
梶
田
　
い
ま
世
界
は
急
速
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化

が
進
み
、教
育
に
も
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
波
が
押
し
寄
せ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
中
で
日
本
の
教
育
も
変
わ
ろ
う

と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
象
徴
的
な
も
の
が
、

小
学
校
の
英
語
教
育
の
早
期
化
、教
科
化
で

し
ょ
う
。こ
の
よ
う
な
状
況
を
、
英
語
教
育

が
ご
専
門
の
松
川
先
生
は
ど
の
よ
う
に
捉
え

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

松
川
　
日
本
人
の
英
語
力
を
何
と
か
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、以
前
か

ら
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
す
。そ
う
い
う
意

味
で
は
私
が
岐
阜
大
学
で
教
鞭
を
と
り
始

め
た
40
年
前
も
い
ま
も
、い
わ
れ
て
い
る
こ

と
は
同
じ
で
す
。

　
で
は
、私
た
ち
の
環
境
は
ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
み
る
と
、
当
時

と
は
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。そ
こ
で
あ

ら
た
め
て
そ
の
頃
の
英
語
教
育
は
ど
の
よ
う

な
も
の
を
目
指
し
て
い
た
の
か
を
振
り
返
っ

て
み
る
と
、
例
え
ば
明
治
以
来
の
、ア
メ
リ

カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
へ
の
憧
れ
と
い
っ
た
も

の
を
依
然
と
し
て
引
き
ず
っ
て
い
る
部
分
も

残
っ
て
い
ま
し
た
。グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
こ
れ
だ

け
進
む
と
い
っ
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
な

教育ほっとにゅーす

教
科
化
さ
れ
る
英
語
に
ど
う
取
り
組
む
？
─

英
語
は
事
実
上
の
共
通
語

良
し
悪
し
で
は
な
く
必
要
不
可
欠

2020年4月、小学校で教科としての英語教育が正式にスタートします。小学校での英語教育についてはさまざまな議論が
交わされてきました。また教科としての英語にどう向き合っていくべきなのか、学校現場での取り組みはいよいよ本格化し
ます。そこで今回は、日本の英語教育に詳しい岐阜女子大学・大学院の松川禮子学長に話を聞きます。

その理念と｢評価｣のポイント
小学校英語の教科化で教師がおさえておきたい

教育ほっとにゅーす教育ほっとにゅーす教育ほっとにゅーす

日本人間教育学会会長
学校法人聖ウルスラ学院理事長
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か
ら
、日
本
語
だ
け
で
な
く
も
う
一
つ
の
言

葉
を
学
習
す
る
と
い
う
こ
と
が
、こ
れ
か
ら

の
日
本
人
に
と
っ
て
必
要
な
の
だ
と
い
う
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。そ
う
い
う
局
面
に
至
っ

た
と
い
う
こ
と
が
、小
学
校
で
の
英
語
教
育

の
早
期
化
、あ
る
い
は
高
学
年
で
の
教
科
化

と
い
う
こ
と
に
表
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

梶
田
　
日
本
の
場
合
、グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進

ん
で
い
る
と
い
わ
れ
て
は
い
ま
す
が
、実
際
に

は
非
常
に
遅
れ
て
い
る
面
も
あ
り
ま
す
ね
。

松
川
　
い
ま
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
促
進
さ
せ
て

い
る
の
は
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
革
新
的
な
発
展
で
す

が
、そ
の
中
で
英
語
が
果
た
し
て
い
る
役
割

は
実
に
大
き
い
。ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
例
に

と
る
と
、
電
車
の
中
な
ど
で
見
て
い
る
と

ゲ
ー
ム
を
や
っ
て
い
る
人
も
多
い
よ
う
で
す

が
、英
語
を
使
え
ば
、い
つ
で
も
、ど
こ
で
も
、

誰
も
が
世
界
中
か
ら
情
報
を
得
、あ
る
い
は

世
界
中
に
情
報
を
発
信
で
き
る
と
い
う
、も

の
す
ご
い
ツ
ー
ル
な
の
で
す
。
実
際
の
使
い

方
を
見
て
い
る
と
動
画
を
見
た
り
ゲ
ー
ム
を

し
た
り
と
い
っ
た
こ
と
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
も
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ

