
水
口
東
中
学
・
高
校
に
お
け
る
国
語
科
の
実
践
と
評
価

l
t
　
勤
務
校
の
概
要
と
担
当
授
業

本
校
は
'
昭
和
五
十
年
四
月
に
開
校
L
t
今
年
で
二
十
九
年
目
を

迎
え
る
。
こ
の
間
に
着
実
に
進
学
実
績
を
あ
げ
へ
部
活
動
も
活
発
で

優
秀
な
成
績
を
収
め
、
地
域
の
信
頼
を
得
て
き
た
。
ざ
ら
に
へ
今
年

度
か
ら
は
、
県
下
初
の
中
高
一
貫
教
育
の
実
践
校
(
公
立
中
学
校
を

併
設
し
た
中
等
教
育
学
校
)
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
'
新
た
な
課
題
に

挑
戦
し
ょ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

私
は
現
在
、
本
校
に
赴
任
し
て
四
年
目
に
あ
た
り
へ
高
校
一
年
生

の
担
任
を
L
へ
　
「
夢
未
来
予
想
図
」
と
名
づ
け
た
総
合
的
な
学
習
の

委
員
を
担
当
し
て
い
る
o
授
業
と
し
て
は
'
高
校
1
年
生
の
「
国
語

総
合
」
　
(
4
単
位
)
と
「
言
語
」
　
(
-
単
位
)
へ
中
学
一
年
生
の
「
L

タ
イ
ム
　
(
読
書
タ
イ
ム
)
」
　
(
-
単
位
)
　
を
担
当
し
て
い
る
。

二
へ
年
間
指
導
計
画
に
つ
い
て

年
間
指
導
計
画
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
'
教
科
ご
と
に
原
案
を
立

て
へ
複
数
の
担
当
教
員
が
足
並
み
を
そ
ろ
え
て
進
め
る
こ
と
を
原
則

と
し
て
い
る
。
前
年
度
末
に
原
案
を
立
て
へ
教
科
会
議
を
経
て
'
年

雲
　
山
　
由
美
子

度
初
め
に
生
徒
に
配
布
す
る
。
四
月
当
初
に
全
学
年
に
シ
ラ
バ
ス
(
近

度
表
)
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
生
徒
た
ち
は
学
習
目
標
・
到

達
点
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
中
学
一
年
の
「
L
タ
イ
ム
」
へ
高
校
一
年
の
「
国
語
総
合
」
へ

「
言
語
」
　
の
年
間
指
導
計
画
を
示
す

-
-
資
料
①
②
③

こ
の
予
定
通
り
に
授
業
を
進
め
て
い
-
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い

の
が
現
状
で
あ
る
が
'
年
間
指
導
計
画
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ

教
師
は
「
生
徒
た
ち
に
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
」
を
明
確
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

三
へ
中
学
校
読
書
タ
イ
ム
の
実
践
と
評
価

「
L
タ
イ
ム
　
(
読
書
タ
イ
ム
)
」
は
水
口
東
中
学
校
の
学
校
設
定
教

科
で
あ
る
。
読
書
力
は
'
真
の
学
力
の
基
礎
で
あ
り
'
自
ら
学
び
へ

考
え
る
力
、
生
き
る
力
の
源
泉
で
も
あ
る
。
「
言
語
」
能
力
を
育
成

す
る
た
め
へ
中
学
校
段
階
か
ら
の
徹
底
し
た
読
書
指
導
を
重
視
す
る

こ
と
に
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
-
-
資
料
④
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-
t
 
L
タ
イ
ム
(
読
書
タ
イ
ム
)
　
の
学
習
目
標

I
t
段
階
的
に
様
々
な
分
野
の
読
書
に
慣
れ
へ
日
本
語
に
対
す
る

言
語
感
覚
を
磨
き
へ
自
分
自
身
の
考
え
を
深
め
よ
う
。

2
'
読
書
を
通
し
て
'
人
生
や
社
会
に
対
す
る
視
野
を
広
げ
へ
自

分
自
身
の
考
え
を
文
章
に
し
た
り
'
発
表
し
た
り
し
よ
う
。

2
t
 
L
タ
イ
ム
に
お
け
る
学
習
活
動

し
タ
イ
ム
は
'
基
本
的
に
は
'
二
つ
の
学
習
内
容
で
構
成
さ
れ
て

い
る
。
一
つ
は
帯
単
元
と
し
て
の
「
読
み
聞
か
せ
」
　
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
「
読
書
活
動
」
や
「
話
し
合
い
活
動
」
及
び
r
ス
ピ
ー
チ
活
動
し

等
で
あ
る
。
「
読
む
こ
と
(
読
書
)
」
を
基
本
の
柱
に
し
な
が
ら
へ
「
話

す
こ
と
・
聞
-
こ
と
」
や
「
書
-
こ
と
し
と
関
連
付
け
た
活
動
を
展

開
す
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
。

①
読
み
聞
か
せ
タ
イ
ム

毎
回
'
十
分
間
教
師
が
読
み
聞
か
せ
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
会
場

は
教
室
に
限
定
し
な
い
。
初
め
は
'
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
も
兼
ね

て
図
書
室
を
使
っ
て
い
た
が
'
多
目
的
ホ
ー
ル
　
(
紙
塩
の
部
屋
)
　
に

移
動
し
た
り
'
読
書
紹
介
ス
ピ
ー
チ
の
関
係
で
教
室
を
使
っ
た
り
'

目
的
と
内
容
に
応
じ
て
自
在
に
移
動
し
て
い
っ
た
。
取
り
上
げ
た
本

は
'
下
記
の
よ
う
に
絵
本
が
中
心
に
な
っ
た
が
'
生
徒
た
ち
は
楽
し

み
に
聴
い
て
-
れ
て
い
た
よ
う
で
'
私
も
わ
-
わ
-
し
な
が
ら
過
ご

す
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
時
間
に
関
し
て
は
一
切
生
徒
へ
の
評
価
は
せ
ず
へ
　
心
に
感
動

だ
け
を
残
し
て
お
-
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
。

r
ぼ
-
を
さ
が
L
に
]
　
　
(
シ
ル
ヴ
ァ
ス
タ
イ
ン
)

r
あ
い
た
-
て
.
I
　
　
　
　
(
工
藤
直
子
)

r
ざ
ぼ
ん
じ
い
さ
ん
の
柿
の
木
]

(
文
・
す
と
う
あ
さ
え
　
絵
・
織
茂
恭
子
)

r
ゆ
ず
ち
ゃ
ん
.
J
　
　
　
　
(
肥
田
美
代
子
)

r
わ
す
れ
ら
れ
な
い
贈
り
物
L(

ス
ー
ザ
ン
・
バ
ー
レ
イ
)

『
百
万
回
生
き
た
猫
』
　
　
(
佐
野
洋
子
)

r
蜘
妹
の
糸
』

「鼻』
「
夢
十
夜
』

(
芥
川
龍
之
介
)

^
^
^
H

(
夏
目
淑
石
)
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②
好
き
な
本
を
読
も
う

毎
時
間
へ
自
分
の
興
味
を
持
っ
た
本
を
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
し

た
。
自
由
に
好
き
な
本
を
読
む
中
で
本
を
読
む
楽
し
さ
を
身
に
つ
け

る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

毎
回
へ
　
読
書
日
記
を
つ
け
へ
　
二
十
冊
読
む
と
賞
状
を
渡
す
こ
と
に

し
た
。
こ
の
読
書
日
記
は
本
の
中
か
ら
感
銘
を
受
け
た
部
分
を
書
き

写
し
た
り
'
五
行
の
感
想
を
記
録
し
た
り
す
る
プ
リ
ン
ト
を
フ
ァ
イ

ル
し
た
も
の
で
あ
る
。

か
な
り
個
人
差
が
あ
り
へ
三
十
冊
以
上
読
破
し
た
生
徒
も
い
る
が
'

中
に
は
読
ん
で
も
記
録
で
き
な
い
生
徒
や
五
冊
止
ま
り
と
い
う
生
徒



も
い
る
。
こ
う
し
た
生
徒
た
ち
に
は
'
個
人
的
に
話
を
し
た
り
本
を

紹
介
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
遅
れ
を
取
り
戻
せ
る
よ
う
に
配

慮
し
て
い
る
。

③
読
書
紹
介
力
1
ド
の
回
し
読
み

入
学
時
に
各
自
に
提
出
し
て
も
ら
っ
た
読
書
紹
介
カ
ー
ド
を
回
し

読
み
す
る
.
計
ら
に
'
紹
介
カ
ー
ド
を
読
ん
で
'
読
ん
で
み
た
い
と

思
っ
た
本
と
理
由
を
書
か
せ
る
。

小
学
生
時
の
読
書
量
や
読
書
傾
向
に
は
か
な
り
個
人
差
が
あ
る
の

で
'
友
人
の
カ
ー
ド
に
は
強
い
関
心
を
示
し
へ
自
分
が
読
み
た
い
本

を
探
す
上
で
の
刺
激
に
な
っ
た
よ
う
だ
。

次
の
時
間
は
'
「
紹
介
カ
ー
ド
を
読
ん
で
'
読
ん
で
み
た
い
と
思
っ

た
本
と
理
由
を
書
い
て
み
よ
う
」
　
の
抜
き
刷
り
を
印
刷
し
'
全
員
分

を
配
布
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
-
-
資
料
⑤

④
読
書
紹
介
ス
ピ
ー
チ
を
行
う
。

中
学
校
に
入
学
し
て
か
ら
読
ん
だ
本
の
中
で
'
是
非
友
人
に
紹

介
し
た
い
と
思
う
本
を
一
冊
選
ん
で
全
員
に
ス
ピ
ー
チ
を
し
て
も
ら

う
。
高
校
生
の
場
合
は
'
ス
ピ
ー
チ
と
い
う
と
'
初
め
の
う
ち
は
抵

抗
や
拒
否
反
応
を
示
す
こ
と
が
多
か
っ
た
が
'
中
学
生
た
ち
は
物
お

じ
す
る
こ
と
も
な
-
'
楽
し
そ
う
に
自
分
の
好
き
な
本
を
手
に
持
ち

な
が
ら
発
表
し
て
-
れ
た
の
で
'
私
の
方
が
感
動
し
て
し
ま
っ
た
。

毎
回
へ
黒
板
に
本
の
題
名
・
作
者
名
を
記
入
し
'
生
徒
た
ち
は
あ

ら
す
じ
・
印
象
的
な
文
章
・
感
想
を
交
え
て
本
を
語
る
。
ス
ピ
ー
チ

を
聴
い
て
い
る
生
徒
た
ち
は
'
感
想
を
記
入
す
る
。
ス
ピ
ー
チ
の
後

は
'
教
師
の
質
問
や
コ
メ
ン
ト
も
交
え
る
こ
と
に
し
た
。

今
ま
で
読
む
機
会
の
な
か
っ
た
本
を
知
る
こ
と
が
で
き
へ
幅
広
い

読
書
を
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

-
-
資
料
⑥

3
t
 
r
L
タ
イ
ム
」
　
に
お
け
る
評
価
の
実
際

こ
れ
ら
は
す
べ
て
'
相
互
評
価
・
自
己
評
価
を
中
心
に
進
め
た
。

例
え
ば
'
次
の
よ
う
な
方
法
で
あ
る
。

①
「
読
み
聞
か
せ
タ
イ
ム
」
は
一
切
生
徒
へ
の
評
価
は
し
な
い
と
前

述
し
た
が
'
も
ち
ろ
ん
生
徒
の
反
応
や
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
は
毎
回

