
表
現
力
な
ど
に
課
題
が
あ
る
こ
と

が
判
明
し
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
力
を

育
て
る
た
め
に
は
言
語
活
動
を
効

果
的
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
三
つ
目
は
、教
育
基
本
法
が
改
正

さ
れ
、教
育
の
目
指
す
方
向
が
明

確
に
な
り
、学
力
に
つ
い
て
も
は
っ

き
り
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
す
。

学
習
指
導
要
領
の
教
育
課
程
編
成

の
方
針
は
、学
校
教
育
法
に
規
定
さ

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ

た
も
の
で
す
。
言
語
活
動
の
充
実

を
図
る
こ
と
で
育
つ
学
力
が
、法
の

上
で
も
明
記
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

国
語
科
だ
け
で
な
く

全
て
の
教
科
で
実
践
を

　
言
語
活
動
の
充
実
を
図
る
上
で

大
切
な
こ
と
は
「
話
す
こ
と
・
聞
く

こ
と
」「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」

を
通
し
て
、思
考
力
、判
断
力
、表

現
力
な
ど
を
育
む
こ
と
で
す
。
し

た
が
っ
て
事
柄
同
士
を
比
較
・
分
類

し
た
り
、関
連
付
け
た
り
し
な
が

ら
話
す
、書
く
と
い
っ
た
学
習
活
動

が
重
要
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、国
語
科
だ
け
で
な
く
、全

て
の
教
科
等
で
取
り
組
ま
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。例
え
ば
、国
語
科

で
示
さ
れ
て
い
る
記
録
、要
約
、説

明
、論
述
等
の
言
語
活
動
は
、社
会

科
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど

で
も
行
い
ま
す
。実
際
、新
し
い
学

習
指
導
要
領
に
は
、「
観
察
、調
査
、

見
学
な
ど
の
体
験
的
な
活
動
や
そ

れ
に
基
づ
く
表
現
活
動
の
一
層
の
充

実
を
図
る
」（
社
会
科
）、「
図
形
の

面
積
の
求
め
方
を
言
葉
、数
、式
、図

を
用
い
て
考
え
、説
明
す
る
活
動
」

（
算
数
科
）な
ど
が
見
ら
れ
ま
す
。

豊
か
な
教
育
活
動
に

つ
な
が
っ
て
い
く

　
言
語
活
動
の
充
実
は
、あ
く
ま

で
も
各
教
科
等
の
目
標
を
実
現
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、思
考
力
や

判
断
力
、表
現
力
な
ど
を
身
に
付

け
さ
せ
る
た
め
の
手
段
で
す
。し
っ

か
り
と
話
し
、聞
き
、書
き
、読
む

活
動
を
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、思
慮
深
い
、賢
い
児
童
生
徒
を

育
て
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。「
言

語
活
動
の
充
実
」
は
「
授
業
の
充

実
」
、ひ
い
て
は
「
教
育
活
動
の
充

実
」に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

体育

特別活動

図画工作

各教科等の目標を
実現するための手立てとして

言語活動を充実

国語
� 基本的な国語の力を定着させたり、

言葉の美しさやリズムを体感させたりするとともに、
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

各教科等における言語活動の充実

総合的な学習の時間

道徳

家庭

音楽

生活

理科

算数

社会

文部科学省「言語活動の充実に関する指導事例集〜思考力、判断力、表現力等の育成に向けて〜【小学校版】」より

外国語活動
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学
習
指
導
要
領
が
10
年
ぶ
り
に

改
訂
さ
れ
、小
学
校
で
は
平
成
23

（
2
0
1
1
）年
度
か
ら
、中
学
校
で

は
24
年
度
か
ら
新
し
い
教
育
課
程

に
よ
る
授
業
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す

（
高
校
は
25
年
度
か
ら
）。今
回
の

改
訂
の
柱
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
た
の

が
、各
教
科
等
に
お
け
る「
言
語
活

動
の
充
実
」で
す
。

「
言
語
活
動
の
充
実
」

と
は

　
言
語
活
動
と
は
、広
い
意
味
で

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く

こ
と
」「
読
む
こ
と
」
を
指
し
ま
す
。

新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
総
則
に

は
教
育
課
程
編
成
の
方
針
と
し
て
、

次
の
点
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

▼
生
き
る
力
を
は
ぐ
く
む

▼
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
や
技
能

を
確
実
に
習
得
さ
せ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
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
を
は
ぐ
く
む