う
い
っ
た
意
味
で
も
英
語
教
育
の
果
た
す
役

割
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

　
小
学
校
で
の
英
語
教
育
の
意
味
は
、単
に

英
単
語
を
覚
え
る
と
か
、あ
る
表
現
を
英
語

で
い
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
だ
け
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。
世
界
と
つ
な
が
る
一
つ
の

窓
口
を
つ
く
る
と
い
う
、広
い
意
味
で
捉
え

る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。で
す
か
ら
、

い
ま
ま
で
の
英
語
教
育
の
考
え
方
を
打
ち

破
っ
て
考
え
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

梶
田
　
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
よ
う
に
英
語

は
、現
代
社
会
に
お
い
て
事
実
上
の
国
際
共

通
語
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。と
こ
ろ
が

日
本
は
、そ
の
流
れ
に
乗
り
遅
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
ん
で
す
ね
。
最
近
に
な
っ
て
や
っ
と
、

英
語
は
国
境
の
外
の
世
界
と
つ
な
が
る
た
め

の
基
本
ツ
ー
ル
な
ん
だ
、
良
い
悪
い
の
問
題

で
は
な
く
必
要
不
可
欠
な
も
の
な
ん
だ
、英

語
教
育
は
特
別
な
勉
強
で
は
な
い
ん
だ
…
…

と
い
う
認
識
が
、日
本
で
も
広
が
っ
て
き
ま

し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃
さ

ず
、今
度
こ
そ
本
当
に
日
本
の
英
語
教
育
を

変
え
て
い
か
な
い
と
、日
本
だ
け
他
の
国
か

ら
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

松
川
　
日
本
人
が
海
外
に
行
く
こ
と
も
増

え
ま
し
た
が
、海
外
か
ら
日
本
を
訪
れ
る
人

も
増
え
て
い
ま
す
。
小
学
校
の
ク
ラ
ス
に
外

国
籍
の
お
子
さ
ん
が
か
な
り
の
割
合
で
い
る

地
域
も
あ
り
ま
す
。入
国
管
理
法
も
改
正
さ

日本は、グローバル化の波に乗り遅れてしまっている面がありますね。（梶田）

教
科
化
さ
れ
る
英
語
に
ど
う
取
り
組
む
？
─

文
化
の
多
様
性
を
知
る
こ
と
も

小
学
校
英
語
の
大
切
な
役
割

教育ほっとにゅーす

か
っ
た
か
ら
で
す
。

　
し
か
し
現
在
で
は
、英
語
と
い
う
言
語
は
、

単
に
ア
メ
リ
カ
、イ
ギ
リ
ス
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
な
ど
の
人
々
に
と
っ
て
の
母
語
と
い
う
だ

け
で
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。世
界
中
の
、母

語
が
異
な
る
人
た
ち
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
と
る
た
め
の
重
要
な
ツ
ー
ル
と
な
っ
て

い
る
の
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、英
語
さ
え
で
き
れ
ば
い
い
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
が
、
英
語
の
力

の
有
無
が
、そ
の
人
が
ど
れ
だ
け
豊
か
な
人

生
を
送
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
大
き
く
関
わ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
で

し
ょ
う
。で
す
か
ら
、
英
語
教
育
の
位
置
づ

け
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
今
回
、学
習
指
導
要
領
が
、資
質
・
能
力

を
ベ
ー
ス
に
す
る
と
い
う
方
向
に
大
き
く
変

わ
り
ま
し
た
。こ
れ
は
旧
来
の
学
習
指
導
要

領
の
考
え
方
か
ら
は
大
き
な
転
換
で
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
中
で
、世
界
の
潮

流
の
影
響
を
受
け
て
こ
う
な
っ
て
き
た
と
い

う
面
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
教
育
全
体
の
環
境
が
変
化
し
て
い
る
わ
け

で
す
が
、そ
の
中
で
英
語
教
育
の
も
つ
意
味

と
い
う
も
の
も
節
目
に
き
て
い
ま
す
。
小
学

校
で
英
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
も
、単
に
英

語
学
習
の
ス
タ
ー
ト
時
を
早
め
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
て
、義
務
教
育
の
早
期
の
う
ち