気
を
配
っ
て
い
た
。
読
み
聞
か
せ
は
'
耳
か
ら
入
っ
て
-
る
言
葉
が

い
い
響
き
を
も
っ
て
心
に
入
っ
て
い
-
。
知
識
へ
　
理
解
で
は
な
-
ち

言
葉
が
そ
の
ま
ま
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
心
の
中
に
入
っ
て
い
く
よ
う

に
感
じ
る
。
我
々
は
つ
い
へ
感
動
し
た
こ
と
を
言
葉
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
が
ち
だ
が
'
聞
き
浸
る
だ
け
の
時
間
も
大
切
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
生
徒
に
は
感
想
も
聞
か

な
い
こ
と
に
し
た
。
た
だ
へ
教
師
の
自
己
評
価
は
毎
時
間
行
っ
て
い
た
。

今
回
の
選
書
は
ど
う
か
へ
自
分
の
読
み
方
は
適
当
だ
っ
た
の
か
へ

生
徒
の
座
り
方
に
問
題
は
な
か
っ
た
か
。

学
校
司
書
の
先
生
に
も
私
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
て
い
た
だ
き
'

評
価
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
て
い
た
。
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②
「
好
き
な
本
を
読
も
う
」
　
で
は
、
毎
回
読
書
日
記
を
つ
け
て
い
-

こ
と
を
指
示
し
た
。
五
行
程
度
の
感
想
と
印
象
に
残
っ
た
点
の
抜
き

書
き
で
あ
-
'
あ
ま
り
負
担
は
感
じ
ず
に
書
き
進
め
て
-
れ
て
い
る
。

隔
週
に
提
出
し
て
も
ら
い
へ
教
師
の
コ
メ
ン
ト
を
記
入
し
て
返
却
し

て
い
る
。
次
々
と
読
書
日
記
の
プ
リ
ン
ト
を
取
り
に
来
る
生
徒
も
現

れ
へ
　
3
ケ
月
で
す
で
に
三
十
冊
を
読
破
し
て
い
る
生
徒
も
現
れ
た
。

現
段
階
は
と
に
か
-
「
自
由
読
書
」
な
の
で
'
読
む
本
に
つ
い
て
へ

と
や
か
-
指
示
は
し
て
い
な
い
。
で
き
る
だ
け
た
-
さ
ん
読
む
こ
と

を
目
標
に
し
て
い
る
。

③
「
読
書
紹
介
カ
ー
ド
の
回
し
読
み
」
　
で
は
'
生
徒
同
士
の
相
互

評
価
を
中
心
に
行
っ
た
。
特
に
紹
介
カ
ー
ド
の
中
で
自
分
が
興
味
を

持
っ
た
本
へ
　
是
非
読
み
た
い
と
思
っ
た
本
に
つ
い
て
は
へ
　
理
由
と
共

に
評
価
表
に
記
入
し
て
も
ら
い
へ
次
の
時
間
に
印
刷
し
て
配
布
し
た
。

読
書
紹
介
カ
ー
ド
は
図
書
室
に
掲
示
す
る
予
定
で
あ
る
。

④
「
読
書
紹
介
ス
ピ
ー
チ
」
　
で
は
'
中
学
に
入
学
し
て
か
ら
読
ん
だ

本
の
中
か
ら
一
冊
選
び
へ
皆
の
前
で
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ
た
。
発
表
原

稿
を
前
も
っ
て
作
成
し
て
も
ら
い
へ
　
ス
ピ
ー
チ
後
に
提
出
さ
せ
た
。

教
師
か
ら
は
　
「
原
稿
を
見
な
い
で
話
す
こ
と
、
本
の
1
部
を
紹
介
す

る
こ
と
へ
　
は
っ
き
り
し
た
芦
で
話
す
こ
と
」
を
注
意
し
、
閉
-
側
の

姿
勢
に
つ
い
て
も
'
「
話
し
手
が
気
持
ち
よ
-
話
せ
る
雰
囲
気
を
つ

-
る
こ
と
'
期
待
感
を
持
っ
て
間
-
こ
と
」
に
触
れ
て
お
い
た
。
紹

介
後
へ
生
徒
達
は
相
互
評
価
表
に
ス
ピ
ー
チ
の
感
想
を
記
入
し
ヘ
　
ス

ピ
ー
チ
を
行
っ
た
生
徒
に
は
自
己
評
価
を
し
て
も
ら
っ
た
。

4
'
「
L
タ
イ
ム
J
に
お
け
る
評
価
の
問
題
点

今
回
の
「
L
タ
イ
ム
」
　
の
よ
う
に
'
知
識
の
多
寡
を
問
う
こ
と
が

で
き
な
い
教
科
の
場
合
へ
　
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
-
べ
き
な
の
か

と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
-
る
。

生
徒
た
ち
に
は
年
度
当
初
に
「
個
人
の
目
標
」
を
設
定
し
て
も
ら
っ

た
。
「
一
年
間
に
五
十
冊
は
読
み
た
い
」
　
「
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
に

挑
戦
し
て
み
る
」
「
毎
日
少
し
ず
つ
本
を
読
む
」
な
ど
1
人
l
人
の

目
標
に
は
個
人
差
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
'
一
年
間
を
振
り
返
っ
た

と
き
に
自
分
が
ど
の
よ
う
に
成
長
し
た
か
を
み
る
た
め
の
1
つ
の
指

針
に
は
な
る
だ
ろ
う
。

教
師
側
か
ら
い
え
ば
'
一
年
時
は
「
落
ち
着
い
て
読
書
L
t
意
欲

的
に
授
業
や
読
書
記
録
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
」
　
「
幅
広
い
分

野
の
図
書
を
読
み
へ
適
切
な
表
現
で
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
　
こ

と
を
評
価
の
観
点
に
し
て
い
る
。
今
後
、
二
年
時
以
降
及
び
高
校
で

の
学
校
設
定
科
目
「
言
語
」
に
ど
の
よ
う
に
接
続
し
'
目
標
を
深
め

て
い
-
か
の
指
導
計
画
の
詳
細
を
考
え
て
い
-
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。

「
L
タ
イ
ム
」
の
評
価
は
'
音
声
言
語
に
お
け
る
評
価
と
同
様
へ
ペ
ー

パ
ー
試
験
に
は
馴
染
ま
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
'
学
習
過
程
に
お
け

る
評
価
が
重
視
さ
れ
て
-
る
。
し
か
も
か
な
り
長
い
ス
パ
ン
が
必
要

と
さ
れ
て
い
る
。
単
元
ご
と
に
'
観
点
別
評
価
目
標
と
具
体
的
評
価

目
標
を
設
定
し
'
学
習
過
程
及
び
事
後
に
評
価
を
行
う
こ
と
が
必
要

だ
と
思
わ
れ
る
。
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「
評
価
」
に
つ
い
て
は
へ
い
ろ
い
ろ
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
'

生
徒
の
力
を
い
っ
そ
う
高
め
て
い
け
る
方
法
を
探
究
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
教
師
か
ら
だ
け
の
評
価
だ
け
で
な
く
へ

生
徒
同
士
の
相
互
評
価
や
生
徒
の
個
人
評
価
を
行
い
'
次
回
へ
の
課

題
を
見
つ
け
て
い
-
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
る
。

四
へ
評
価
に
関
す
る
考
察
(
中
・
高
の
国
語
科
全
般
)

以
上
の
実
践
例
を
も
と
に
'
評
価
に
つ
い
て
考
察
す
る
な
ら
ば
へ

「
評
価
」
を
す
る
に
あ
た
っ
て
次
の
4
点
に
つ
い
て
考
え
て
お
く
必

要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

①
教
師
と
し
て
の
力
量
の
向
上

生
徒
に
と
っ
て
'
教
師
に
よ
る
評
価
は
生
徒
の
学
習
に
多
大
な
影

響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
教
師
は
最
善
を
尽
-
し
て

評
価
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
評
価
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
'
「
主
観
的
な
評
価
で
は
い
け

な
い
へ
客
観
的
な
評
価
を
す
る
べ
き
だ
」
と
い
う
声
を
よ
く
耳
に
す

る
が
'
特
に
音
声
言
語
の
授
業
を
行
っ
て
い
る
際
な
ど
に
は
'
「
主

観
的
だ
と
思
わ
れ
る
評
価
」
も
有
効
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例

え
ば
'
ス
ピ
ー
チ
の
後
の
教
師
の
コ
メ
ン
ト
や
'
生
徒
と
の
机
問
巡

視
の
際
の
や
り
と
り
で
へ
我
々
は
励
ま
し
の
言
葉
や
賞
賃
の
言
葉
'

課
題
の
言
葉
な
ど
を
投
げ
か
け
て
い
る
が
'
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も

客
観
的
な
評
価
と
は
い
え
な
い
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
生
徒
と

の
関
わ
り
の
中
で
ふ
と
口
に
す
る
言
葉
が
心
に
屈
-
場
合
が
多
-
あ

る
。
生
徒
と
の
人
間
関
係
の
中
で
'
そ
の
場
に
応
じ
た
評
価
言
を
ど

の
よ
う
に
発
し
て
い
-
か
。
そ
れ
は
多
-
の
場
合
へ
状
況
に
左
右
さ

れ
や
す
い
も
の
で
あ
り
'
客
観
性
の
乏
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
は

あ
る
が
、
そ
の
反
面
へ
最
も
生
徒
の
心
に
届
き
や
す
い
も
の
で
も
あ

る
。
私
は
そ
れ
を
「
主
観
的
な
評
価
」
と
呼
び
へ
蛮
祝
し
て
い
き
た

い
と
考
え
る
。

教
師
は
へ
　
こ
の
主
観
的
な
評
価
限
を
も
磨
い
て
い
く
べ
き
で
は
な

い
か
。
我
々
は
日
ご
ろ
か
ら
専
門
職
と
し
て
の
力
量
を
向
上
さ
せ
'

生
き
た
言
葉
を
発
せ
ら
れ
る
人
間
で
あ
る
よ
う
へ
言
語
生
活
を
豊
か

に
す
る
こ
と
に
対
し
て
常
に
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

②
生
徒
を
伸
ば
す
た
め
の
評
価

評
価
の
目
的
は
'
考
査
の
成
績
に
よ
っ
て
生
徒
の
ラ
ン
ク
付
け
を

す
る
こ
と
で
は
な
い
。
生
徒
の
学
習
状
況
を
把
握
し
'
生
徒
の
学
力

の
伸
長
を
図
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
な
が

ら
'
評
価
方
法
を
工
夫
し
て
い
-
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
例
え
ば
'

現
在
高
校
「
言
語
」
に
お
い
て
は
'
漢
字
の
小
テ
ス
ト
や
古
文
の
文

法
確
認
テ
ス
ト
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
が
'
一
回
き
り
の
ペ
ー
パ
ー

テ
ス
ト
で
は
な
く
毎
回
記
録
用
紙
を
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
へ
生
徒

達
は
自
己
評
価
を
行
い
へ
次
回
の
テ
ス
ト
に
臨
む
よ
う
に
し
て
い
る
。

ま
た
'
読
書
指
導
に
あ
た
っ
て
は
読
書
量
や
読
書
傾
向
に
個
人
差
が

あ
る
た
め
'
一
人
ひ
と
り
と
話
を
す
る
中
か
ら
個
々
に
応
じ
た
選
書

を
行
い
へ
到
達
目
標
を
定
め
る
必
要
を
感
じ
る
。

ま
た
へ
評
価
は
特
定
の
教
科
や
科
目
の
到
達
度
を
知
る
た
め
に
行
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う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
-
必
要
が
あ
る
。

