
教科指導
ここが知りたい

「国語で考えをもつ・
考えを深める」とは？

書いて考える、考えながら書く。言葉で思考する国語の時間
を大切に。（Photo：東京学芸大学附属小金井小学校１年）
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国
語
の
授
業
で
、言
葉
を
使
っ
て
考
え
を

ま
と
め
た
り
、深
め
た
り
す
る
と
は
、ど
う

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、「
書
く
こ
と
」の
指
導
で
い
え

ば
、「
書
き
な
が
ら
考
え
る
」「
考
え
な
が
ら

書
く
」と
い
う
よ
う
に
、「
書
く
」能
力
と「
考

え
る
・
判
断
す
る
」能
力
を
同
時
に
育
て
て

い
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
最
近
、現
場
の
先
生
方
に「
子
ど
も

が
頭
を
フ
ル
回
転
さ
せ
て
考
え
る
国
語
授

業
、『
考
え
る
』こ
と
を
ベ
ー
ス
に
し
た
授
業

に
し
ま
し
ょ
う
！
」と
お
話
し
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
が
高
性
能
の「
考
え
る
エ
ン
ジ
ン
」

を
持
っ
て
い
る
の
に
、授
業
中
、そ
の
エ
ン
ジ

ン
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
思

い
当
た
り
ま
せ
ん
か
。

　
「
書
く
こ
と
」で
い
え
ば
、「
ま
ず
何
を

や
っ
て
」「
次
に
何
を
書
い
て
」と
い
う
よ
う

に
、
教
科
書
に
合
わ
せ
て
指
導
し
て
い
け

ば
、確
か
に
書
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。手

順
に
し
た
が
え
ば
、あ
る
程
度
で
き
る
。だ

か
ら
、
順
を
追
っ
て
指
導
す
る
こ
と
で
、
書

か
せ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
し
ま
う
け
れ
ど
、

実
は
そ
う
し
た
授
業
の
進
め
方
で
は
、考
え

て
い
な
い
し
、学
び
に
な
っ
て
い
な
い
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

書
く
過
程
で
、「
ど
う
や
っ
て
書
こ
う
か

な
」と
か
、「
い
ま
ま
で
の
書
き
方
に
は
何
が

あ
っ
た
か
な
」と
か
、「
何
を
ど
う
や
っ
て
取

材
し
よ
う
」と
い
っ
た
よ
う
に
、方
法
と
内

容
の
両
方
か
ら
、も
っ
と
考
え
さ
せ
る<

負

荷>

を
か
け
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
い
い
意
味
で
の
負
荷
で
す
が
、

子
ど
も
に
負
荷
を
か
け
て「
考
え
さ
せ
る
」

こ
と
が
必
要
で
す
。教
科
書
の
例
文
に
あ
る

よ
う
な
文
章
を
書
き
あ
げ
る
こ
と
だ
け
を

目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、作
文
に
取
り
組

む
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
、た
く
さ
ん「
考
え
る
」

こ
と
を
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
考
え
る
」授
業
づ
く
り
は
国
語
に
限
り

ま
せ
ん
が
、国
語
は
他
教
科
に
比
べ
て
と
く

に
低
学
年
、中
学
年
の
授
業
時
数
が
潤
沢
で

す
か
ら
、試
行
錯
誤
し
な
が
ら
考
え
合
う
と

い
う
学
習
が
し
や
す
い
は
ず
で
す
。

　

他
教
科
で
は
、あ
る
程
度
限
ら
れ
た
時
間

の
中
で
、「
こ
こ
ま
で
で
き
る
よ
う
に
す
る
」

と
い
う
ス
テ
ッ
プ
が
教
科
書
で
区
切
ら
れ
て

い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、国
語
は
学
習
過

程
が
工
夫
し
や
す
い
の
で
、考
え
る
た
め
の

時
間
が
取
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

頭
を
フ
ル
回
転
さ
せ
て

「
う
ん
と
考
え
る
」

「
考
え
の
形
成
」の

授
業
づ
く
り
と
は
？

東京学芸大学 准教授 中村 和弘 （なかむら かずひろ）

愛知県生まれ。川崎市内の公立小学校教諭、東京学芸大学附属世田谷
小学校教諭を経て、現職。専門は国語科教育学。中央教育審議会「国語
ワーキンググループ」委員、「言語能力の向上に関する特別チーム」委員。
小学校学習指導要領解説国語編の作成協力者として、学習指導要領の
改訂に携わる。

