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一
　
は
じ
め
に

中
教
審
答
申
「
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
に
つ
い

て
」（
注
）
で
示
さ
れ
た
「
中
学
校
国
語
科
の
改
善
」

に
は
、
以
下
の
叙
述
が
あ
る
。

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」、「
書
く
こ
と
」

及
び
「
読
む
こ
と
」
の
各
領
域
で
は
（
中
略
）、

自
ら
課
題
を
設
定
し
、
基
礎
的
・
基
本
的
な
知

識
・
技
能
を
活
用
し
、
他
者
と
相
互
に
思
考
を

深
め
た
り
ま
と
め
た
り
し
な
が
ら
解
決
し
て
い

く
能
力
の
育
成
を
重
視
す
る
。

他
者
と
相
互
に
思
考
を
深
め
た
り
ま
と
め
た
り
し

な
が
ら
課
題
を
解
決
し
て
い
く
能
力
を
培
う
授
業

が
、
今
ま
さ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

本
稿
で
は
他
者
と
相
互
に
思
考
を
深
め
た
り
ま
と

め
た
り
し
な
が
ら
、
課
題
を
解
決
し
て
い
く
能
力
を

育
成
す
る
授
業
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
現
代
文
の
授

業
実
践
を
基
に
考
察
を
行
う
。

二
　
他
者
と
相
互
に
思
考
を
深
め
た
り
ま
と
め
た

り
し
な
が
ら
、
課
題
を
解
決
し
て
い
く
能
力

を
育
て
る
二
つ
の
手
だ
て

①
「
自
分
の
考
え
」
を
「
言
語
化
」
さ
せ
、「
他
者

と
交
流
」
さ
せ
る
過
程
を
繰
り
返
す
。

他
者
と
相
互
に
思
考
を
深
め
た
り
ま
と
め
た
り
す

る
能
力
を
育
て
る
た
め
に
は
、
下
図
に
示
す
よ
う
な

学
習
過
程
を
経
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。

ま
ず
「
自
分
の
考
え
」
を
ノ
ー
ト
に
「
言
語
化
」

し
た
上
で
、
そ
の
考
え
を
「
交
流
」
し
な
が
ら
、
他

者
の
良
い
考
え
を
書
き
留
め
た
り
（「
言
語
化
」）
他

者
の
考
え
に
コ
メ
ン
ト
を
付
け
た
り
（「
言
語
化
」）

す
る
。

さ
ら
に
、
自
分
が
書
き
留
め
た
メ
モ
や
、
他
者
か

ら
の
コ
メ
ン
ト
を
参
考
に
「
自
分
の
考
え
」
を
再
度

ノ
ー
ト
に
「
言
語
化
」
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
交
流
の
前
後
に
「
自
分
の
考
え
」