③
ね
ら
い
・
願
い
を
踏
ま
え
た
評
価

各
学
校
の
指
導
目
標
や
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的
な
指
導

内
容
へ
指
導
方
法
に
は
'
学
校
や
教
師
の
ね
ら
い
へ
願
い
が
込
め
ら

れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
職
員
全
体
が
'
学
校
の
理
念
や
目
標
を
再
認
識
し
、

共
有
し
て
お
く
必
要
を
感
じ
る
。
個
々
が
バ
ラ
バ
ラ
に
'
ま
た
へ
教

科
に
よ
っ
て
評
価
規
準
が
異
な
っ
て
し
ま
う
と
評
価
の
意
味
が
薄
れ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

④
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
し
た
評
価

評
価
の
結
果
を
指
導
に
生
か
す
た
め
に
は
プ
ロ
セ
ス
(
過
程
)
を

評
価
す
る
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
-
る
。

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
研
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
-
必
要
性
を
感
じ

て
い
る
。

読
書
指
導
に
お
い
て
は
'
徐
々
に
徐
々
に
水
ま
き
を
行
っ
て
い
る

よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。
今
す
ぐ
に
結
果
が
で
る
も
の
で
は
な
く

人
に
よ
っ
て
は
十
年
後
へ
　
二
十
年
後
に
花
が
開
-
も
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
毎
時
間
'
自
分
の
感
動
し
た
こ
と
を
記
録
す
る
一
冊
の

フ
ァ
イ
ル
の
中
に
読
書
記
録
が
履
歴
と
し
て
苗
摂
さ
れ
て
い
け
ば
'

そ
れ
は
目
に
見
え
る
も
の
と
し
て
確
か
な
自
信
に
つ
な
が
っ
て
い
-

で
あ
ろ
う
。

ま
た
へ
現
在
へ
高
校
の
総
合
的
な
学
習
に
お
い
て
は
'
す
べ
て
学

ん
だ
こ
と
や
'
記
録
し
た
こ
と
を
一
冊
の
フ
ァ
イ
ル
に
閉
じ
て
い
-

形
式
に
し
て
い
る
。
三
年
間
の
摂
み
盛
ね
の
中
で
「
知
の
総
合
化
」

が
は
か
れ
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。

理
念
と
し
て
は
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
踏
ま
え
て
お
き
た
い
が
、

実
際
に
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
は
通
知
票
に
の
せ
る
た
め
の
評
定
が

中
心
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
本
校
で
も
観
点
別
評
価
を
作
成
し
'
検

討
し
て
い
る
最
中
で
あ
る
。

-
-
資
料
⑦

ま
た
'
今
回
の
中
学
L
タ
イ
ム
の
よ
う
に
も
少
人
数
の
場
合
は
一

人
ひ
と
り
を
丁
寧
に
観
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
'
高
校
の
場

合
へ
　
二
百
人
以
上
の
生
徒
を
詳
細
に
観
察
し
、
声
か
け
を
す
る
こ
と

は
至
難
の
技
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
や
は
り
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
に
よ

る
知
識
・
理
解
度
を
数
字
的
に
掴
む
こ
と
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
評
価
」
　
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
、
暗
中
模
索
の
状
態
が
続
い
て

い
る
が
'
生
徒
の
力
を
よ
り
高
め
て
い
け
る
よ
う
な
基
準
を
探
求
し

て
い
-
必
要
性
を
感
じ
る
。

教
師
か
ら
だ
け
で
は
な
く
生
徒
自
身
に
よ
る
自
己
評
価
や
生
徒

同
士
の
相
互
評
価
を
行
い
へ
自
分
の
到
達
目
標
が
ど
こ
ま
で
か
な
え

ら
れ
た
か
を
碓
認
L
t
充
実
感
を
味
わ
え
る
も
の
に
し
て
い
け
た
ら

と
願
っ
て
い
る
。
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五
'
今
後
の
課
題

最
近
読
ん
だ
大
村
は
ま
先
生
の
著
書
の
中
に
次
の
よ
う
な
文
章
が

あ
っ
た
。

「
評
価
と
い
う
も
の
は
教
師
に
と
り
ま
し
て
は
'
こ
れ
か
ら
子
ど

も
た
ち
を
ど
ん
な
ふ
う
に
指
導
し
て
い
っ
た
ら
い
い
か
へ
　
そ
の
「
指

針
」
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
子
ど
も
に
と
り
ま
し
て
は
'
自

分
自
身
が
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
ふ
う
に
勉
強
し
て
い
っ
た
ら
い
い
か
'

そ
れ
を
し
っ
か
り
持
つ
こ
と
へ
評
価
と
は
こ
の
二
つ
で
あ
る
と
習
い

ま
し
た
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
r
大
村
は
ま
9
6
歳
の
仕
事
L
)

指
導
目
標
を
明
確
に
す
る
こ
と
へ
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
年
間
指
導

計
画
表
を
作
成
し
'
提
示
す
る
こ
と
'
教
師
の
評
価
眼
を
鍛
え
る
こ

と
へ
今
ま
で
個
々
で
行
わ
れ
て
い
た
評
価
に
つ
い
て
教
師
の
意
識
改

革
を
進
め
て
い
-
こ
と
。
生
徒
に
学
習
後
の
充
実
感
を
与
え
へ
　
こ
れ

か
ら
の
学
習
意
欲
に
つ
な
げ
て
い
-
こ
と
。

暗
中
模
索
の
状
態
か
ら
少
し
ず
つ
前
向
き
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
事
柄
で
あ
る
。

(
滋
賀
県
立
水
口
東
高
等
学
校
・
中
学
校
)
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資料1

L-T I M E年間指導計画
1 年 2 年 3 年

4

5

6

図書館オリエ ンテーション 1

1

4

3

1

1

読書 自壊の投定 1 故事目顔 の校定 1
統容 ノー ト. 親書配線 カー 軌曹新 開を作ろう 3

2

ドの作成 好 きな作家 のスぺ シャ リス 4

1

l 好 きな作 品の新間 を作

統書 日額 の投定 トになろ う り、掲示 して紹介する.

仇書会を閃こう②

学級の日額 l 個人の日摂 . 同じ作 家の本を4 m}以上銃
ブ ック トーク

好きな本を統 もう①

自由に好きな本を琉んで、

み 、作家 についても開ぺる.

本の帯 (.または書店のP O P )

抜き書きや、五行感想 を を作 ろう

事己録する. 統容会 を開 こう(〇 o グルー プ別 に一 冊の本

. グルー プ別 にゼミ形式で を抗みF舌し合 う.

7

3

統書紹介スピーチをしよ.ラ ..
- 相の本 を釣み括し合 う.

机書感想文 2 昧周国書を仇 もう⑥

前回銃.んだ本の中から、 . 少し環く銃みとって感想を 「科学」分野

摂理国事を統 もう(》

紹介 したい本 を選 びt 発 甘 く.

2

4

7

9

表する. 軌番感想文集づくり

放き感想文相導 l ワープロ打ちして作 品集 を

仇書感憩文 (夏休み) 作 る.

名作のテープ ( C D ) 鑑賞 隈E l国書 を放 もう@

学年集会で耽み聞かせ l 選定図書 リス トからr科学」 r歴史 . 社会」分野

朗枕の練 習 1'

1

分野 の随想 . 評論を民む.

10

ll

12

1

町立国書餌へ行 こう

. レファレンスサービスの

受け方

. 本を侍りてみる
挟四国書を仇 もう①

. 選定国書リス トの中から、

2

7

7

2

1

9 月の続き.

無用 回書 を統 もう④

3

7

7

1

1

9 月の統き

鞍原図容を統もう⑧

3

7

7

2

「人生」を考えさせる小 . 選定図書 リス トか ら r歴史 「現代社会」分野

陳月図書を故もう⑨

税 .随 想を枕む。

. 各 時間の終 わ りに抜き書
きと怖単な感想を把録.

. 最後に感想文を提出.

瞭惑回書をK fc う②

. 社会J 分野の本を琉む。

瞭瑠 国書 をK t>う⑤

. 選 定図書 リス トか ら r現 . 選定 国有 リス トか らr人生J 選定 図書 リス ト全体 か

2

3

代 社会」1 を考え させ る秤 考 える本 を読む.

町立 図書館の方をお招き して

ブック トー ク . 統み聞かせ

統蓄 リス トづくり

ら統 みたい分 野を還 ん

輸 .随 想を坑む.

(以下同じ)

好きな本 を統 もう②

統容 リス トづ くり

で統む.

琉書のまとめをしよう

3 5 3 5 3 5

※上だ以外に.絵本紙芝居づくりや.保育園での発表、近江の文学mぺなどを稔合で行いたい.
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資料2

国語科「国語総合」年間計画(指導と評価)　　　　　　　　　　　平成15年度

平ササ H 0 l El的 や場 面に応 じて B l樽 を適 切に 表現 L l 的恥 こ理 解す る力 を育成 し . 相手 の立 甥や 考え を書 Jt L 、伝え 合 う力 を耗め る.
【学 習指 導要 蘭】 . 思考 力を 伸ば し心付 を立 かに L l 昔語 感X を宙 く. B Lた 、併 殺中学 校で の学 習括 助 と連関 しー r規書 ) に 親 しむ妃度 を 兼 うl

l 官椿 文化 に対す る関 心 を深め 、EB 群 を♯& して その 向上 を回 る態度 を育 てる.

到 達 日額 に向 けての
l 自分 の考 えを まとめ て正 確 に表現 で きるよ うl 発表 な どを取 り入れ . 同時に 、相 手の 意見 を附 く態 度を* う相 戦 をす る.
蝣B * 生活 の中 で必至 な手 紙や 文Ⅰ が正 し く書 けるよ う指 叫 しー併 せて敬 晒表 現 につい て も日常 的 lこ指瀕す る.

具体 的 な取軌 み . 早代 文 . 古文漢 文 の多彩 な文 部 こtB れ 挽 しみ、 田掛 こ対 する 感覚 を磨 くよ うに相 等 し、多 様な 軌書 案内、 炊 事指導 を行 う.
is si上〔 軒t サ ー l 常用 漢字 の現 み書 きにつ いて は反 旗的 に学 習習 わ し、社 会生 活の 各場 面で必 B !な 博 句につ いて は発 展的な 学習 を展 開す る.

. 社会 生活 を営 む上 で必要 な;蕗句の 意味 、用 法及 び表 妃の 仕方 を幡広 く理 無 し、栢 * を貴書 にす るよ うに拍 補す る.

月 JP 元 . 教 材 名 指 導 内 容 挿 画 方 法 ff ォ の ポ イ ン ト

4 月 蝣 a m < t - け も 書 Ⅰ - 好 古 の 感 じ方 や も の の 見 方 . 載 革の 仕 方 を 理 帝 す る . - ノl トI rt 可 tE 出 . 事 書 の 考 え を 正 ■ に理 塀 して い る か.

JI くォ T l i n e i f † ・U H l: 応 じた 内 t F と BZi L 方 を工 夫 し. 効 果 抑 こ伝 え るl . M き 手 に 分 る 表 現 をI 夫 し、伝 え て い る か .

!・蝣 * .・> ・ r i . J E 渦 に 従 い . 声点 を正 ■ の 抜 み と れた か .