▼
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態

度
を
養
い
、個
性
を
生
か
す
教
育
の

充
実
に
努
め
る

　
こ
れ
ら
の
教
育
を
行
う
際
に

「
言
語
活
動
を
充
実
す
る
」
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

言
語
活
動
を
重
視
す
る

よ
う
に
な
っ
た
要
因

　
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
で
言
語

活
動
の
充
実
を
重
視
す
る
よ
う
に

な
っ
た
要
因
と
し
て
、次
の
三
つ
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
一
つ
目
は
、新
し
い
知
識
や
情
報
、

技
術
が
飛
躍
的
に
重
要
性
を
増
す

時
代（
知
識
基
盤
社
会
）に
な
っ
た

こ
と
で
す
。変
化
に
対
応
し
て
い
く

た
め
に
は
、幅
広
い
知
識
と
柔
軟
な

思
考
力
に
基
づ
く
判
断
が
必
要
で

す
。こ
の
よ
う
な
力
は
言
語
活
動

を
通
し
て
着
実
に
身
に
付
い
て
い

き
ま
す
。

　
二
つ
目
は
、国
内
外
の
学
力
調
査

の
結
果
で
す
。O
E
C
D（
経
済
協

力
開
発
機
構
）が
3
年
ご
と
に
実

施
し
て
い
る
国
際
的
な
学
力
調
査

（
P
I
S
A
調
査
）で
、日
本
の
生

徒
は
読
解
力
に
課
題
が
見
ら
れ
ま

し
た
。ま
た
、文
部
科
学
省
の
全
国

学
力
・
学
習
状
況
調
査
で
は
記
述
式

問
題
に
弱
い
と
い
う
結
果
が
出
る

な
ど
、い
ず
れ
も
思
考
力
や
判
断
力
、

これからの
学校教育に求められる
｢言語活動の充実」

教育最前線

小学校教員養成特別コース教授
吉
きっ

川
かわ

芳
よし

則
のり
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新しい学習指導要領では、「言語活動の充実」
が改訂の大きなポイントとして取り上げられて

います。小・中学校の教育現場では、学校を挙げて研
究テーマにしているところが多くなっています。「活動あ
って学びなし」と総合的な学習の時間が批判されて久
しいですが、その原因は「汗を流し、楽しく時には感動
で心に響く学習なのに、うちの子どもは賢くなっている
のだろうか」という保護者の声に代表されるように、学
んだことが方向的にしか評価されないことにあります。

「言語活動」としないで、「言語力
3

」として子どもに付
いた力

3

を評価するように考えれば、学校で賢くなった子
どもの姿を示すことができます。
　そこで、社会科における言語力を「読取り」「解釈」

「説明」「論述」の4つの構造（レベル）で、次のように
示せば、子どもの姿が評価できると提案します。

①読取り「資料からあなたは何を読み取れますか」
（When、Who、Where、What）
②解釈　「資料からあなたはどのようなことが解釈でき
ますか」（How）
③説明　「なぜ、このようになっていますか」（Why）
④論述　「あなたは、このことについてどのように考え
ますか」

　①から③までは、これまでの社会科の授業で行わ
れてきたことです。最も重要なのは、社会事象に対し
て「なぜ（Why）」と問い、原因と結果の関係で答え
る「説明」です。その基盤に「読取り」と「解釈」があ
ります。読取りや解釈の段階で授業を終わらせない
で、「説明」の段階にまで高めることが大切です。④の

「論述」とは、①②③で習得したことを活用して、社会
的な論争問題に対して自分の意見をまとめて論述し、
発表することです。
　このように社会科における言語力を構造として捉え
れば、子どもに付いた力のレベルを評価することができ、
次の授業に活かすことができます。