を
「
言
語
化
」
さ
せ
る
こ
と
が
、
他
者
と
相
互
に
思

し
て
付
箋
を
用
い
る
こ
と
が
、
他
者
と
相
互
に
思
考

を
深
め
た
り
ま
と
め
た
り
し
な
が
ら
、
課
題
を
解
決

し
て
い
く
能
力
の
育
成
に
つ
な
が
る
。

三
　
実
践
の
概
要
と
考
察

単
元
名
　

「
意
見
文
を
書
こ
う
」（
高
二
・
現
代
文
）

〜
河
合
雅
雄
『
道
具
と
文
化
』
を
読
ん
で
〜

単
元
の
主
な
評
価
規
準

具
体
的
な
論
拠
を
明
確
に
し
た
上
で
、
自
分
の

意
見
を
ま
と
め
て
い
る
（
書
く
能
力
）

学
習
過
程

（
全
十
二
時
間
）

一
次
（
四
時
間
）

筆
者
の
主
張
を
理
解
す
る
。

二
次
（
三
時
間
）

筆
者
の
主
張
に
対
す
る
意
見
文
を
書
く
。

三
次
（
五
時
間
）

良
い
意
見
文
の
条
件
を
考
え
る
。

こ
こ
で
は
、
二
次
に
お
い
て
行
わ
れ
た
意
見
文
の
下

書
き
を
交
流
す
る
場
面
に
つ
い
て
、
生
徒
Ａ
の
ノ
ー

ト
を
基
に
考
察
を
行
う
。

こ
の
生
徒
は
二
時
間
の
学
習
を
、
次
頁
上
段
の
よ

う
に
ノ
ー
ト
二
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
整
理
し
て
い

る
。

順
番
に
た
だ
貼
り
付
け
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、

途
中
か
ら
は
右
に
示

す
よ
う
に
自
分
の
書

い
た
付
箋
を
、
内
容

ご
と
に
分
類
し
て
机

に
貼
り
付
け
て
い
た
。

付
箋
を
用
い
れ
ば
、

こ
の
よ
う
に
一
旦
書

い
た
も
の
を
分
類
整

理
し
て
貼
り
直
す
こ

と
が
で
き
る
。

（
イ
）
他
者
の
考
え
に
対
し
て
、
コ
メ
ン
ト
を
つ
け

る
目
的

他
者
の
考
え
に
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
る
場
合
で
も
、

付
箋
は
有
効
に
機
能
す
る
。

他
者
の
考
え
に
コ
メ
ン
ト
を
書
く
場
合
、
付
箋
に

書
く
方
が
直
接
ノ
ー
ト
に
書
き
込
む
よ
り
も
、
書
く

側
も
書
か
れ
る
側
も
、
抵
抗
感
が
少
な
い
よ
う
だ
。

さ
ら
に
、
他
者
か
ら
も
ら
っ
た
コ
メ
ン
ト
を
自
分

の
ノ
ー
ト
上
で
再
整
理
で
き
る
点
も
良
い
。

（
ア
）
の
場
合
も
、（
イ
）
の
場
合
も
、
集
め
た
情
報

を
ノ
ー
ト
上
で
再
整
理
で
き
、
次
の
学
習
に
生
か
す

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
、
付
箋
に
は
大
き
な
効

用
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
交
流
を
行
う
た
め
の
ツ
ー
ル
と

考
を
深
め
た
り
ま
と
め
た
り
し
な
が
ら
、
課
題
を
解

決
し
て
い
く
能
力
の
育
成
に
つ
な
が
る
。

②
他
者
と
の
交
流
を
行
う
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し

て
、
付
箋
を
用
い
る
。

本
実
践
で
は
、
他
者
と
の
交
流
を
有
効
に
行
う
た

め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
付
箋
を
用
い
た
。
付
箋
を
用
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
交
流
時
に
思
い
浮
か
ん
だ
こ
と