すわ 事 項 古 相 と 費 代 娼 . 4 代 蛾 上古 U .̂ l い 、 k も8 い 、古 n n m t 句 も . . 基 礎 的 知 抜 l 古 典瀦 血 が 定 Ⅰ し て い るか I

古文 入 rI1 枚 非 違 昏忠 明 I 車 t と K U t ↑ ■ い t Ⅰ I L t 古 t e n t i x s e - T J :. . 転 の お も し ろ さ を正 し くと ら え て い るか .

5 月 S B M 印 1 0 沫 q I - 古 文 の& 感 知 B I を 理 解 し ー辞 f を使 え る よ う に な る . . 文 中 の 一計句 を 辞 I で正 し くP T ペ られ る か .

古文 、 汁 H i n < 丁 . 拓 の 内 容 を理 辞 し L ど こ が お も し ろい か ま と め る . l ノー トl ワ 一 ク シ】 ト 蝣サ ォ 蝣 蝣巾サ'* ・ T a . e n で 書 て い 与 か Ⅰ

書蝣 * ォ i ォr n - r i > ォ √ d I渡 せ J! . し . 缶 m t ォ - 叶 m : M h j . 蝣r r n .*1 8 m 蝣t ォ 蝣n ォ t E, . で き る か-

小 K " 1 【 . ′ト枚 に親 しみ l 宝 tB 人 物 の心 t - 、テ ー マ を 放 み と る . - ノー ト. a n 古 山 - 心 輔 を J! 辞 し 、 自 らの す 漢 で ま と め た か .

6 月 B IK -I も 古 b l ↑ け と - 辞 に親 しみ 、 そ の 鼓 吹 や 暗 中の 首 乗 の P き を 味 わ う . . ノー ト、 ワ 】 ク シ】 ト 蝣B t '1 書 Ⅰ ぐ ★ サ ( サ ォ、 t * で き る か .

り B サ 一 カ ス l ゲ ルP プ内 の 出 し 合 い の 中で 、 時 へ の 感 J h を 深 め る . 蝣ォ ォ . > と 小 土 Ⅰ★ . I - 曲 的 lこ事 加 し - 3B 兄 を述 べ て い る か l

r > r it f か 蝣¥_ >サ蝣、I ∴ . J- 斤 に甘 い . サ ォ.・・* < 阜 Ⅰ と r 1、 ォ r j f も l . 文 事 展 開 に 従 い l 声点 を文 Ⅰ 化 して い る か .

書 r r <* n 寸 小 事 Ⅰ - P 点 の 基本 を学 び 、 特 に 退 り点 に習 熟 す る . l ノー トl ft 比 テ ス ト . 渥 り点 に 従 っ て l 正 し く攻 め る か .

蝣 t i n n <i . ♯ Ⅰ . P り点 し 書, t L . m n 吋 n n m : tl l i 与 .

蝣a t ^ K m ニ4 れ + れ Ⅰ √B ^ H '1 *. I 上 中 与 Ⅰ

- 板 類 L ノ I ト、噂 qa . . き下 し文 に 従 っ て、 巾 点 が 打 て る か .

蝣 t I t 叫 、 ♯ Ⅰ . 暗 唱 . ノ I ト、耳 月 吐 出 蝣iN I t t 正 し く 蝣f ォ L . サ * で . て い も か Ⅰ

7 月 占1 † * * サ - 昔 銃 を 中心 に 、 輸 筋 を ま とめ た 鼓す る . (抹 集 中 助 H ) - ノ 一 ト一 党 麦 1 Z l 増 提 出 . 発 表 を 自 分 な り lこ工 夫 して い る か -

事文 故 事 . t t や 〔ォ ・>や H ォ ^ サ' T につ いて Ⅰ Ⅰ ↑ も . - 較 寮 . ノ I ト、 ワI クシ ー ト

9 月 F lす 訂 く f l V - t . Eq 立輸 東 をJ t ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン形 式 で 臣 し 合 う . . 奴 J t - サ 習 配 砕 き . 相 互 評 価 l 甘 fi 的 に 党 友 、表 現 括P , に8 加 して い る か .

すわ 事 項 和 歌 の 修辞 - Ⅰ 8 ↑ m t i v u v こrq f も .4 f i r : 9 叫 を 軸 " . iT W t fr . . . 辞 に Ⅰ ↑ 与 I V f U う,<サ 蝣 蝣!し て い る か-

古t 伊 Ⅰ & 叫 ・h * ・K i tr リて L L f も じ れ 巾 、 H * ." * i!l さ t o u t も . . ) 一 L i t s . 巾 古 岬 i- . 自 分 の J r 兄 を は っ き り と発 表 で き る か .

匁 歌 登 五 尺 、古 代も t t 叶 斗 ・u -> い . C . n ↑ t Ⅰ ; ー ト( it : . + ノ一 トt t ● 、ff * t Tt l . 感 じた イ メ 一 ジ を伝 え る 工 夫 が あ る か .

書* m m n -t r t - 近体 時 の 決 ま りに つ いて の基 礎 事項 を 耳 解 す る . l ノ ー ト、 fI 拷 テス ト - 諜 暗 に 河 す る 基 畦 事項 が 定 ■ し て い る か.

■文 磨 け . 書 叶 ! B 0 卑 し、 ォサ .- " i T : . ォサ s L . ォ n n t e . ・m m . ' - h 蝣m さ け t t て -t - f 'B fc * 巾 で ! 古 か Ⅰ

l e 月

蝣a t it t m

蝣B W i ォ lこつ い て . ナ †1 で t s i e い せ す 5 - - 奴 R 発 表 、 相互 l Y 価 . 群 し合 い の 中 で特 の挟 み が 深 ま っ た か .

蝣H ォ J 珠 で . ★ ■ 阜 Ⅰt L 、 t ! せ ^ t M ォ!$ * 十 も l . 教 材 の 内 密 を 自 分 lこd l き換 え 理 熊 で き る か-

小s サ f . 小 R r ォ ォ k サ -- < . ォl t B 斗 と rl + チ . マ t ra s . . ノ I ト、 操J I 提出 - 心 fl U B * L . 十一 T t H ォ し て い る か .

1 1 月 阜蝣 * ォ * ーⅠ 地 つ v a a o i v を I 古 * ^ サ !サ畦 上 尽 せ て Ⅰ■ 丁 も. 蝣サ サ ! * ォ し 、B * l 昧 て 0 . L < 書 t も 小 .

ォ- ォ * O a v .

◆ a t a L I

- ノ ー ト. オa n 出

古t in . - 甘 l て Ⅰ ▼ 車 N il .- U t l 甘 I . * t f 卓 也 E - .

. 多 くの 故 に触 れ l 暗唱 し、 校 内 百 人 l 甘 大会 に甘 え る l

. ノ ー ト、 加 増 提 出

蝣・ ォ i n . m オ ー†●

、 f f U 代 / > !* 代 サ 蝣. ★ EI を 「 か か.

. 大 会 ま で l= . 暗 屯 が定 * して い る か -

1 2 月 IT > ・叶 J lt 、● 正せ 【 I に a c t 向 け、| * ,- 1 B *! や t i. *> l 斤 や も . t J 一 ト. n m tt t t . A 休 閑 を サ B な B I D の 中 に 只 見 で き る か.

H e * 寺 川 . ■ー中l t - † 蝣l - T fで 千 一 マ U S L 合 い 、 q さ - せ t t rt * 廿 て る . . t 書 サ n v . n サ . 況 明 を 耳 解 し 、企 再 に維 t E 参 加 して い る か .

1 月 Eq ! 書 き 究 表 l 冬休 み 中に 活 動 し た m 書 昏 きの 内 容 を ま と め 党 表す る. 蝣蝣 n . ォ 未 、 巾 I I ! . 内 乱 発 表 の 中 ic .r ま した 点 は あ っ た か.

w m n a 上 し て 〔t た l 輔 報 と古 顔 を 切 り ロ lこ、 社会 や 文 化 に つ い て 考 え る - - ノ I ト. 環Z Zl 提出

古 文 徒 燃 革 l 暗 軌 ノ I ト . E t 喝 提 出

2 月 書 サ ・サ 蝣叶 H tT - 市 t B a a H .-1 鎌 よ り H T W L 、 , t F に t t 、† Ⅰ - d l き 字 を 耳 伸 し , 円政 文 ,IT が 攻 め る か .

事 耳 史 伝 十 八史 略 l 凍 り題 し書 功 し . J! 耶 こ別 して 内 容 を 理 解 す る. P 暗 唱 、 ノ 一 ト . 虹 s u m - 蝣 a t つ か キ ー ・ fi t と め l で き た 七一.

" ■ 一打 一. ナの知 恵 l 草 書の 主 覇 を 日 * 生活 との 関 わ りの 中 で 甥 解 す る. - ノ 一 l㌧ n a if ,i ! . 文 . キ ロ 食 生 活 に 引き つ け 理 細 し て い るか .

3 月 古 文 * ^ B 寸 蝣K tr * t ォ して 、 亡Ⅰ J t せ サ 、 z r , ? < t 叫 をⅠ t も . - ノ l L ホt ff .i i . 芭 蒲 の 生 t 方 、芸 術 の意 味 を 理 解 で き た か .

. 勺 fl ti >t . 俳句 を班 み 味 わ い L 感 想 をプ レゼ ン テ 一 シ ヨ ン す るl . ノ - ト、 胞 無 . 作 品 姓 出 . 俳 句 の 規 則 を 知 り, 勃 東 的 表 現 が で き た か .

M 4 . 本 校 は 生 徒 の 吾 静 能 力 の 汝 戒 を 指 軸 E l 顔 の 骨 格 に 掛 1 . B 那 斗の 学 校 投 定 科 目 r 音 軌 ( 1 単 位 ) を 開 投 す る . 第 1 学 年 に 如 、て は 古 A ( 古

文 . 漢 文 ) を 故 む た め の 基 世 . 基 本 の 習 得 を 図 る と と も に 、社 7< 生 活 に お い て 必 要 な 匹 描 感 覚 を 身 に つ け る た め の ED 蹄 表 現 の 基 礎 を 指 導 す る l

蝣・サォ 蝣 ;; サ* ど I .
' K IT . 合 一 O ^ lffl iこ わ い て u 年 間 阜 止 し て 、 阜 is t m .t ま せ Ⅰ鳥 t t 廿 叶 的 な a i : 干 1 ト t 潰 し て * わ せ う .

t F 月

} t サm

F. くこ と 」の t t 事元

. f い て 伝 え る 事故 + t t に昏 l " : ォ せ t や f ォ e - K ir ォ 式 に せ っ て ■ ヾl - ワ ー ク シ 】 ト l C L増 援 Lt l l 社 会 で 必 f な 手 k t等 の 書 式 を 専 辞 し た か.

、tE ■ ー・i n * ・ < , - 事 t It 十TI- イ T か ら * 巾 t Ⅰ 巾 . t サォm tこft n t も Ⅰ - m m * サ a サ; で 、I I T f iiニt t て い E,.

定 . 捕

t ] 頭 で 報 告 を す る

、B it * 阜 ● ヾ

. L t 七 ・r i t a 巾 、 ■T 叫 こ. 寸 し. t サ IL T もl l 井 村 が 立 切 で 一 文 阜構 成 に 工 夫 が あ る か.