言
語
力
育
成
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

行
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」と
い
う
の
で
は
な
く
、そ
こ
に
根
拠
を
見
い
だ

し「
い
つ
も
だ
っ
た
ら
兵
十
の
家
の
中
に
入
ら
な
い
の
に
、そ
の
明
く
る

日
は
兵
十
の
家
の
中
に
入
っ
て
土
間
に
ク
リ
を
固
め
て
置
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、ク
リ
や
マ
ツ
タ
ケ
を
置
い
て
い
る
の
は
自
分
だ
と
兵
十
に
気
付

い
て
ほ
し
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
」と
言
う
こ
と
で
、判
断
に
至
っ
た

経
緯（
根
拠
）が
明
示
さ
れ
、論
理
的
に
思
考
さ
れ
た
こ
と
が
言
語
に
よ

っ
て
具
現
さ
れ
た
と
評
価
で
き
る
の
で
す
。こ
の
よ
う
に
目
に
見
え
な
い

抽
象
的
な「
思
考
」と
い
う
も
の
を
、こ
と
ば
を
介
し
て
運
用
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
が
論
理
的
思
考
力
の
育
成
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
力
を
獲
得
さ
せ
る
た
め
に
は
、単
学
級
で
は
な
く
、学
校

全
体
で
継
続
し
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。大
久
保
小
学
校
で

は
授
業
研
究
は
も
と
よ
り
、朝
の
ス
ピ
ー
チ
や
委
員
会
活
動
な
ど
日
常

生
活
に
も
視
野
を
広
げ
て
い
ま
す
。子
ど
も
た
ち
の
素
直
な
気
持
ち
や

ひ
ら
め
き
を
大
切
に
し
、思
い
や
考
え
と
し
て
、確
か
に
相
手
に
伝
え
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
願
っ
て
い
ま
す
。

が
さ
ら
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。「
言
語

感
覚
」を
磨
く
と
は
、子
ど
も
が
多
種
多
様
な
こ
と
ば
を
吟
味

し
、自
分
な
り
の
根
拠
を
持
っ
て
こ
と
ば
を
使
っ
た
り
受
け
止

め
た
り
す
る
こ
と
、言
い
換
え
れ
ば
一
つ
一
つ
の
こ
と
ば
に
こ
だ

わ
っ
て
い
く
こ
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、一
つ
一
つ
の
こ
と
ば
に
こ
だ
わ
り
、言
語
感
覚
を
磨

く
こ
と
に
よ
り
、子
ど
も
た
ち
の
表
現
力
が
豊
か
に
な
り
、「
ひ

と・も
の・こ
と
」と
の「
か
か
わ
り
」が
深
ま
る
こ
と
で
、学
び
が

豊
か
に
な
る
と
考
え
ま
す
。こ
の
こ
と
は
国
語
科
だ
け
に
言
え

る
こ
と
で
は
な
く
、他
教
科
・
領
域
の
学
習
に
お
い
て
も
変
わ

り
あ
り
ま
せ
ん
。子
ど
も
た
ち
が「
か
か
わ
り
」の
中
で
学
び
を

豊
か
に
し
て
い
く
た
め
に
も
今
、言
語
感
覚
、こ
と
ば
の
力
が
求

め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。

公立小学校の研究実践

附属小学校の研究実践

授業実践リーダーコース教授
米
こめ

田
だ

豊
ゆたか

社会科における
言語力の育成

─評価できる言葉の力を─
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教育最前線

現
在
、明
石
市
立
大
久
保
小
学
校
で
は
、こ
と
ば
を
介
し
て
思

考
力
を
高
め
る
と
い
う
観
点
か
ら
、「
思
考
力
を
鍛
え
、感
性

を
育
む
」と
い
う
研
究
テ
ー
マ
の
下
、論
理
的
思
考
力
の
育
成
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。子
ど
も
た
ち
が
、直
感（
ひ
ら
め
い
た
こ
と
）を
筋
道
立

