

現
に

′
味

を
捉

え
て

、
筆

者
の

ね
ら

味
と

効
果

を
考

え
よ

う
と

る
。

【単
元

の
目
標

】

論
理

的
な

文
章

の
書

き
進

め

方
を

と
ら
え

,
自
分

の
表

に
役

立
て

る
。

立
て

よ
っ
と
す

る
e

い
を
考

え
よ

う
と
す

る
。

読む

◎
ク
マ

に
出

会
っ

た
時

の
8

つ
の

方
法

(選
択

肢
)

に
つ

.
そ

の
ま

ま
番

き
抜

く
だ

け
.
本

文
に

出
て

く
る

方
法

.
大

ま
か

な
表

と
し
て

、
日

.
ワ
ー

ク
シ
ー

ト

で
な

く
文

章
と

し
て

整
べ

て
に

つ
い

て
整

理
で

き

る
0

立
つ

事
柄

に
つ

い
て

書
く

こ

【学
習

活
動

及
び

内
容

】

1
こ
の

文
章

の
お

も
し

能力

い
て

の
筆

者
の

解
説

を
表

に

ま
と
め

る
こ

と
が

で
き

る
e

で
き

る
。

と
が

で
き

る
0

isす聞く舵力

◎
こ

の
文

章
特

有
の

表
現

.
特

徴
と
な

っ
て

い
る
ユ

ー
.
ク

イ
ズ

形
式

の
構

成
が

、
.
文

章
の

お
も

し
ろ

さ
に

.
話

し
合

い
ろ

さ
と
特

徴
に

つ
い
て

芸舌
法

や
内
容

の
お

も
し
ろ

さ
を

モ
ラ

ス
な

表
現

と
そ

の
効

文
章

を
読

み
や

す
く
お

も
し

い
て
話

す
こ

と
が

で
き

る
。

し
合

う
。

あ
げ

て
話

し
合

う
こ

と
が

で
に

つ
い

て
話

す
こ

と
が

で
き

ろ
い

も
の

に
し

て
い

る
こ

と

2
本

文
に
示

さ
れ

て
い

る
8
つ

の
方

法
そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

の
筆

者
の

説
明

を
表

に
ま

と
め

る
。

3
わ

か
り
に

く
い

語
句

の
意

味
や

、
論

理
的

な
文

き
る
e

る
。

に
気

付
い

て
話

し
合

う
こ

と

が
で

き
る

0

香く

◎
筆

者
の

説
明

の
仕

方
を

ー
.
見

聞
.
体

験
.
事

実
や

調
.
自

分
の

考
え

や
根

拠
を

、
.
題

材
に

関
す

る
事

柄
が

.
作

文

章
と

し
て

の
表

現
の

特
徴

解
し
、
説

明
的

な
文

章
を

書
く
べ

た
こ

と
が

ま
と

ま
り

よ
く

分
か

り
や

す
い

構
成

で
書

け

る
。

か
り
や

す
く
書

け
る
0

を
め

ぐ
っ

て
話

し
合

つ
。

4
学

習
し
た

論
理

的
な

文
章

の
書

き
表

し
方

を
参

考
に

し
て

、
「○

○
に
会

揺力

こ
と
が

で
き
る
O

書
け

る
e

言
◎

言吾
句

の
意

味
を

理
解

す
る

.
そ

の
言

葉
を
使

う
こ

と
の

.
辞

書
を
利

用
し
て

、
文

.
ノ
ー

ト
に

そ
の

富
美

の
意

.
テ

ス
ト

つ
た

ら
(な

っ
た

ら
)

ど
語t'

項

こ
と
が

で
き

る
D

効
果

や
語

感
も

把
握

で
き

に
あ

る
表

現
で

意
味

が
書

け
味
が

書
き
写

せ
る
。

う
す

る
か

」
と

い
う
文

章

を
書

く
e

る
0

る
。

(叶N富脚…国)僻掛軸gJ虻e・1噸柵d町LfElh」　～Lt糖離せ



様
式
3
:
第
3
学

年
数
学
科
辞
㊨
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

私
.
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単
元

名
等

社負
r
お
お

む
ね

満
足

で
き

る
(B

)
j
軟

調
と
判
申

さ
れ

る
状
況

r十
分
清

足
で

き
る
状

況
(
A
)
J

と
判
断

さ
れ

る
視

点
努

力
を
吏

す
る

と
判

断
さ
れ

た
生
徒

へ
の

具
体

的
な

対
応

.
手
だ

て
辞

伍
の
方

法

【単
元
名
】

Ba
①

単
項

式
と
多
項

式
の

兵
法

.
多

項
li
t
を
単

項
式

で
わ

る
①

分
配

法
則

な
ど

の
既

習
事
項

を
利
用

し
.
計

算
方

①
他

の
生

徒
の
気
づ

い
た

こ
と
や
考

え
た

こ
と
な
ど

を
*
ォ

ノ
-

ト

式
の
計
算

心
放

法
に
関

心
を
も
ち
そ

れ
ら
を
計

算
し
よ

う
と
す

る
.