新学習指導要領では、思考力・判断力・表現力等の育成が重視され、
「A話すこと・聞くこと」「B書くこと」「C読むこと」のすべての領域において、
「考えの形成」に関する指導事項が位置づけられています。
小学校国語科においてポイントとなる「考えの形成」の指導とは？
国語で考えをもつ・考えを深めるとは何でしょうか？　
東京学芸大学の中村和弘先生に伺います。
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た
と
え
ば「
ス
イ
ミ
ー
」と
い
う
教
材
が

あ
っ
て
、こ
う
い
う
こ
と
を
学
ぼ
う
と
い
う

目
標
は
あ
る
け
れ
ど
、場
面
の
様
子
を
く
わ

し
く
読
む
に
は
ど
う
や
っ
て
い
こ
う
か
、と

考
え
る
幅
を
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
１
年
の
と
き
に
こ
う
い
う
ふ
う
に
や
っ
た
か

ら
、同
じ
よ
う
に
や
っ
て
み
た
い
」と
か
、「
こ

の
時
間
は
グ
ル
ー
プ
で
別
々
で
や
り
た
い
」

と
い
う
よ
う
に
、学
習
の
過
程
に
あ
る
程
度

の
自
由
が
利
く
わ
け
で
す
。

　

国
語
で
そ
う
い
っ
た
学
び
方
を
積
み
重
ね

て
い
く
と
、た
と
え
ば
社
会
の
調
べ
学
習
の

発
表
の
と
き
に
も「
ぼ
く
は
新
聞
に
ま
と
め

た
い
」と
か
、「
私
た
ち
は
グ
ル
ー
プ
プ
レ
ゼ

ン
に
し
よ
う
」と
い
う
よ
う
に
、学
習
自
体

を
選
択
し
て
い
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

小
学
校
段
階
の
原
体
験
と
し
て
、「
立
派

な
も
の
が
書
け
て
う
れ
し
い
」「
上
手
に
ス

ピ
ー
チ
で
き
て
う
れ
し
い
」と
い
う
経
験
も

大
切
で
す
が
、
合
わ
せ
て
、「
試
行
錯
誤
す

る
」「
選
択
す
る
」「
判
断
す
る
」と
い
っ
た
プ

ロ
セ
ス
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

教
育
実
習
生
を
見
て
い
て
も
感
じ
ま
す

が
、知
識
を
与
え
る
授
業
は
で
き
て
も
、こ

の
考
え
さ
せ
る
授
業
と
い
う
の
は
な
か
な
か

で
き
ま
せ
ん
。

　
「
子
ど
も
と
一
緒
に
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
、

ゴ
ー
ル
と
な
る
力
を
つ
け
つ
つ
、

そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
を
学
ば
せ
る
の
が
学
校
教

育
だ
か
ら
」と
指
導
す
る
の
で

す
が
、き
れ
い
に
教
え
る
こ
と

の
心
地
よ
さ
を
感
じ
て
し
ま
う

と
、子
ど
も
と
一
緒
に
回
り
道

を
し
た
り
考
え
た
り
す
る
教

え
方
が
で
き
な
い
の
で
す
。　

　

た
と
え
ば
文
章
を
書
か
せ

る
た
め
に
、取
材
→
構
成
→
記

述
と
段
階
を
踏
ん
で
、一
直
線

（
単
線
型
）の
指
導
を
し
が
ち

で
す
が
、子
ど
も
に
考
え
さ
せ
る
た
め
に
は
、

行
っ
た
り
来
た
り
す
る
授
業
が
必
要
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
、書
く
分
量
を
少
な
く
し
た