' * * T - ip n j n rt ." - 患 未申 3 T S -" l 書T ' t- t 千 せ a <t i i i t t ■一一一一♪ t Ⅰ - 未 来 予 想 図 枚 臥 * - n * り" f . 科 目で 野 押 し た こ と が r未 来 予 想 図 j の 文

(り 甘 義 抜 . 味、 I V に 、 小 U で 即 I L た こ 」 * R H l f fc . 価
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資料3

国語科「言語」年間計画(指導と評価)
平成1 5年度版

事でtiI 目q r 蝣サ サな 巾村 を とお して 、書 R n * n ij .->サ韓 の一 つ として . E H O a n 立 ちや 持Ⅰ - 廿B in や fl. 、 tォB i O 井串 . 為 車の

能 力 を育て る.(学 習持 可要 衝】

. 目的や 場面 に応 じて tB 桁 を者 切に表 現 しl 的 確 に理解 す る力 を育成 L l 相手 の立 場や考 え をⅠ重 しⅠ 伝え 合 う力を高 め る.

. 思 考力 を伸 ば し心 付 をJt かに し、有 権感 覚 を&, く. またl 併投 中学 校で の学 習括 軌と連 関 L l r炊事) に 現 しむ 態度 を集 う.

. 君 冶文 化に 対す る関 心を 跨れ 四時 を甘 ま してそ の向 上 を図 る態度 を育 て る.

r is n 市 に 向け て - 自分の 考え をま とめ て正 確に 義軍で き るよ う. 発 表な ど を取 り入れ 同 時 に、相 手の意 見 を聞 く態度 を兼 う指 導をす る.
具 体的 な取 扱み . 日常生 活の 中で 必要 な手紙 や 文事が 正 しくf け るよ う棺沸 し. 併せ て取 締表 現に ついて も E] * 的 に柑 瀕す る.

lfi ォt C 'KIt 点 】 . 現 代文 . 古 文渡 文の 多彩 な文 事にtF れ親 しみ 、Em 引 こ対す る感 覚 を磨 くよ うに指 導 し、 多 様なEt 書案 内l 仇書 指導 を行 う.
- 常 用漢 字の 銃み 書き につ いて は反el 的 に学習 習熟 しl 社会 生活 の 各場面 で必 要な 特句 につ いては 発展 的な 学習 を展開 す る.
. 社 会生 活を 営む 上で 必要 な柑 句の意 味 . 用法 及び 表配 の仕 方 を帽広 く理 辞 し、措 Ⅰを立 書 にす るよ うに指 漣す る.
. 崇 で さまざ まな 文事 を暗 DB で きる まで銃 み込 み、 音声 耶 巨を身 体で 感 じる.

月 単 元 . 教 材 名 指 導 内 容 W tt 方 法 評 価 の ポ イ ン ト

4 月

. . と Ⅰ 巾 し .■ 書 t O

( 2 )

. 抜 t , l 自 己 紳 介 気 純 に声 を出 して 自 己 表 現 す る .

書 Ⅰ て サ ;i > け t ツ ナ コ ビ一 1 C f l > n

- 庶 捕 t 兄 i t . 相 互l 1 儀 ,( l 声 を 出 し 自分 の思 い を佃 刊 こ伝 え られ た か .

. 自 分 の 身 体 を.t ■ で きた れ

抜 本 . か る た ( 1 )

古.t の 書 ォ ・ ォ 阜A t

t t n i i L で r Il 丁 ● t j の r n n . : n c * サ

. J e 卓 . い ろ は か る た 、 犬 挿 か る た を 使 いL 日本 L B に 音

I せ JlI 抑 こt t す H ! ォ

ー1 * + 叶 fl . ォ i T ! 廿 か ●

・i r . * y ¥

. 如 放 的 に iI乍 l J b 句 学 習 lこ取 り乱 んだ か .

l I を 出 し 、生 き 生 き と書 抜 . I. 唱 で き たか .

と - w a t a L で .- l ; ' i: サ .-> を. て た か .

.古 文 と現 代 文 の il い を理 R L - 古 典 を故 む基 埠 をサ ぶ .

I T 小 倉 百 人 一 首 J を 材 料 Fこ一 書 で捕 感 を身 体 で 実 患 させ ,
、・ e cu L 、生 き 上 告 と甘 K ォ ォ で き 七か .

法よ さ ① ( 2 ) 文 法 の 権 能 に つ い て や 理解 す る T. .(q P .1 40 .X " 1 草 野 蝣サ !! * 蝣-* 十 千+辛 ,i E .- ォ サ f 一 一 し+ サ 事 を t ■ せ 十 か ナ

申 ■ t t Ⅰ 一一 古 ● 上 ォt u サ

m 【 ォ l サ 印

. . 代 Jは 古a e l †t★- も ー ト . ォ サ ォ 蝣 サォ 卓. ++

十古 t 七 Ⅰ 代j c a い t - ● し. 古 t m ti * ォ t ? ぶ 一

. ノ † ー★ 蝣 a r * 一、※

1 ■ - ∴ l} ← ト. ォ サ 丘 如 . ～.

+ 暮 l 叫 a . 古 一 t U ff t t L T U * # >,↓+

千+如 J印 し叫 l [ l < 七 ～t T い も恥 +

5 月

甲 ■

古* ォ T f > ォ れ ( I ) - 上 代 や、へ ir ." ォ 代 t T o ォ ォ >・>ォ ォ そ つ や蝣V . 一日 t O t ナ t ^ M n ^ B t t H * した か .

古 文 の す J f事 可 古 A 文 (8 6 P 5 2 ~ 6 2 )

l T 小 倉 百 人 一 首 j を材 料 .: - 古 典文 法 の基 本 を知 る . (捕

. 甘 ォ ォ n - * t m L . す せ t 卓 と n a サ 弔 で き t か Ⅰ

tt * サ T ( 3 ー F tr 賂 ¶ 阜 蝣r o i∴ 恥 日↑i M * n * n i n や 中 です ぷ Ⅰー . レ ポ 一 ト I ナ 一丁 軒 に軸 I t t i l ソ 、 ◆ B H <叶 巾 た か .

書■ 事ォ n t e *
(艮 P 3 1 9 ∵ 3 2 0 32 0 ~ 3 2 3 事 照 )

ふ.古 文 の 占 a L知 ■ 垂J " ら. t m を t え る よ う虹 丘 も ご=……ここ

l * 比 T

J - t

ス ト

. 蝣蝣 ナネ 「 、+

- m s . r r n ↑ t t 、t "サM * サ て ! た 小 .

蝣* + ¢蝣 ・i t u r r c L < m t 与 h a * .S I C * 叶 山 * Ⅰ ナ 二 ⊥甘 わ ォ 0 1 1 サ l . ー ど こか も t ,しろ い か * 亡e e . - .ノ ニ ー t .ア丁 ク かナ 転. .i.…ニ…こ=… T d わ l A が 軸 け さ 、 事 輸 せ * せ い尊 ぶ

書 ■ 事 沸 ォ ォi H 蝣M m 叩 ー ◆ 叫 し ` m 蝣i * ・n ォ i; サ n t i .ノ こ (・蝣 ・ a 号 か 蝣fc サ 恥 挫 恥 J 碑 欄 ■ モ鳥 事 1 さ もか .

6 月

℡ Ⅰ

ォ * * 蝣 ( り .班 文 の 故 事 成 曙 の 成 立 ¶輔 を知 りl ■ ぺ て い < .

. レ ポ 】 ト、 究 乱 れ 寮

、蝣 * サ 与* サ .- ォ ォ m ^ 、 t と. t か .

. 故 事 を 自 分な りの 物 W に で き たか .

蝣'M S ♪ t , t P 止 れ .- 蝣蝣 * 阜 ⅠⅠ した か Ⅰ蝣 t T n s h ( 1 ー
(便 P 3 3 8 ~ 3 4 1 捗 -g )

蝣* l T .蝣> ? ! > ォ:〔 叶 小 甘つ か む .

■ t の ォ蝣 ・ サ ! > ( 2 ) ・' iV > 中小 I H ニf l t にtr れ 与 . D R 子 中 t に . D A 仁 . 甘 E L . W 屯 I Ⅰ t 山 し . t t t t 上t t t - a * で き t かⅠ

E 甥 潤 : サ チ
(理 P 2 8 6 、 2 9 1 30 1 、′3 0 2 事 男 )

一■ ウ B u m . s it * 廿 の ロ● 仁 蝣 n e ⊥

. d t や ■ ■ 亡 i m ォ サ中 小 の I A t t と れ & .

蝣M f L 文亡 t 与X . 蝣 ォ ォ蝣叶 て 与 れ

蝣n w t i L < ■ ■ し. ・H T f て い 8 本 ⊥ +

* * . v I かミ 蝣TO > .. ."

・* m . ノ ⊥ ト、 蝣蝣 1 .l l

? n

I) .

ド . レポ l ト (相 子 )

・ォ u - x ト
古 文 の t r r 事 項 古 A 文

昧 ォ* I I と 巾 l l ,

′∫

法 を

、e r1 t け ft i * m ti : 、 ● 曲 を● ナ Ii T も . ft * S

体系 的 に学 ぶ . (便 P 14 0 - 1 6 1 夢 靭 )

. T ー マ 別 に和 歌 を並 び , 軸J 8 を う ま く f 8子

に で き た か (共同 製 作 ) .- t 巾 十 b サ ォ i * と . r 故 事 成 絹 J .諌 持 一 苛 を材 料 に物 一声を 冊子 に す る . P . レポ ー ト一 見 表 一昭 9 E . 故 事 を 自 分な りの 物 防 lこし 、男 女 で き た か.

め ( 1 〉 ・ォ ffi テ ス ト . 耶 点 ▼特 l: 遜 り 点 に 従 って 正 しく t tめ る か .

こ とわ ざ < 蝣 ォ ォ ( 1 ) 基嘩 )

( * P 2 8 6 - 2 9 1 3 0 1 、 3 0 2 書 無 )

I サ * .- J1 ォ H ォ . こ と わ ざ やt r 用 句 を 身近 l =見 つ け 捜 せ た か.

+ L と わ ざ l廿 十的 i: ォ J れ 十 I t * . ft く rT もー ; ノ よ ト, 児 女. 事 J- 経 由 =:

蝣サ ォ . ノ 「 ト ナ シー ト

古文 Y P事 ・ a

■文 a k事

<ォ r x m 、 i n M l

・蝣 蝣 t 1 >心 c 蝣 ー l l t t ォ ォ ォ . I外 ● 中 ● ■ )

,本 文中 わ P 句 や 比 . の朝 i* C つ い て 苛 J lす る

、m i d サ○ O C T K t t い も

. 牲 l- わ 巾 S t ォ ォ T 一 卓 か

8 月 l 休 み の レ ポ ー ト . 4 月 か ら 7 月 ま で に 学 習 した 内 容 を レ ポ一 ト に ま と め l レポ 一 ト、 Ⅰ収 * . u i t . m z . こ と わ ざ 、 蝣 ォ ・! .蝣>叶

一 γ に つ いて 蝣 -> 与. ヰ ナ i t H . fi * n a

の 双 方 の 息点 か ら粥 ベ レポ 一 トを 作成 す る-

l ♀ 培 ・ u n i t 蝣書 t 、B rt t †t ォ H す る .

古t の 書 サ サ ォ

サ t .- ' B B サ ォ

香.

9 月 * サm t ォ サ ォ Iの 、t lサ .* サ 叶 ㌣ i> 'i サ a s r t . ◆* P I < 一、 lサl サ ォ11 l 修 辞 技 巧 を初 出の 和 歌 か ら 見 つ け られ るか -

沃文 の す わ 事 蝣サ m 、 n '. - H i 'f i" ォ ;lU 絃 H H .i 斗 !? 」h l . I 確 提 テ ス ト . r百 人 一 首 J中 の Jd 出 文 法事 項 が 定 l し た か.

tI サ m ォiォ の . P
、■ す ぐ巾 i . ォl止 与 を ・B T も ー (ォ r m i 、 ナlササ l" .