法
を
岨

考
え

よ
う

と
し
て

い
る
か
.

招
介

す
る
.

【単
元
の

日
撮

】
塞fi
t

②
U

+
b
)
(
c
+

d
)
の

よ
う
な

積
の

形
で

鼓
さ
れ
た

式
②

(a
+

b
M

c
+

d
)
の
よ

う
な
積

の
形
で
表

さ
れ

②
他

の
生

徒
の
気

づ
し
、た

こ
と
や
考

え
た

こ
と
な
ど

を

○
多
項

式
と
単
項

式
の

乗
を
I

1
つ

の
多
項

式
で
表
す

こ
と
や
乗

法
公

式
に

班
J○

を
1:

式
を
.

1
つ
の

多
項

式
で

表
す

こ
と
や
乗
法

公
式

紹
介

す
る
.

放
電

権
に

つ
い
て
理
解

し
.

多
項

式
の

我
の
長

閑
の

仕
方

に
つ

い
て
理

解
す

る
。

○
乗

法
公

式
を
用

い
て

I

-
次

式
の

横
の
展

開
が

悲度

持
ち

そ
の

仕
方

を
考

え
よ

う
と
す

る
.

を
且

此
′

そ
の
仕

方
を
考

え
よ

う
と
す

る
.

見
※

年
間

指
導
a十
Ti
7の

観
点
別
学

習
状
茨

の
辞

価
規

準
の
欄

※
捜

点
部

分
に
W

を
い
れ

る
.

※
評

価
規

準
に
対
応

し
て

.
番

号
は

つ
け
て

い
く
.

で
き

る
よ

う
に
す

る
。

【
学
習

活
動

及
び
内
容

】

○
多
項
式

と
単

項
式

の
乗

法
と

多
項

式
を

多
項
式

で
わ

る
こ
と

0
多

項
式

の
乗

法

・
+

b
(
c
十

d
)
を

A
風

聞
し
.

同
類
項

を
ま

と
め

て
お

く
こ

と

0
2
項
式

X
3
項
式

を
展

開
す

る
こ
と

0
-
・

・

n
.
.

.

0
-
蝣

蝣

0
.
.

.

方*え方

を
鑑

記
す

る
.

指
導

と
評
価

の
一

体
を
考

え
る
.

8現処哩知良哩ォ



*資料3-　単元と評価規準のマトリックス(作成中)

単 元 ( 題 材 )

1

7 q

つ

2

t

脂

く

～

占E]
の

I

冬

k >

古ロ

辛

と

雪

3

ノ

フ

ッ
ト

評 価 規 準

関

心

意

欲

想
n

① 托 し合 いをす る とき. 自分 の考 えを 伝え るた め に工 夫 して 表現 しよう と した り. 相 手の 立

坊や 舞 え本尊 ま して聞 き取 ろう と して い るn

② 定見 兜 表のた めの 文車 を古 くと き. 他 の 人の 文革 を読 みl 拾理 の展 開や 材料 の活 用 の仕方

など に ついて . 晴属 的 に自分 の 表現 の参 考 に しよ うと して い る。

① 必賢 な博 一巳を 集め るた めに良 む とき. 学 校 図書館 等 を績痩 的 に括月 しよ う と した り. E 的

JP ▼ F に広 いt i サ'.-iサr v i T 音阜 ■t L くR A It W L 上うl tて いも.

氏

す

a

<

d) ニュ ー スな どを群 介す る とき必 要な 情緒 を集 め一 打均 を広 めた り軟 めた り しよ l, とす る。

① 肘輸 の時 l 定 見 と事 実 とを止 み合 わ せて 晩待 力の あ る托 し方を した り1 親 戚 や展 剛 こ江Jtt

して 即 事放 ll, た りするA

① 対酷 の時 . 相 手や鵜 面 に応 じ義 切な括 句 や文 を使 い分 けて 嘱 した り聞 き敬 った りす る.

耳、持 し食い f t f lサ す サf V い て 白や ぐⅠ t t T ,y->*z * 辞 カt や してい る一

ォ

く

と

m 杜会 の# * 'サ蝣蝕軌 こつ いてL 肝 ]1 す る官 料阜 基に 自3} の ものの 見方 や考 え方 古顔 めて い る

a )イ ンタ一 え , トや 国有鮪 等与 利 用 して 収集 した 材 料を努 理 し. 野 解 し 判 斬 して い るA

③ 相手 や 日的. 額面 など に& U . 伝 えた いす 蟹 や事 柄を 明確 に して い る.

細 手K 'i ざo fl 'n t iこお いてL 押 十や EW i *.たい 巾育 巾中 心や 白や ? t t 下 す叩 ォi: 十 も

⑤ 手柾 な どの葡 付す にお いて. も 卓出 L,や 中心 部分 のBi 閑な どを工 兵 して いる一

① tl R ff 寺 '; e v 文官 fn t u i:. 白* c? す 号と * n i 書 ′小 †与* n '.-叶和 すテ して いるⅠ

〔 酸1 0 甘 v w i: 掩 ナナ叩 m : し. X * .i 中や すす 申 して 蝣w ^ ^ 十 十 いt ホ 増 床に して い

(わ文章 のPP 吉の 打け方一 段 首相 耳 のW 係 な どを耗 7寸し. 視 縛 力の ある せ章 に して い る.