を
、
す
ぐ
に
書
き
留
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

付
箋
は
以
下
の
目
的
で
使
用
し
た
。

（
ア
）
自
分
に
と
っ
て
参
考
に
な
る
考
え
を
メ
モ
す

る
目
的

右
の
写
真
は
、
他
者
の
ノ
ー
ト
を
読
ん
で
、
参
考

に
な
る
考
え
を
付
箋
に
メ
モ
し
て
い
る
場
面
の
も
の

で
あ
る
。
書
か
れ
た
メ
モ
は
順
次
、
左
の
写
真
の
よ

う
に
、
机
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
く
。

こ
の
写
真
の
生
徒
は
、
最
初
の
段
階
で
は
書
い
た

付箋を内容ごとに分類して、机に貼り付けている

自分にとって参考になる考えをメモする生徒

「考え」を「交流」しながら，良い
意見をもらったり、コメントを書
いたりする（「言語化」）

「自分の考え」を　　　　
　　　　ノートに「言語化」

他者のノートや他者からのコメン
トを参考に「自分の考え」を再度
「言語化」

「
言
語
化
」
し
た
「
自
分
の
考
え
」
を

「
交
流
さ
せ
る
」



左
は
自
分
の
意
見
文
に
対
す
る
他
者
か
ら
の
コ
メ

ン
ト
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
部
分

で
あ
る
。
他
者
の
意
見
を
基
に
、
自
分
の
意
見
を
振

り
返
っ
て
い
る
こ
と
が
叙
述
か
ら
分
か
る
。

他
者
と
相
互
に
思
考
を
深
め
た
り
ま
と
め
た
り
し

な
が
ら
、
課
題
を
解
決
し
て
い
く
能
力
を
育
て
る
た

め
に
は
、
交
流
の
後
に
、
再
度
自
分
の
考
え
を
言
語

化
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

四
　
お
わ
り
に

下
の
記
述
は
、
こ
の
授
業
を
行
っ
た
後
に
生
徒
が

書
い
た
学
習
の
振
り
返
り
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、

○
分
か
り
や
す
い
文
章
を
書
き
た
い
と
い
う
意
欲
が

わ
い
て
き
た
こ
と

○
他
者
の
文
章
構
成
が
大
変
参
考
に
な
っ
た
こ
と
。

○
他
者
と
交
流
し
な
が
ら
課
題
を
解
決
し
て
い
く
こ

と
が
、
有
効
か
つ
重
要
で
あ
る
こ
と
。

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
他
者
と
相
互
に
思
考
を
深
め

た
り
ま
と
め
た
り
し
な
が
ら
、
課
題
を
解
決
し
て
い

く
能
力
を
育
て
る
こ
と
の
重
要
性
を
こ
の
生
徒
記
述

が
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
能
力
の
育
成
は
国
語
科
だ
け
の
課
題

で
は
な
く
、
全
教
科
の
課
題
で
あ
る
こ
と
は
新
学
習

指
導
要
領
の
方
向
性
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

今
後
、
更
な
る
研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
。

（
注
）
平
成
二
十
年
一
月
十
七
日
　
中
央
教
育
審
議
会
「
幼
稚

園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の

学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
に
つ
い
て
」（
答
申
）
よ
り
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Ⅰ
　
前
時
ま
で
の
学
習
を
生
か
し
て
作
っ
た
意
見
文

こ
の
生
徒
は
筆
者
の
主
張
に
対
す
る
自
分
の
意
見

を
述
べ
る
と
い
う
本
時
の
目
標
に
基
づ
い
て
、
人
間

と
動
物
の
違
い
を
ノ
ー
ト
上
に
整
理
し
た
上
で
、
ノ

ー
ト
左
部
分
に
自
分
の
意
見
を
展
開
し
た
。

他
者
と
相
互
に
思
考
を
深
め
た
り
ま
と
め
た
り
し

な
が
ら
、
課
題
を
解
決
し
て
い
く
能
力
を
育
て
る
た

め
に
、
ま
ず
は
、
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
考
え
た
自
分

の
考
え
を
ノ
ー
ト
に
書
か
せ
る
（
自
分
の
考
え
の
言

語
化
）
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

Ⅱ
　
ノ
ー
ト
の
回
覧

次
に
、
ク
ラ
ス
全
体
で
ノ
ー
ト
を
回
覧
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
意
見
の
交
流
を
行
っ
た
。

本
実
践
で
は
付
箋
を
用
い
て
、

○
他
者
の
意
見
文
に
書
か
れ
た
参
考
に
な
る
考
え

○
他
者
の
意
見
文
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

の
二
点
を
言
語
化
さ
せ
た
。

他
者
と
相
互
に
思
考
を
深
め
た
り
ま
と
め
た
り
し

な
が
ら
、
課
題
を
解
決
し
て
い
く
能
力
を
育
て
る
た

め
に
は
、
交
流
の
過
程
で
思
い
浮
か
ん
だ
考
え
を
言

語
化
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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Ⅲ
　
回
覧
後
に
再
度
「
自
分
の
意
見
」
を
ノ
ー
ト
に