' ・'・ ' in n O 巾 r: . † も▲ 一句 * サ t n ウ . サ ォ T も .

. ノ「 ト

蝣/ - h

. a n † 1 ト

. ォ B テ ス ト …

蝣i n c u r s 暮 ■. 抑 t ● L t い も A L ∴

坤 ( M H M I - ーⅠ 蝣・'サわ リズ L L t ォ i ' a s . ・ ォ小 串 白 串 t ォ * T 与 Ⅰ i . J } ト 乗 れ 8 ,三 村 i = . . 廿 ¢ t t t il l * !) と サ サ r ォ 古 サ.

ra s n s 廿 .- M l I 心 持・>ォ サ * ウ L = j い て巾 一m o a t も. + . ノ ー ト, * 8 テ ス ト - m e a n 暮 ■ Ⅰ串 が t . し て い ■ ● .

t t ♯ 蝣 蝣ォ ォ < サ ') I I L + 事 IW 'J X i t 挿 . し ー蝣 Il l L L , .

d l

, 朋 . ノ ー ト . . 0 t だ け t I て 叫 ■ ▲叫 で 如 ・> .

■す 蝣 < >ーlヾ . , … ーF , ^ 巾 i -m : つ い て 、+ す , えt L e c t t も1 + +

蝣ォ ォ * * ' < ヰ 十 f J え か . チ . ン・ S T B L 食 う.

1 ー!ォ . * * . 和 書 IT *

' 蝣 * . T B t a * , n 棚 ー

. 廿 し ● い サ * T * の Ⅰ > 印 Ⅰ → t か「

ira m c * * . ォ ォ K ォ [; サ サ し て い ●ふ .
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月 単元 .教 材名 指 gF 内申 fT 価方法 ff 缶のポイ ント

le 月

<蝣蝣

・ ft H X I O M - m c a n m ir i 、0 ォォ I T c & m iこT L、て rn ◆ Ⅰ◆早叶." 'ォT i 拭Ⅰ〔巾ff t w a したか.
* 甘 (3 ) rg ォとA I Ja t カ. せ ( S H I, (T B 5 サ▼ t E)卓にti m iT ん テスト

I L . 、+ Ⅰ●、n n n n

- t itR a x ti をⅠ n 玉し. 口◆L-- ¶t Tr
のためのM C 力J (D ていくことt i n t も.

l r文字とA Ill [ォ・とォ mサ9 j r文法と文の■成j
・蝣V K l ." T ォi t やt に 知■を定一させ. m m 能力を高められたか.

ira a 叱七蝣e . P 大のも■についで. ク,六で弟L e h 書T もL :
蝣サ・I B -*1正l 1 e きft " ができt 十、.

. 出し会いの中T 8-のI みがa t -? たか. .
詛サ ォ* lit t r t .- ォォ h ォi L . Ⅰ●叫 ーt . . 十も. . ′- ト. ウ- 9 i- ド 1 ●廿か巾●●0坤 i; * ォサ tサォT e ●か.

i 相 のt ●1 抑 心● l■本と中、ナー†t in . I J ート. e J- t 出 . 心一重,I * し、テーマをX M L ているか.

1 1 月

■■

弔代 R . 用Ⅰカれ甘 -現代EJIのiZ 用能力一環文q Piでの使用についての済胃 .ノP ト Ⅰ.t ー【B il tf、■
13 ) >a ォと★I のた ・ti l . テスト

lノート. a n テスト

の基嘆を段Ft 的E=身につけたか.
わの1 H 1 I e l r文字と表札 'is ォとtI 州立軌 r文桂と文の偶成j

'・T - サfi ^ T ォ] o a t せ●さ1 1 叩K 1 牀* A うわ十か.

書J- 事叫 (ォサ (1 ) l果代頗及び古文での m m 軌 の基本を用明でJt宵す . r敬軌 が正しく使えるか.

ra n ・ る. (焦 P 316- 389 事凡) . .

・ォォのA . め. J～書L辞文のt . 鼓と辞せて農* する.
・・蝣・* * し. n U T R T t L < ォ* .& 小.

s .t H a l -- 叶Ⅰし蝣ォォrc ->ft .サ . 蝣蝣. ナ一T * f 上わも+

I.T . ォ サォォ" )ォォ

-ノート、s a a ut ・m ? * n r H 」ォ上e ら巾でいもか1

trt 廿 V - ーH I I て. f t D K C IM I I . * ォ1 ササ与.

l+ くの蝣It * れ. am i.. 軸 付人I ■★合t ォサ3 -

. ノ- ト. s ets iii

- a w 、t ●、巾・m m

、I 紳 ft のn r.t r 書蝣 t T ftx l だかⅠ

.大会までに. M tかきⅠしているか.
lュ月

甲 JL

蝣m a m a カ t T - . 代n ^ v n v i. ^ i i E で♪* 可について〔i, T f tir-U l H S IV ifl L 、E] 暮U S "!* *)
IS ) を行うl テスト

T j - ト1 ⅠI ー由‖

の基礎を段Ft 的.=身につけたか. (応用)
r茸 . とよ頚のための . r≠ N の焼魚と収* 1 'H 的F= 応じた耳ガJ r効果的な表
* a * n a 4)i O * i 'fl M W ォ〔■只上蝣1 l Iーミ1こトーI 1 1 1 'H I什

fllfl 牲J I 甘" ii ia .'-Lt a 七e きれ rlがてt t か.

* ・ ・如 n o ∴m i ー- 亡Ⅰ心◆如 .⊥l わJu や■▲寸・サォM >, ・<ltU i 」t.L L くK O や、Ⅰ

ナ・a t a * し⊥B it t n で正し < c t s h t
蝣サ・ォ M I H fl L ケl一 1 Ⅰナ一丁●Ⅰし即 蝣. 蝣! ・・・ー■●t で8 . ー蝣S . f flC B K . A . 一◆●廿○lL 叫わf c x t で†与か. +

蝣K m t tiM L .* w ;m ii サ加していもれ
1 月

Er *

■代・蝣 K B カ■ . '< u ? n r 勺. サォォォ r〔tt TIIこついてr iI D . ノート、食n m a an i、ヰLZ 蝣* n 「B i n ( It ワH i . n ◆P 寸 m サ
( 3 ) f †蝣i *i. テスト

.■●ー・ォ. I .i n サ

の基項を殴RL的lこ努につけたか. (応用)
im m とltI のための . r捕鞘のe- 方と耽H i in 的に応L: たJ! 群J r効J t的な畠
t M I B -J i ㊦ H i l a x a n o it K と( * l 'コ二一こt . !.* *]] 'ォサ 知熊を定Ⅰさせ. a m 能力を高められたれ

P IB It.] . 音声t 班の正" なte き取りがで!たか.

蝣ォ・* * * ・ォサx ◆亡書ーしたー●* 如 ,^ ー●* ムー史■十. . - r敬軌 がjl=し< tt えるか.

I 巾甘..* ・の中に工夫したA は8 つたか一.■■ 紬 とL t e x rt . . l と書●◆申0 日L:. と●や文C につい T 1 * S . . ノI ト. 蝣蝣 s in - H i t ! しせ, ★化-vO M 小 dほ っt * .

■文 ォ・・ †●一かォt l ォ5 とし上かt 一- させも「 ▼ォre . / - ト、畑 増血 I事* の主事 eモ蝣C E え. ■とめられたか.

2 月

ot a

. ノートl乗tl閃Jl 沸乱 辞は
テスト

L I 十m r n n

I 事n n iU S S II n もし、D t P i i ir -n
の玉顔を較FF 的に身rこつけたか. (3 用能力

< itn n カォ蝣
rまとめJ ① (3 )

r. 十・* K サ」

蝣* ttn 〔I TIK t . ォ!・ォ・で.- * ォについての *上
めを行う.

- r文字と表机 棚 * とtrl用a L軌 r文法と文の桝成] の応用. まとめ,
r■々 蝣蝣ォ >・>々 Ⅰ J r巾Ⅰ中●* 上n サ i <蝪ォ!:
じた理熊J r劾 t 的な良男j r甘M l 報の遷次とt 理j Tつ 知叫を定■させ. a m 能力を編められたか.
ミ1ニI+ -十r 加 '・蝣^ nire i 、* * ォサ-蝣<止Ll 1 亡†ER n 十一で! t かt

「
蝣m -t * せ u * e ォ* し、u ◆a .̂ M ft うf l l 〔■J, l 敬軌 が正しくP!えるか.

柳 m a 好 S J--5 ,

、■書ォ蝣ォ・*>ー * ウ- ■Ⅰし、蝣サi: * * t .

. ノート. H a テスト + * 丁. 阜ll サ<、いけL t や、、

.■会すt u rn L 、ォ蝣* T d . も8 す.Itt I K IA t * . - ウJL L l - しー蝣蝣E H してiN V fr S O T B . '・ォ. ノートーh 士ォm . 事点書つかみ、ォサ* とめt でtたか.
* B TJy r f叫 ■ + -v a n 上蝣サn * i 耳と叫 わウ0 4rでⅠll t e . . ノート. ■一X III < * サt tlォ t 串L: -I. つH サォしてい 8 . .

3 月

叫

車代蝣I U ォ力* 甘 ・l <r "P ♪†T 0 1 と. t fi V L ノ一ト Ⅰ†�" > I 蝣 、サn - a j R < サ i 書し、n * サ j ¶N"
rt ともi e m

n サM i サォllサj

* rt u ^ n t * i 、 * ・ォ蝣で〔Ⅰ即ニついてo * 上 テスト

、n * M tt *3ォ s-総■

の基Q を扮熊的l: サiこつけたか. (詳用能力
わを行う. の応用、まとめー

. Tt 丁; ササ:, 坤 t 上蝣ォa ォ一rt 培土t r ォ'l i 、̂ T R u n にかけろM i u -̂ a せ f u m .
'ォt -a s の・M l 'ffl 相のt* 幕と収S j 'D 的r= 応
じ 1 7,鞍上* 9 i 'i + 書蝣u rn √ iT N l 亡◆ft n ^ lで ! t かl
ミ1ニ}Lシーン能力) Tも相の用法) . r亀崎JがjE L くe!え古か-

、E]◆ササS 軟事 e v iK . n * 枯↑V * *)ぐ暮m ^ m - n w やに‖◆M * l'^ ォ t i: n " M 小モカ、l

書文 * のー1 r $ h ↑Ⅰ

・t n r t i してI 亡■0 1 8 1 、> 蝣ォ* ・* ォ* もI
. ノート. a n サ朗 .

. 日◆サォ1サせォサi: 5 * l 1 かⅠ

`芭九Q}生き丸 さt-の). 城をm m -c t たか1M u ltfl . Ⅰ句t ■みQ b v i. サa 会プレゼンテ】シ3,ンする. 蝣/ - v㌧ Ⅰ●I 叶曲( .ll . 0 . のw a t * ウ. tt l tf S * かT t K t*.

n 4 Ⅰ◆梓は1 卓〔 S H C l -" * 球ォn サn B ^ 耳樽に恥 †、 B =紳 ftO ナ r:打せ n u it JI 一日 廿やー t m u j-ち. Ⅰ , す <s i:わいては s サ (古
文 .漢文) を沈むための基礎 .基本の習tI を図るとともに、社会生活において必要な図 3房感覚を身につけ与t 巾>" B 1什ホ1B ..1 甘サォ IS O
Ⅰ - t 骨格にポ t て ie サするⅠ * た. rc n 中T n .- rc s n n ( i一タイム一一とのけ F! S t 良し I R t に関してもl この鞘 E) の中で高校 3 年間
いけ早的抽 4 t 朴■していろ. r即 軸 含」ぐ蝣K .I Iこ別 、て u <r r.i ォa L で、阜n T in .-'∫EI l 基 t t B Pin i a s f ・* トを沸してⅠかせる.