かじた えいいち＊1941年松江市に生まれ、米子市で育つ。京都大学文学
部哲学科（心理学専攻）卒業。文学博士。国立教育研究所主任研究官、
大阪大学教授、京都大学教授、京都ノートルダム女子大学学長、兵庫教
育大学学長、環太平洋大学学長、奈良学園大学学長などを経て、現在、桃
山学院教育大学学長、学校法人聖ウルスラ学院理事長、日本人間教育学
会会長。これまでに、中央教育審議会副会長（教員養成部会長、教育課程
部会長など）、大阪府私学審議会会長などを歴任。著書に『教師力の再興
―使命感と指導力を』（文溪堂）、『和魂ルネッサンス』『内面性の人間教育
を』（ERP)、『人間教育のために』『〈いのち〉の教育のために』（金子書房）、

『不干斎ハビアンの思想』（創元社）、『教育評価』（有斐閣）など多数。
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梶
田
　
小
学
校
で
、最
初
か
ら
教
科
と
し
て

英
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
ハ
ー

ド
ル
が
高
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

前
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
で
外
国
語

活
動
が
生
ま
れ
た
と
き
、一
緒
に
歌
を
歌
っ

た
り
、お
遊
戯
を
し
た
り
…
…
つ
ま
り
日
常

生
活
の
中
で
生
き
て
は
た
ら
く
英
語
と
い
う

こ
と
を
中
心
と
し
ま
し
た
。
今
回
も
こ
の
方

針
を
３
、４
年
生
に
継
続
さ
せ
た
と
い
う
こ

と
は
、
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

言
葉
は
、は
じ
め
は
慣
れ
親
し
む
こ
と
が
大

切
で
、あ
と
か
ら
そ
れ
を
き
れ
い
に
整
理
し

て
い
く
の
が
い
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。こ
れ
が

外
国
語
活
動
か
ら
教
科「
英
語
」へ
の
道
筋

で
あ
り
、こ
の
こ
と
を
現
場
の
先
生
方
に
も

知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

松
川
　
本
当
に
そ
う
思
い
ま
す
。私
た
ち
の

こ
ろ
は
、中
学
校
か
ら
い
き
な
り
始
め
る
と

い
う
こ
と
で
し
た
。で
も
こ
れ
か
ら
は
、小
学

校
の
中
学
年
で
慣
れ
親
し
む
…
…
つ
ま
り

助
走
の
期
間
が
あ
り
ま
す
。高
学
年
で
教
科

化
は
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
も
中
学
校
で
の

教
科「
英
語
」と
は
ま
た
ひ
と
味
違
っ
た
形

で
す
。は
じ
め
は「
話
す
」「
聞
く
」を
中
心
に

取
り
組
み
、徐
々
に「
読
む
」「
書
く
」も
ゆ
っ

く
り
、
丁
寧
に
取
り
入
れ
て
い
く
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。ゆ
る
や
か
に
段
階
を
踏
む

こ
と
で
、中
学
校
、高
校
で
の
英
語
へ
と
、う
ま

く
つ
な
い
で
い
く
、そ
の
道
筋
が
よ
う
や
く

整
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

　
こ
う
い
っ
た
や
り
方
は
日
本
独
特
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、２
年
間
の
助
走
期
間

を
３
、４
年
生
の
時
期
に
設
定
す
る
と
い
う

こ
の
や
り
方
は
、な
か
な
か
い
い
の
で
は
な
い

か
と
、私
は
感
じ
て
い
ま
す
。

梶
田
　
児
童
期
か
ら
、思
春
期
発
達
の
時
期

に
入
る
と
、体
の
成
長
の
様
子
が
変
わ
る
の

と
同
時
に
、も
の
の
見
方
・
考
え
方
も
具
象

か
ら
抽
象
に
移
っ
て
い
き
ま
す
。思
春
期
発

達
に
入
る
時
期
は
個
人
差
が
あ
り
ま
す
が
、

以
前
は
中
学
生
に
な
っ
て
か
ら
が
多
か
っ
た
。

そ
れ
が
最
近
で
は
５
、６
年
生
か
ら
に
早

ま
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。そ
う
い
っ
た
こ

と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
歌
っ
た
り
ゲ
ー
ム

を
し
た
り
と
い
う
外
国
語
活
動
を
、５
、６

年
生
で
や
っ
て
も
悪
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
よ
り
も
前
の
３
、４
年
生
の
ほ
う
が
よ