書
か
せ
た
場
面
の
叙
述

左
は
、
他
者
の
ノ
ー
ト
に
書
か
れ
た
意
見
を
読
ん

で
考
え
た
こ
と
を
ノ
ー
ト
上
に
整
理
し
て
い
る
部
分

の
抜
粋
で
あ
る
。
交
流
を
通
し
て
考
え
た
こ
と
を
ノ

ー
ト
に
整
理
し
て
い
く
過
程
で
、
生
徒
一
人
ひ
と
り

の
課
題
に
対
す
る
考
え
が
ま
と
ま
っ
て
い
く
。

こ
こ
で
は
、
他
者
の
ノ
ー
ト
を
読
ん
で
考
え
た
こ

と
、
他
者
か
ら
も
ら
っ
た
コ
メ
ン
ト
を
基
に
、
再
度

自
分
の
意
見
を
ノ
ー
ト
に
書
か
せ
た
。

他
者
の
意
見
文
を
読
ん
で
、
自
ら
の
思
考
を
深
め

て
い
る
こ
と
が
「『
本
当
に
そ
う
？
』
っ
て
思
う
」

な
ど
の
ノ
ー
ト
記
述
か
ら
分
か
る
。

左
①
の
部
分
に
は
、
前
時
ま
で
の
学
習
を
生
か
し

て
意
見
文
を
書
い
て
い
る
。

②
の
部
分
に
は
、
ノ
ー
ト
回
覧
時
に
他
者
が
貼
り

付
け
て
く
れ
た
コ
メ
ン
ト
を
内
容
ご
と
に
分
類
し
て

貼
り
付
け
た
上
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
考
え
を
、
付

箋
を
貼
り
付
け
た
下
に
書
い
て
い
る
。

下
段
③
の
部
分
は
、
ノ
ー
ト
回
覧
中
に
他
者
の
意

見
文
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
「
言
語
化
」
し
た
も

の
。
④
の
部
分
に
は
、
ノ
ー
ト
回
覧
を
通
し
て
学
ん

だ
こ
と
を
基
に
再
度
意
見
文
を
作
成
し
て
い
る
。

以
下
、
ノ
ー
ト
の
叙
述
を
詳
細
に
見
て
み
よ
う
。

こ
の
生
徒
は
、
筆
者
の
「
道
具
は
地
獄
へ
の
道
作
り
の
具
と
な
る
」
と

い
う
表
現
の
意
味
を
、
「
道
具
」
が
「
戦
争
」
に
用
い
ら
れ
た
り
す
る

こ
と
だ
と
解
釈
し
た
上
で
、
筆
者
の
主
張
に
共
感
す
る
意
見
文
を
展
開

し
て
い
る
。 本

時
の
目
標

前
時
の
学
習
を
も
と
に
「
人
間
」
と
、

「
動
物
」
と
の
違
い
を
整
理
し
て
い
る

ノートを回覧しながら、
・参考になる考え
・コメント
を付箋に書き込んでいる生徒たち

「
道
具
の
本
来
の
目
的
・

意
味
を
見
直
す
・
考
え

る
」
と
い
う
よ
う
な
意
見

が
多
か
っ
た
。
で
も
「
本

当
に
そ
う
？
」
っ
て
思

う
。
「
見
直
し
た
だ
け
で

終
わ
る
。
」
私
は
そ
ん
な

気
が
す
る
。

ノート回覧中に、付箋に
自分が書いた多くの記述
の中から、「道具本来の
目的を見直すことが大
切」に◎、「道具本来の意
味を考える」に、○をして
いる。
他者の意見文に書かれて
いた上記の内容に対する
疑問と意見が、このよう
に書かれている。

　自分の意見文に対して肯定的なコ
メントが書かれていた付箋を、ここ
に貼り付けている。
　この生徒は、「地獄への道作りの
道具となる」という筆者の表現の意
味を「戦争」という具体例を用いて
説明した。この点について、クラス
メートの複数からほめられている。

自分の意見文に対して否定的なコ
メントが書かれていた付箋をここに
貼り付けている。
「筆者の主張に賛成なのか反対な
のかがわかりづらい」ことを指摘さ
れている。

上段に貼られた肯定的なコメン
ト、下段に貼られた否定的なコ
メントをもとに考えたことを、
記している。
これを受けて、再度意見文の作
成に取りかかった。

①
前
時
ま
で
の
学

　

習
を
生
か
し
て

　

意
見
文
を
書
い

　

て
い
る

④
ノ
ー
ト
回
覧
を
通

　

し
て
学
ん
だ
こ
と

　

を
も
と
に
再
度
意

　

見
文
を
作
成

③
こ
の
付
箋
は
、
ノ
ー
ト
回
覧
中
に
他
者
の
意
見
文
を
読
ん

で
、
考
え
た
こ
と
を
「
言
語
化
」
し
た
も
の
。
自
分
の
ノ
ー

ト
が
帰
っ
て
き
た
際
に
、
自
分
の
ノ
ー
ト
に
貼
り
付
け
、
そ

の
内
容
に
つ
い
て
の
ふ
り
返
り
を
も
と
に
書
い
て
い
る

②
こ
の
付
箋
は
、
回
覧
時
に
も
ら
っ
た
自
分
の
意
見
文
に
対

す
る
他
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
。
こ
れ
を
分
類
し
て
貼
っ
た

う
え
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
考
え
を
付
箋
の
下
部
分
に

「
言
語
化
」
し
て
い
る