☆ 'BIS把缶Jとの関連指sins

m n

2 B T

F. くこと一の・>ォ * 元

- . いて伝 える 手紙 、七1 に t L"サ l 廿 t や T ォ t - O ê i a i:放って蝣 < . l ワ】 クシ一 トt n 珪環出 L 社台で七一 七 サォサ蝣" ・式 t T * したや、Ⅰ

1 0 * 缶ォ・ < . 、. 畢な 1 ヂ一丁か ら■巾 t . 小 . tin 抑 こ1 S T . γ廿だ尽 友、 b gE. 相互 ,亨筋 - 真¶収 I が jL 切で l 効果耶= こ使 えてい る.

定 苅

ih it h e E-t

・サ t t ォく

l 必 ! な上村を隼わー h 理的 lこPI成し、 文J,化する . l Jt科が i- 切で- 文事偶成に工夫があるか .

蝣I t * †廿融 け吠 O l抱合的な 1 号の坤 Tq T東泉 T B B Oe 己Il l、主部 II)Iの文事 - t t 下 C K It 恥 .∴ い t叫 汀 ・n o T TT,'9 したこと小 It ◆ † ? ォー〔 t

ri iK 1 I 0 寸 . C X I∴ .ーn で TT付したこと S tt T)↑与 . 帆
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資料4

学校限定科目「L-T I ME」全体肝1-回
EiiTIEl回和せraia丘

-T I ME」 のHォ

J;の学力の基噂であり・自ら学び考える九生きる力の源泉でもあるr甘剛能力を育成するため,叩校閲からの徹底した耽書棚
aj退EBEp白帆崩EmヨBEEJ事Vi4.ILM;A此間悶EEED朋拙ヨiiltlHgK]岩Biaa耶別ごIi.Mti ZM丘nrai
・伝える・伝え合うj力を習得し、中学t2生活や学習に役立てるとともl=人Tq形成lこ生かし,自分のt)のの見方や考え方を深め. El的やtB
百Iこ応じて的恥=表現する能力を身につける.

耶柑解を汲して日本文化L=対する棚を深め、日本人としての自失をホめるととt)lこ.兵文化に対する理解と甘丘の態度を育て,田原
化・什開化の現代的撫増へ対応する姫力をも育成する.

fL-T I ME」の摂兼は以下のこつの学宵内書を桂とする.

ァ雪:・_葦も芋貫・VSCS.轟;ど;雲量'it *?ii禁ォ・'・蝣<t墨二_聖「≡;I:告こ.;::一芸言鵠.:〒!:にこ鵠
耽書景欲に慾びつく様々な耶汝) 、分野別推力国書および自由ia択国fの黙れ故書だ録の作成.あらすじや感想文の作成および発表.俳
SB適¥.aサrniwifr, f:^ni詔EE跳caa箇itJyU -i班IMifcgaifl靴k^-m iji固SSJ芯的即乱か事BE匹¥SE眉配師
ラ.

他方はt　場合的な英話加の紺である・英fWの四々やその文化時を学ぶことにより.日本についての理解を深めるとともF=、地球

市民としての自Xを青む・目.耳・口・牢など体の巾きをとおして多様な夷郡こ放れることにより.土かな表現力の基巧を*う.現在の生
活や只味・関心と　わびつけることにより・ r美帆を-Fほしみやすいものとし.総統して学習しようとする意欲を戒める・.英間のBl
々やその文化等を学ぶことにより、 El本についての甥鍵を辞めるととも1=、地球市民としての自発を甘tT.

「すす再表現」 各学年の手旨導の 巨頭l玩ヨ毒tra

QEEE3月ET.IaUl　閉間rai也に閃か
す.

銃書を人間形成に生か KIOIを点れ 生誕にわたる軌書生括

ことばのabきや役刑を理府し.人間がこと
」SSJEHロMn'15*aa*>]脳Ea岩玩め
ら.

ことばが文化や思考様式と跨い関係を持つ

ことを理解し、書冊や日本部=こ対する内心
謂頭GUI

の基礎を喝う.

亡、BiKistF.aL.モttt分tll. 5>fiB
転ira2由をqistasvi初を匹3K25
玩眉miにHiiHロS3S3追MR閤己EZa
両SHE屈EH3冒:

育てたい技能
山c*サー

特　別　椿　的

fEすこと(垢し合い

日本晴lこMtもEォSRめさ
せる

細HBtfffi j瓦で遍E.IS3
伝え合う力を兼う

Eta謂mms遍1滴幽m
とともに冊鞄処理能力を*う
臼魯u崩txx j.r

tR相交換,肘概など)
書くこと(妃舟,メモ.ノ-ト
Iflt.1ど)

湖[iササ由的:畠田mwrt
Fti.ォ5l. BBlど)
音挽・朗琉

官R*m <和書. !?・、 hォ,
文法など)

mnnm <nmum.分匂.分
ォ.サsサSどl

新入生歓迎会
クラブ紹介

3SgB33逗粥
との但し合い
捗学旅行について
OBL缶い

サKHiB^S首
に参加させる

弁翰大会

Ljfcl　滋Ea
感想文コンクール
文化鋲や校外学習の
OSH也

i JEヨ|.i: f. 5Ta軌　　3括ヨE53Xの巨=ほ≡忘ISST

1 年 - 2 革
1 l 美桁を好きになる. -1 . 日分のことについて、英田で伝えよ1 l 美桁を好きになる. i l: 自分の ことにつ いて、 英田で伝えよ 1. 生活 に宙ぴついた英栂を幅広 く身 につ けようとす
2 . 身のまわりの夷隅 表現 lこ親 しむ. うとする穣犠牲を集う. るM K tt t a う.
3 l 英相の音声に現しt,. 2 . 音声によ るコミニ ュケ- シヨンを秩 2 l 文字 によるコミニュケーシ ヨンを棟tE的 lこ図ろう
4 l 自分の使う英和が相手 に tin iこ因 ろうとするォS * サう. とするも.ォ」* う.

伝わる音ぴを体敬する. 3 l 車ein o 文化 lこD t m i†もととも 3 l 英打 田の文化とともに 日本の文化 につ いても理 解
日本の文化 を再臨放する輸虎 を集 う. を深める.

4 . 英即 こよる民事をとお して達成感 を味わう.

1 年 2 <P
1 . B 肯生活の中L:入り込んでいる英
冊を探し出し、鞍中的な発音や意味

l L 天候・u rn 蝣サ・などにかかもよ本
的な表製を身につける.

1 年 2 <P 3 年

1 . B 肯生活の中 L:入 り込んで いる英 l L 天候 ・u rn 蝣サ・な どにかかもよ阜 1 . 旅行 . 又い物 . 日本紹介な どにかかる基本的な表現

冊 を探 し出し、鞍中的な発音 や意味 的な表製 を身につける. を身ーこつける.

な どをFL倍をする. 2 . 日分の学校生楢や宋虎 生活T= つい 2 I カI ドや P,単な手紙の書き方 qL辞のかけ方-I.茄か
2 . B 常的なあい さつな どが 自然にで て、冊革 な税明ができるようにする. る基本的な表現 を身につける.

きるようにする. 3 . ジェスチ ャーな ど身近 な例をとおし 3 - 時心のもも(JP C U -^ H t とお して首相だ.*>n 寸
3 . 日分や家族 l地境な どにつ いてlI て共時封 との文化 の速 いに日を向け について理解 を閉める.

P,単な現明ができるようす る. ち. 4 . 平易な文革でf かれた比較的長い物晴などを統む
4 . 冊 単な実相の歌 を敢え るようにす

ち.

5 . 短 い冊早な文事の暗唱発表 を斤

4 . 位い文書や絵 の内馴 こついて、仰単 5 . 冊革なスピーチを発表する.
P な応答が できるようI: する

5 . まとま りのある文事の 暗唱発表を行

ラ. 蝣V
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資料6

33Z-めの串を紹介しようI　をWIV*て

1*Bォ氏名　1咋t

「 * B首　「`;I:'「*BォS'/¥"*-lif:A^iTt=^′~'~`-「

r-‥二~三: !一・- ---誉~-.∵
†ごく如It!'J.r:.幸J日和と^闇.諸>'(.ム・ti
r.う、、Lg l

_._,_._._._,_,_._._._._.　　　　　　　　　　　　._.._　　i

qEM音　9HBC"
Iォ　Pォ　ft&　　itlt

rn`KI*ォ蝣*T,3-*-'~′~コ

了"S-*"*1・
5-「・∴

*-サー蝣"…-1「干

tv.:..
t--t-_L_-、′・・-'(>'.・I
「′"h/ft*^l*サォc7`弓`万:r'~'~'~`ー′…「二!
::..*.・言,.一:i.ヾ'∵I蝣'.:

!わかりlてくf、,u.1 i

iczasa

hl l‥immitMiM旧nEは同日IKHEIH
LIEEQil括ulK 'niEtnA'rmim PtWは! J

-74-

7X　昨日　(*) )　?R 日日rT*3　い如

「';`百~`* T　　「*fォR iH f前~'~`~'~'　l

「It* it*　　-;*!ォサ蝣蝣サォr-*T t首it　ト~「

rI;百巌~貢~′~'~'_sA,kc*ォ_` `*DCtfl^V蒜' I

巨ビーチの甲縛%Thil.チ・tu事うば書隼l`けど'

i君。えt"川"t>日,喘叶fV,f=c
L_._._ー_,_一_._　　　_′_.I._._._._._　　一_._.　　　　_._i

i

Jternめの本項と紹介し・よう1を間t'ヽて
いIM蝣Ina()m
r-'諒~'-&'叩~'th,「*r。n*i」蝣茄ォi<MI′~`~1

"--一蝣蝣-*

i---:
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LI　荘重ihhi.U藍遺志ろ。,.



資料7
平成15年度

平成15年度　「国晴総合」 「言語」 (第1学年)　評価方法(秦)

【理念】

評価の挽点(4つ)　　　　評価の観点(国晒科のみ5つ)

「関心・意欲・娘度」　　　咽相への関心・意欲・旭度」

r思考・判断」　　　　　　r括す・開く能力」

「技能・表現」　　　　　　r書く能力」

「知鼓・理解」　　　　　　r読む能力j

r音行についての知顕・理解・技能」

☆評価方法の改善について

①評価を、学習や指導の改削こ役立たせる観点から、総括的な評価のみではなく.分析的
な評価,妃述的な評価を工夫すること.

!f"i*:fi"-'iォ!i"i tI.二H. 'HY柁oAfti".i"、 !門Tのnや?y?の過VUzおけるWiV I.
夫すること.

③評価の時期としては・学期末や学年末だけでなく.目的に応じ.単元ごと、時間ごとな
どにおける評価を工夫すること.

④具体的な評価方法としては・ペーパーテストのほか,観察、面接、只間紙、作品、ノー
ト・レポートなどを用い.その選択.組み合わせを工夫する.