り
い
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。さ
ま
ざ
ま
な
こ

と
を
関
連
づ
け
て
考
え
る
抽
象
思
考
が
始

ま
っ
て
か
ら
で
は
な
く
、
事
柄
に
即
し
て
い

ろ
い
ろ
物
事
を
感
じ
た
り
考
え
た
り
す
る
具

象
思
考
の
児
童
期
の
段
階
で
、英
語
を
使
っ

て
歌
っ
た
り
遊
ん
だ
り
、あ
る
い
は
日
常
的

な
生
活
習
慣
を
英
語
で
表
現
し
て
み
る
と

小学校教育の早い時期に「もう一つの言語」を学習することが必要なのです。（松川）

教
科
化
さ
れ
る
英
語
に
ど
う
取
り
組
む
？
─

外
国
語
活
動
と
教
科「
英
語
」

そ
れ
ぞ
れ
の
良
さ
を
生
か
す

れ
ま
し
た
し
、こ
れ
か
ら
は
外
国
人
労
働
者

が
さ
ら
に
増
え
て
く
る
で
し
ょ
う
。

　
こ
う
い
っ
た
時
代
に
、「
単
一
民
族
、
単
一

言
語
」と
い
っ
た
こ
と
を
ベ
ー
ス
と
し
た
こ
れ

ま
で
の
教
育
は
変
わ
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん

し
、む
し
ろ
、変
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て

文
化
的
に
豊
か
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

そ
の
突
破
口
の
一
つ
が
、「
英
語
」で
あ
る
と

思
い
ま
す
。

梶
田
　
そ
う
で
す
ね
。グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対

応
し
て
い
く
な
か
で
、文
化
的
に
豊
か
な
社

会
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
や
、
子
ど
も
た
ち

が
知
的
に
も
っ
と
豊
か
に
な
っ
て
い
く
と
い

う
、そ
ち
ら
の
方
向
で
も
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

松
川
　
母
語
以
外
の
言
葉
を
学
ぶ
こ
と
は
、

文
化
や
言
語
の
多
様
性
と
い
う
も
の
に
、

目
が
開
か
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り

ま
す
。ク
ラ
ス
に
外
国
を
ル
ー
ツ
に
も
つ
子

ど
も
が
い
る
と
き
、そ
の
子
が
英
語
を
話
せ

る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
外
国
人
だ
か
ら
と

い
っ
て
英
語
が
母
語
の
人
ば
か
り
で
は
な
い

か
ら
で
す
。こ
う
い
っ
た
こ
と
も
子
ど
も
た
ち

は
、実
際
に
体
験
し
て
み
て
は
じ
め
て
わ
か

る
わ
け
で
す
。そ
う
い
っ
た
意
味
で
新
た
な

時
代
へ
急
速
に
移
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。まつかわ　れいこ＊1948年諏訪市に生まれる。東京大学大学院教育学研究

科修士課程修了、同博士課程中退。岐阜大学教育学部教授、同大学生涯
学習教育研究センター長、同大学評議員、同大学教育学部附属カリキュラム
開発研究センター長、同大学教育学部副学部長を歴任し2007年同大学を
退職、同大学名誉教授。同年岐阜県教育委員会教育長に就任。教育長職
を11年間務め2018年満期退職。同年岐阜女子大学・大学院学長に就任。
前文部科学省英語教育の在り方に関する有識者会議座長代理。著書に『明
日の小学校英語教育を拓く』『小学校に英語がやってきた！』（アプリコット出
版）、『小学校英語活動を創る』（高陵社書店）、『小学校ではじめて英語を教え
る先生のための教室英語ガイド』監修 （旺文社）、『英語科教育法』分担執筆

（明治図書）、『ニューサンシャイン英和辞典』共著（開隆堂出版）など多数。
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い
っ
た
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
思
春

期
に
入
っ
て
か
ら
は
そ
れ
を
整
理
し
て
、
文

法
的
な
要
素
も
入
れ
て
い
く
と
い
う
の
が
自

然
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

松
川
　
そ
う
で
す
ね
。そ
し
て
、小
学
校
で

４
年
を
か
け
て
蓄
積
し
た
も
の
が
中
学
校
で

花
開
い
て
い
き
ま
す
の
で
、お
そ
ら
く
中
学

校
の
英
語
教
育
は
こ
れ
か
ら
か
な
り
レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
し
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