り
、テ
ー
マ
も
易
し
い
も
の
に
し
た
り
し
て
、

短
い
時
間
で
取
材
・
構
成
し
て
、ま
ず
は
一

度
書
か
せ
て
み
る
。
す
る
と
、子
ど
も
は
書

き
な
が
ら
、「
こ
こ
が
足
り
な
い
」「
こ
こ
は
も

う
少
し
取
材
し
た
い
」と
考
え
始
め
ま
す
。

　

ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
方
は
、こ
う
し
た
行
っ

た
り
来
た
り
す
る
ジ
グ
ザ
グ
型
の
授
業
を
す

る
こ
と
で
、子
ど
も
に
主
体
的
に
考
え
さ
せ

て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
若
い
先
生
方
に
は

そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
な
か
な
か
伝
わ
っ
て
い
な

い
と
感
じ
ま
す
。

　

単
線
型
の
授
業
の
ほ
う
が
指
導
し
や
す
い

し
、
途
中
で
戻
し
た
ら
、
何
が
ど
う
な
っ
て

し
ま
う
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
心
配
も
あ
る

と
思
い
ま
す
。脱
線
す
る
子
も
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。で
も
考
え
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

は
、そ
う
い
う<

余
白>

を
大
事
に
す
る
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。低
学
年
に
国
語
の
授
業

が
多
く
な
っ
て
い
る
の
は
、そ
う
い
う
試
行

錯
誤
を
す
る
た
め
だ
と
も
言
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

国
語
に
限
ら
ず
、書
く
こ
と
は
考
え
を
深

め
ま
す
。算
数
で
も
考
え
方
を
言
語
化
す
る

こ
と
で
学
び
が
深
ま
る
し
、理
科
の
ノ
ー
ト

づ
く
り
で
も
書
き
な
が
ら
考
え
る
は
ず
で

す
。実
験
自
体
は
楽
し
く
や
る
け
れ
ど
、そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
記
述
す
る
か
で
、実
験
の

意
味
づ
け
や
学
び
の
深
ま
り
は
当
然
変
わ
っ

て
き
ま
す
。

　

ま
た
、書
く
こ
と
と
い
え
ば
、振
り
返
り

の
書
か
せ
方
に
困
っ
て
い
る
と
よ
く
聞
き
ま

す
。授
業
の
感
想
が
形
式
的
に
な
っ
て
い
て
、

「
楽
し
か
っ
た
で
す
」「
ま
た
や
り
た
い
で
す
」

で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
す
。

　

子
ど
も
は
振
り
返
る
必
然
性
が
な
い
と
書

け
ま
せ
ん
。「
附
属
の
子
ど
も
は
よ
く
書
け

ま
す
ね
」と
言
わ
れ
ま
す
が
、書
く
必
要
性

が
実
感
で
き
る
課
題
や
活
動
だ
か
ら
こ
そ
書

く
の
で
す
。

　

先
生
方
の
授
業
を
参
観
す
る
と
、振
り
返

り
に
向
け
て
目
的
や
意
図
を
子
ど
も
た
ち
と

共
有
す
る
よ
う
な
布
石
が
き
ち
ん
と
打
っ
て

あ
る
。
必
要
の
あ
る
場
、
目
的
、
意
味
を
子

ど
も
た
ち
が
実
感
で
き
る
か
ら
こ
そ
書
け
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
国
語
で
考
え
る
」を
、主
に
書
く
こ
と
を

例
に
お
話
し
し
ま
し
た
。「
国
語
で
考
え
る
」

「
言
葉
で
思
考
す
る
」こ
と
は
、さ
ま
ざ
ま
な

授
業
の
工
夫
に
つ
な
が
り
そ
う
で
す
ね
。

国
語
で
こ
そ
試
行
錯
誤
を

書
く
こ
と
は
考
え
る
こ
と

8時間の授業を①～⑧と順
に単線型で進むのではなく、
短く取材⇒構成⇒記述と進
んで、また取材、構成に戻る
という具合に、行きつ戻りつ

（①～⑧）しながらジグザグ
に進むことで、子どもが主体
的に考えるようになる。
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