0 )互い の書 いた文 才を 吟味 し合 いl 自分 の兼 費 に役 立てて い るe

p .

む

①l吾旬 の辞 書的 な苦味 と文政 上 の苦 味 とに法 定 し▼ fE 旬の 的確 で効 果 的な使 い方 につ いて 理

辞 して . 自分の 官軍の仲 い方に柑 立 てて い るl

②文 事 を碇 み. 書 き手 の佃 tt 的 f} 説 明の 仕方 や説 緒 の方法 な どを と らえ. r 話す こ と . 固 く

こと l や 「古 くこ と I に役立て て い る。

① 音涙 や朗 課を通 して. 構成 や展 開▼ 税 明や 描写. 比 頓な ど文 章の 叙述 の仕 方 に注意 しな が

ら熊 ん でい る.

⑥文 事 をほん で 書き手の 思考 や心 情 に迫 りI 人間. 牡 息 自然 など に対 する 自分 の感 想や 宕

と 且を 暮、て るよ うにJj る.

⑤ ある 事柄 について もつ と掃 く知 るためや . 文章 やス ピーチ な どの形 で発 表す る ため にLT 料

宥集 めて いる^

①集 め た情 緒を取 捻遜訳 した り. 加 工 した りI 引 用昏 所や挿 入 部分 を検 対 した りす る な どし

て n *サ.̂ 青 や1 こ付せて て い与一

育

階

に

.つ

①l: ユ I ス そ措介 す る活 動 などを 崩 し. 伝 達 故紙 を持 った音 声 の働 きや母 音 と子音 . l} ズ 題 一

A . アク セン ト缶の仕 組み に関 して 体系 的 に理解 してい るl

②肘 油 をす ると き. 脱樽 力 のあ る褒 現にか かわ る対 載 孟夏. 慣 用句. 戟 鳥括 な との位 い方 に注

景 して い るR

①硯 明 をす ると 書. 多様 fl 鼓 榊 式や 展開 . 文 の成 分 の瀬序 な どにつ いて考 え なが ら托 した

わ附 いた りして いる一

細イ ン ク ビ1 I 告 の射民 をす ると を. 助網 や助 動詞 な どの働 き に注鼓 して い るA

伝)ス ピ ーチf) とをlr る とき. 共 適 格や 一方官 有地 に広 L:て 使い 分 けて いる一

⑥対 氏を す ると き. 敬語 に対 する 琵芝 に基 づ いて. 相 手や額 面 に応 じた透 切な 使い分 けを し

てい る.い

て

の

a

♂)現 明文 を8 く時. タイガ ー吾やt; 用 句I が農 t亨な どを 遠切 に使 って い る.

① .!句 に 注意 して書 く ことを通 して, 括啓 を磨 いて い る.

① 定見 究 鼓文を 書 く時. 多様 fl 敦 琵様 式や 文展 上の 展開- 又 の成分 の 耶 f) と につ いて考 え

てい るA敬

g E

解

¢ 巳時 又 を書 く時. 耶 苦の群用 や 助詞 や助 取珂 の* }きな どに 注君 して いる。

の 幸航 4- 書 く一会. 敬 盲5 に対す る 72 鼓 を辞 め相 手に 応 じて 適 切に使 って い るQ

① 小学 校字 年別 洪字配 当 表に示 さ れた薮 字 の うちI 2 年で は 9 5 0 字a s も き. 文章 の 中で

使 って いる.

妓 ¢ 小学 授学 年別 洪字配 当表 に示 され た執 事 のう ち. 3 年で は その全 てを t, き一文 辛の 中で 使

って い る.能

⑳ 手広 を8 くと き一月 具や 字体 . 字 形な どを 工夫 して. 放 ろや すい 文字 を正 し く更 え て速 く

書い てい る.

⑮ 毛筆 手写 の学 習が硬 lE 事 写の 基投 を巷 う ことを 盟n L P 噴騰 的に 他の学 習 や生活 に 役立て

て い もlt

⑬音 R や朗読 を通 して. 括感 を 磨い てい る.

の抽 象 的な撫 会 IS とを 重す括 恵 を貴 かに して いる L

㈹文 書 を比や して 践む ときl 表 現様 式や 文貫 の展 開. 甘 の 成分 の周 序な どを考 えて い る.

0 ¶ Ett阜* 十 EJt坤 や叫 <G 's 」与 や十㌢ w a r." 早耳 や世 , に B F lて m -.

の会 語 など におけ る共通 言悪や 7.1雷 - 敬 語 の適切 な使 い分 け に気 を付 けて琉 んで い る.

第 1 学年 までに 学習 した常 用 添字 に加 え. その 他の常 用 茨字の う ち300 字j民定か ら350 字哩

Jq ま での沈 辛を故 め るA

2 竿先 まで に学 習 した常用 狭字 に加 え- その 他 の常用 涙字 の大 体 を沈んで いる。
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