そ
の「
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
」と
は
、難
し
く
な
る

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
中
学
生
の
知
的

レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
も
の
と
い
う
意
味
で
す
。

梶
田
　
小
学
生
、
中
学
生
、
高
校
生
の
、
そ

れ
ぞ
れ
の
知
的
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
形
で
英
語

教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
意
味
で
す
ね
。

　
か
つ
て
の
英
語
の
授
業
は
、英
語
を
日
本

語
を
介
し
て
学
ぶ
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。

そ
れ
が
、前
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
で
、

高
校
が
オ
ー
ル
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
で
英
語
の

授
業
を
行
う
よ
う
に
な
り
、今
回
の
改
訂
で

中
学
校
も
そ
う
な
り
ま
し
た
。理
想
を
い
え

ば
小
学
校
高
学
年
も
オ
ー
ル
イ
ン
グ
リ
ッ

シ
ュ
の
ほ
う
が
い
い
わ
け
で
す
。そ
れ
は
、コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
の
習
得
と
い
う

意
味
で
は
、い
ち
い
ち
日
本
語
を
介
さ
な
い

ほ
う
が
ス
ム
ー
ズ
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
す
。

松
川
　
３
、４
年
生
の
外
国
語
活
動
は
、
身

の
回
り
の
こ
と
に
つ
い
て
、
音
声
だ
け
で
や

り
取
り
を
し
ま
す
。「
聞
く
」と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
も
、一
語
一
句
聞
き
取
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、場
面
や

具
体
的
な
も
の
を
提
示
し
な
が
ら
活
動
を

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、流
れ
て
き
た
言
葉
か

ら
、
あ
る
程
度
類
推
し
な
が
ら
聞
き
取
る

─
と
い
う「
イ
ン
プ
ッ
ト
」の
期
間
を
か

な
り
多
く
と
り
ま
す
。は
じ
め
か
ら
、教
師

の
モ
デ
ル
に
続
い
て
い
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、

十
分
に
イ
ン
プ
ッ
ト
を
浴
び
て
、子
ど
も
た

ち
が「
自
分
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て

み
た
い
」と
い
う
意
欲
を
も
っ
た
と
こ
ろ
で

発
音
さ
せ
て
み
る
わ
け
で
す
。は
じ
め
の
う

ち
は
、自
分
が
い
い
た
い
こ
と
の
ポ
イ
ン
ト
と

な
る
言
葉
以
外
の
部
分
、例
え
ば
主
語
だ
と

か
、
be
動
詞
だ
と
か
は
あ
や
ふ
や
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
が
、そ
の
段
階

か
ら
完
全
な
セ
ン
テ
ン
ス
を
求
め
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
あ
や
ふ
や
な
ま
ま
で
も
よ
し

と
す
る
期
間
を
十
分
に
と
っ
て
あ
げ
る
わ
け

で
す
。そ
れ
が
５
、６
年
生
に
な
っ
て
文
字
化

し
た
英
語
に
ふ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
、

「
あ
あ
、こ
う
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
た
の
か
」

と
い
う
こ
と
の
理
解
に
つ
な
が
り
ま
す
。
文

法
と
い
う
も
の
は
、
は
じ
め
か
ら
明
示
的
、

演
繹
的
に
教
え
ら
れ
る
と
ど
う
し
て
も
抵
抗

を
感
じ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、十
分
に
音

で
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
を
文
字
で
示
さ
れ
る

と
理
解
し
や
す
い
。
同
時
に
、
英
語
の
文
構

造
に
即
し
た
形
で
、自
分
で
も
文
を
つ
く
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。こ
れ
ら

の
段
階
に
十
分
に
時
間
を
か
け
、ゆ
っ
く
り

と
取
り
組
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
に
、小
学

校
で
の
英
語
の
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
昔
は
、と
に
か
く
単
語
を
指
示
さ
れ
た
通