て
た
一
つ
の
考
え
に
導
く
の
が
論
理
的
思
考
力
で
す
。論
理
的
に
思
考

す
る
た
め
に
、子
ど
も
た
ち
に
は
思
い
つ
き
で
話
し
た
り
動
い
た
り
す
る

の
で
は
な
く
、「
ち
ょ
っ
と
待
て
よ
」と
自
分
で
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
よ
う
と

促
し
て
い
ま
す
。こ
の
い
っ
た
ん
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
時
間
が
、ひ
ら
め

き
を
ひ
と
ま
と
ま
り
の
考
え
に
変
換
さ
せ
る
時
間
に
な
り
ま
す
。こ
の

場
合
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
考
え
と
は
、根
拠
や
理
由
が
整
い
、そ
こ
か
ら

出
さ
れ
た
考
え
を
指
し
ま
す
。

　

国
語
科
で
は
、物
語
や
説
明
文
を
問
わ
ず
、一
つ
の
言
葉
や
文
を
自

分
な
り
の
言
葉
で
表
す
、そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
を
持

っ
て
集
団
で
の
話
し
合
い
に
臨
む
と
い
う
学
習
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、4
年
生
で
学
習
す
る「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」の
最
終
場
面
で
は
、た
だ

「『
お
れ
な
ん
だ
よ
』と
、兵
十
に
知
っ
て
ほ
し
か
っ
た
か
ら
明
く
る
日
も

私
た
ち
は
、も
の
を
考
え
る
時
、五
感
で
感
じ
た
こ
と
を

認
識
・
整
理
す
る
時
、ま
た
そ
の
よ
う
な
思
考
を
他
人

に
伝
え
る
時
に
こ
と
ば
を
使
い
ま
す
。子
ど
も
た
ち
の
思
考
は
、

こ
と
ば
を
基
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　

附
属
小
学
校
で
は「
か
か
わ
り
」を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、「
ひ
と
・
も
の・こ
と
」と
の「
か
か
わ
り
」に
お
け
る

相
互
作
用
の
中
に
、子
ど
も
た
ち
が
学
ぶ
意
味
や
価
値
を
見
い

だ
そ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。こ
の
相
互
作
用
の
中
で
、こ
と
ば

で
表
現
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。な
ぜ
な
ら
、考

え
た
こ
と
、感
じ
た
こ
と
を
こ
と
ば
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、

自
分
自
身
で
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
、他
者
に
伝
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
共
有
で
き
る
か
ら
で
す
。

　

附
属
小
学
校
国
語
部
で
は
、こ
れ
ま
で
イ
メ
ー
ジ
を
中
核
に

据
え
、子
ど
も
の
理
解
と
表
現
を
つ
な
ぐ
実
践
を
重
ね
て
き

ま
し
た
。加
え
て
、イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に「
言
語
感
覚
」に
も
着

目
し
、そ
れ
を
磨
く
こ
と
に
よ
っ
て
、子
ど
も
の
理
解
と
表
現

「壁新聞の発表会」の様子。3人1組でテ
ーマを決め記事を収集。割り付け、見出し、
絵や写真、アンケート結果のグラフ化など、
分かりやすく伝える工夫をして新聞を作成。
内容を発表し合い相互評価をしました

子どもの
「言語力」
を育む
さまざまな
取り組み

論
理
的
思
考
力
の
育
成

─「
ひ
ら
め
き
」を「
考
え
」に
─

「
か
か
わ
り
」の
中
で

学
び
を
豊
か
に
す
る
た
め
に

明
石
市
立
大
久
保
小
学
校
主
幹
教
諭

平
成
21（
2
0
0
9
）年
大
学
院
修
士
課
程
言
語
系
コ
ー
ス（
国
語
）修
了

兵
庫
教
育
大
学
附
属
小
学
校
教
諭

大お
お

江え

実み

代よ

子こ

さ
ん

江え

里り

口ぐ
ち

大だ
い

輔す
け
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