また・児童生徒による自己秤応や児童生徒同士の相互評価などを生かすことや、保吾聾者

による評価・教育活動に協力した地域の人々などによる評価を参考にすることなども有効
である.

とりわけ・自己評価については.自ら学ぶ意欲などを見る上で有効であるばかりでなく、

児虚生徒が自分自身を評価する力や他人からの評価を受け止める力を身に付け.自己の能

力や適性などを自分で確認し、将来を探求できるようにするた境目こも大切である.

さらに・学習活動の特只に応じ・学習の過程における児童崖徒のレポートや作品など具

体的な事例を保存し・学習の進め方などの指削こ役立てる評価も有効であると考えられ.

各学校や関係機関などにおいて評価方法についての研究が進められることが期待される.

☆次の3点に閑し・それぞれ「教師による評価」 r自己評価」 r相互評価」を考えてみる.
①授業等の活動における評価

②考査による評価

③作品.レポート等による評価
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ー　¢卜　-

r
国

醇
総

合
」

評
価

内
容

評
価

の
抱

点
及

び
基

準
(
A
、

B
、

C
評

価
)

国
括
へ

の
意

欲
.
閑

心
①

提
出

物
(作

品
、

レ
ポ

ー
ト
、

罷
臥

ノ
.
与

え
ら
れ

た
課

田
を
着

実
に

こ
な

し
、

ま
た

、
横

塩
的

に
自

ら
進

ん
で

発
展

し
た

内
容

.
態

度
の

観
点

ー
ト
提

出
)

に
仕

上
げ
る

こ
と
が

で
き

た
.

(
1
0
%

)
②

家
底

に
お

け
る
主

体
的

な
学

習
習

慣
(
学

-
週

末
謀
R
引

こ
お

い
て

、
与

え
ら

れ
た

放
題

を
こ

な
す

こ
と

か
ら
始

ま
り

、
次

第
に

自
学

習
放

度
)

の
形
成

自
習

の
習

慣
が

養
わ
れ

て
き

た
.

③
授

業
に

お
け

る
意

欲
.
姿

勢
.
授

業
中

の
発

間
へ

の
考

察
の
姿

勢
や

疑
問

点
へ

の
好

奇
心

が
積

韻
的

な
質

問
や

返
答

の

中
に

感
じ

ら
れ

た
。

④
言

葉
そ

の
も

の
へ

の
関

心
.
授

業
中
や

日
常

の
言

葉
遣

い
な

ど
言

語
生

活
に

関
心

を
も
ち

、
伝

え
合

う
力

を
高

め
る

.
日
常

の
言

葉
遣

い
な

ど
の

故
事

姿
勢

が
見

ら
れ

た
.

読
む

こ
と

(
C
較

域
)

①
定

期
考

査
に

お
け

る
r
C

顕
城

」
の

考
査

近
代

以
降

の
文

章
∴

古
典

の
文

章
そ

れ
ぞ

れ
に
お

い
て

の
撹
点

問
題

へ
の

解
答

.
考

査
の

設
問

や
琵

塔
の

内
容

を
正

確
に

理
解

し
.

必
要

な
情

報
を

読
み

取
る

こ
と

が
で

4
0

%
-
近

代
以

降
の

文
章

の
場

合
き
た

。

-
古

典
の

文
章

の
場

合

②
音

読
-

朗
読

に
お

け
る

内
容

理
解

の
把

盤

l
文

章
に

表
れ

た
も

の
の

見
方

や
考

え
方

な
ど

を
客

観
的

に
読

み
取

り
、

内
容

を
正

確
に

理
解

す
る

こ
と

が
で

き
た

。
(文

学
的

文
章

1
評

論
的

文
革

、
韻

文
)

l
古

典
の

文
章

に
興

味
を

持
ち

L
作

品
の

内
容

を
正

確
に
読

み
取

り
、

表
現

の
細

部
や

深

部
の

お
も

し
ろ

さ
を

感
じ

ら
れ

た
.

.
文

革
を

現
み

深
め

る
た

め
の

音
読

や
朗

読
に

お
い

て
、

内
容

が
正

確
に

理
解

で
き

て
い

る
こ

と
の
分

か
る

読
み

方
が

で
き

た
.

容
く

こ
と

(
B
坂

城
)

①
定
期

考
査

に
由

ナ
る

r
B
龍

城
」

の
考

査
近

代
以

降
の

文
乳

古
典

の
文

革
そ

れ
ぞ

れ
に
お

い
て

の
観
点

H
U

へ
O

S
首

-
考

査
の

設
問

や
課

題
の

内
容

を
正

確
に

理
解

し
、

課
屈

(
記

述
設

問
)

に
応

じ
た

的
砿

(
2
0

%
)

l
近

代
以

降
の
文

章
の

場
合

.
古

典
の

文
章

の
場

合

②
感
想

文
.
課
題

文
に

お
け

る
表

現
の
工

夫

な
表

現
が

で
き

た
.

-
本

を
読

み
、

内
容

を
理

解
し
、

考
え

を
ま

と
め

、
自
分

の
抱

い
た

思
い
や

感
想

を
香

く

や
豊

か
さ

原
序

を
工

夫
し
て

書
く

こ
と
が

で
き
た

.

.
本

を
読

み
、

紹
介

を
着

い
た

り
、

課
題

に
つ

い
て

収
集

し
た

情
報

を
整

理
し

て
記

録
や

報
告

を
書

く
こ

と
が

で
き

た
.

君
臨

に
つ

い
て

の
知

識
①

定
期

考
査

に
お

け
る

r
言

語
事

項
」

の
考

近
代

以
降

の
文

乱
古

典
の
文

章
そ

れ
ぞ

れ
に

お
い
て

l
理

解
.
技

能
(君

臨
査

問
題

へ
の

解
答

.
考

査
の

設
問

の
内

容
を

正
掛

こ
理

解
し
、

放
題

(漢
字

.
臨

免
力

.
古

典
文

法
.
そ

の
事

項
)

の
観

点

(
3
0

%
)

l
近

代
以

降
の
文

章
の

場
合

-
古

典
の

文
章

の
場

合

他
言

語
事

項
)

に
応

じ
た

基
礎

.
基

本
の
学

力
が

身
に

つ
い

た
.

②
小

テ
ス

ト
の

累
積

(
漢

字
力

)
及

び
表

記
.
漢
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小

テ
ス

ト
の

累
税

点
数

化

の
際

の
ル

ー
ル

の
習

得
.
括

重
力

小
テ

ス
ト
の

累
積

点
数

化
-
原

稿
用
紙

の
使

い
方

を
習

得
す

る
こ

と
が

で
き

た
.



r首
爵

」

評
価

内
容

評
価

の
奴

点
及

び
基

準
(
A

、
B

、
C

評
価

)

国
醇

へ
の

意
欲

.
関

心
①

提
出

物
(ス

ビ
I

チ
庶

乱
作

臥
レ

ポ
l

与
え

ら
れ

た
課

題
を

着
実

に
こ

な
し

、
ま

た
、

積
極

的
に

自
ら

進
ん

で
発

展
し

た
内

容

-
態

度
の

観
点

一
一＼

毘
B

L
ノ

ー
ト

提
出

)
に

仕
上

げ
る

こ
と

が
で

き
た

.

(
1

0
%

②
家

庭
に

お
け

る
主

体
的

な
学

習
習

恨
(学

-
週

末
旗

国
に

お
い

て
、

ス
ピ

ー
チ

や
発

表
の

話
題

を
探

す
な

ど
与

え
ら

れ
た

放
題

を
こ

習
態

度
)

の
形

成
な

す
こ

と
か

ら
始

ま
り

、
次

第
に

身
近

な
物

事
へ

の
好

奇
心

を
広

げ
、

雷
酎

ヒ
ヘ

の
意

欲
が

見
ら

れ
た

.

③
授

業
に

お
け

る
意

欲
.

姿
勢

.
授

業
中

の
発

問
へ

の
考

察
の

姿
勢

や
疑

問
点

へ
の

好
奇

心
が

積
極

的
な

質
問

や
返

答
の

中
に

感
じ

ら
れ

た
.

④
言

葉
そ

の
も

の
へ

の
関

心
.

授
業

中
や

日
常

の
吉

葉
遭

い
な

ど
富

治
生

活
に

関
心

を
も

ち
、

伝
え

合
う

力
を

高
め

る

.
日

常
の

言
葉

遭
い

な
ど

の
改

善
姿

勢
が

見
ら

れ
た

.

.
E
l本

坊
運

用
能

力
の

育
成

.
日

本
語

運
用

へ
の

興
味

を
持

ち
、

そ
の

能
力

を
高

め
る

こ
と

へ
の

憩
い

意
欲

が
感

じ
ら

れ
た

.
.

聞
く

.
話

す
こ

と
①

話
題

草
選

ん
だ

ス
ピ

ー
チ

や
発

表

②
他

者
の

発
表

に
対

す
る

メ
モ

力
.

コ
メ

ン

.
適

切
な

話
題

を
選

ん
で

、
自

分
の

考
え

を
ま

と
め

、
ス

ピ
-

チ
や

説
明

な
ど

を
行

う
こ

(A
缶

斌
)

の
鼠

点
と

が
で

き
た

。

4
0

%
)

.
放

掛
こ

つ
い

て
調

べ
た

り
考

え
た

り
し

た
こ

と
を

基
に

し
て

、
集

団
で

話
合

い
や

村
論

な
ど

を
行

う
こ

と
が

で
き

、
自

分
の

意
見

を
正

確
に

堂
々

と
し

た
放

度
で

発
表

で
き

た
.

.
他

者
の

話
を

よ
く

聞
き

取
る

能
力

や
態

度
を

身
に

つ
け

、
お

互
い

に
客

悦
的

な
相

互
評

ト
力

、
相

互
評

価
力

価
を

す
る

こ
と

が
で

き
た

。

⑤
音

読
、

朗
読

に
よ

る
身

体
を

通
し

た
伝

.
正

確
な

日
本

籍
を

使
っ

て
、

大
き

な
声

で
音

読
や

朗
読

が
で

き
た

.
そ

の
こ

と
か

ら
1

え
合

う
力

音
声

音
詩

の
豊

か
さ

や
魅

力
を

を
身

体
を

通
し

て
実

感
す

る
こ

と
が

で
き

た
.

音
詩

に
つ

い
て

の
知

識
①

定
期

考
査

に
お

け
る

r
音

持
事

項
」

の
考

.
考

査
の

設
問

内
容

を
正

確
に

理
解

し
、

現
題

(漢
字

.
陪

乗
力

.
古

典
文

法
.

そ
の

他

.
理

解
.

技
能

(
首

語
査

問
屈

へ
の

解
答

首
措

事
項

)
に

応
じ

た
基

礎
.

基
本

の
学

力
が

身
に

つ
い

た
.

事
項

)
の

観
点

(
S

O
S`

)
②

小
テ

ス
ト

の
累

積
(
古

典
文

法
.

基
本

的
.

古
典

文
法

小
テ

ス
ト

の
累

積
点

数
化

な
語

重
力

)
.

括
重

力
小

テ
ス

ト
の

累
積

点
数

化

③
E)

本
語

運
用

能
力

検
定

受
験

申
傭

.
正

接
な

日
本

語
の

運
用

能
力

が
.

r
g

本
吉昏

能
力

検
定

」
受

叔
準

備
の

た
め

の
実

践
的

な

演
習

を
通

し
て

身
に

つ
け

て
き

た
。
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