り
何
回
も
書
い
て
丸
暗
記
す
る
と
い
っ
た

こ
と
を
や
り
ま
し
た
よ
ね
。そ
れ
が
必
要
な

場
面
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、そ
れ
を

半
ば
強
制
的
に
行
う
の
で
は
な
く
、十
分
な

時
間
を
と
っ
て
慣
れ
親
し
ん
で
い
く
中
で
、

ど
れ
く
ら
い
練
習
す
れ
ば
身
に
つ
く
の
か
を

自
分
で
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、見
通

し
を
立
て
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
に
つ
な

が
り
ま
す
。そ
れ
は
、
自
立
的
な
学
習
者
を

育
て
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
し
、外
国
語
の

学
び
方
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、と

て
も
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
感
じ
ま
す
。

　
昔
は
、
例
え
ば「
旅
行
用
英
会
話
」の
本

に
あ
る
よ
う
な
Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
の
や
り
取

り
を
丸
暗
記
す
る
学
習
を
行
っ
て
い
た
わ
け

で
す
が
、そ
れ
だ
け
で
は
本
当
に
会
話
が
で

き
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。い
ま
５
、

６
年
生
で
行
っ
て
い
る
会
話
の
学
習
は
、あ

る
程
度
即
興
性
を
重
視
し
て
い
ま
す
。こ
れ

ま
で
の
４
技
能
で
は「
話
す
」は
一
つ
で
し
た

が
、今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
や
り
取

り
」と「
発
表
」の
二
つ
の
領
域
に
分
け
て
い

ま
す
。そ
の「
や
り
取
り
」と
は
、あ
ら
か
じ

め
決
ま
っ
て
い
る
Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
の
会
話

を
練
習
す
る
だ
け
で
な
く
、相
手
が
い
っ
た

こ
と
に
う
ま
く
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
す
る
と
い
っ

た
、自
然
な
や
り
取
り
に
近
い
こ
と
を
多
く

行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
す
ば

ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
移
行
期
間
用
に
文
部
科
学
省
が
作
っ
た

Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
見
て
み
る
と
、必
ず
し
も
英
語
の

ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ス
ピ
ー
カ
ー
で
は
な
い
人
々

も
登
場
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
な
ど
に
つ
い

あやふやでもよしとする段階に時間をかけることに、意味があると思います。（松川）

教育ほっとにゅーす

教
科
化
さ
れ
る
英
語
に
ど
う
取
り
組
む
？
─

発
達
段
階
に
応
じ
た

英
語
教
育
が
大
切
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て
英
語
で
話
し
て
い
ま
す
。た
と
え
全
部
を

聞
き
取
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
そ
う

い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
英
語
に
ふ
れ
て
お
く
と

い
う
こ
と
は
、と
て
も
意
味
の
あ
る
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。

梶
田
　
今
日
の
お
話
で
、こ
れ
ま
で
の
日
本

の
英
語
教
育
と
今
回
の
小
学
校
で
の
教
科
英

語
と
の
違
い
が
見
え
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

教
科
と
な
っ
た
場
合
、評
価
を
行
う
こ
と
に

な
る
わ
け
で
す
が
、小
学
校
の
英
語
の
評
価

は
ど
う
あ
る
べ
き
だ
と
お
考
え
で
す
か
。

松
川
　
英
語
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、「
評
価
」に
は
二
つ
の
目
的
が
あ
っ
て
、

一
つ
は「
先
生
方
の
指
導
の
改
善
の
た
め
」。

も
う
一
つ
は「
学
習
者
自
身
が
、い
ま
学
び

が
ど
れ
く
ら
い
進
ん
で
い
る
の
か
、こ
れ
か
ら

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
を
自
覚
す
る
た
め
」

で
あ
る
わ
け
で
す
。

　
そ
れ
を
踏
ま
え
て
小
学
校
の
英
語
の
評
価

が
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
考
え
て
み
る
と
、教

科
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
い
き
な
り
ペ
ー

パ
ー
テ
ス
ト
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。３
、４
年
生

の
外
国
語
活
動
と
同
じ
よ
う
に
、５
、６
年
生

の
教
科
英
語
で
も
、パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価

が
中
心
に
な
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
基
本

的
な
こ
と
で
す
が
、授
業
中
に
丁
寧
に
観
察

し
た
り
、振
り
返
り
カ
ー
ド
を
点
検
し
た
り

す
る
こ
と
か
ら
、
評
価
を
行
っ
て
い
く
こ
と

に
な
る
と
思
い
ま
す
。例
え
ば「
話
す
こ
と
」

に
つ
い
て
は
、「
単
語
だ
け
で
話
し
て
い
た

の
が
多
少
文
章
的
に
な
っ
て
き
た
」と
か
、

「
文
法
的
に
は
間
違
い
が
残
っ
て
い
る
け
れ
ど

語
順
は
正
し
く
話
す
こ
と
が
で
き
た
」
と

い
っ
た
こ
と
を
進
歩
と
み
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
し
ょ
う
。
子
ど
も

た
ち
も
、「
が
ん
ば
り
ま
し
た
ね
」と
い
っ
た

情
緒
的
な
評
価
だ
け
で
は
な
く
、自
分
は
何

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
具
体
的
に

示
し
て
も
ら
い
た
い
ん
で
す
ね
。

　
ま
た
、評
価
の
観
点
に
つ
い
て
も
、い
わ
ゆ

る
英
語
の
技
能
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
今

日
話
題
に
出
て
い
た
よ
う
な
、英
語
を
通
じ

た
文
化
の
多
様
性
に
つ
い
て
の
気
づ
き
と

い
っ
た
こ
と
も
含
ま
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　
英
語
も
他
教
科
と
同
じ
よ
う
に
三
つ
の
観

点
に
も
と
づ
い
た
評
価
を
行
う
わ
け
で
す
。

英
語
だ
か
ら
と
い
っ
て
特
別
な
評
価
、技
能

を
数
値
化
す
る
評
価
と
い
っ
た
こ
と
を
過
度

に
意
識
す
る
の
で
は
な
く
、進
歩
を
進
歩
と

し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
目
を
先
生
方
に

も
も
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
の
評

価
に
よ
っ
て
子
ど
も
自
身
も
自
分
の
進
歩
を

自
覚
で
き
る
よ
う
な
評
価
を
工
夫
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

梶
田
　
本
当
に
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

英
語
教
育
の
新
し
い
展
開
を
一
つ
の
バ
ネ
と

し
て
、日
本
社
会
の
本
格
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化

が
進
ん
で
い
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　小学校の英語が、さまざまな意味で特別な教科ではな
いのだということをあらためて感じました。理想をいえば
きりがないわけですが、言語とはコミュニケーションのツ
ールなのだということに立ち返ったうえで、小学校では何
をどう教えていくのかを考えることが大切でしょう。
　また、今年１年間で子どもたちをどこまで進歩させるの
かということを、できるだけ具体的に先生方ご自身が認
識することが大切だという点では、他の教科と同じだと思
います。
　本稿には収録できませんでしたが、小学校の英語教育
ではもっとＩＣＴ機器を活用し、世界中の人々とのコミュ
ニケーションを子どもたちに体験させてほしいと松川先
生はおっしゃっていました。子どもたちだけでなく先生方
ご自身もそういったことにどんどんチャレンジすること
で、小学校の英語はさらに生きたものになっていくのでは
ないでしょうか。

文化の違う人たちとも
気持ちを伝え合い、
相談し合える英語力を

カジタは
カンジタ！

日本社会も、英語教育の新たな展開をバネにしてほしいですね。（梶田）

教
科
化
さ
れ
る
英
語
に
ど
う
取
り
組
む
？
─

子
ど
も
の
発
達
を

き
ち
ん
と
評
価
し
て
ほ
し
い
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「
学
校
教
育
は
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
未
来

を
、そ
し
て
我
々
の
社
会
の
将
来
を
創
る
仕
事

で
あ
り
、そ
れ
を
責
任
を
持
っ
て
担
う
存
在
こ

そ
教
師
で
あ
る
、と
い
う
原
点
に
、教
師
個
々

人
が
、そ
し
て
社
会
全
体
が
、も
う
一
度
き
ち

ん
と
立
ち
返
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」（
ま
え
が
き
か
ら
）

─
梶
田
先
生
の
思
い
を
こ
の一書
に
。

現
役
の
先
生
方
は

も
ち
ろ
ん
教
員
志
望
の

学
生
さ
ん
も
、是
非
！


