
　
二
〇
二
〇
年
、
コ
ロ
ナ
禍
で
急
激
に
加
速
し
た

G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
構
想
。
令
和
の
時
代
、
一
人
一

台
端
末
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
る
よ
う
に
、
学
校
環

境
も
急
激
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
先
行
き
の
見
え
な

い
、
予
測
困
難
な
社
会
で
生
き
抜
く
子
ど
も
た
ち
を

育
て
て
い
く
た
め
に
、
私
た
ち
教
員
に
も
変
化
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
今
回
は
一
人
一
台
端
末
の
強
み
を

生
か
し
た
授
業
を
し
て
い
く
た
め
の
最
初
の
段
階
と

し
て
の
実
践
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
端
末
の
導
入
期
に
お
い
て
大
切
に
な
る
の
は
、

「
使
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
気
持
ち
で
あ
る
。
導
入

期
で
背
伸
び
を
し
過
ぎ
て
し
ま
う
と
先
生
方
の
教
材

研
究
も
追
い
つ
か
ず
、
ま
た
、
端
末
操
作
が
苦
手
な

生
徒
も
学
習
が
嫌
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ

る
。
一
人
一
台
端
末
の
導
入
期
で
は
、
ア
プ
リ
や
機

能
を
複
雑
に
使
い
こ
な
す
こ
と
は
さ
せ
ず
に
、
端
末

の
機
能
を
シ
ン
プ
ル
に
使
う
授
業
を
心
が
け
る
こ
と

を
オ
ス
ス
メ
し
た
い
。
次
の
例
は
、
ど
れ
も
シ
ン
プ

ル
な
機
能
を
使
っ
た
授
業
で
あ
り
、
誰
で
も
簡
単
に

真
似
が
で
き
る
の
で
、ぜ
ひ
実
践
し
て
み
て
ほ
し
い
。

　
一
年
生
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
で
、
端
末

の
録
画
機
能
を
使
っ
た
実
践
で
あ
る
。
話
し
手
は
相

手
の
反
応
を
踏
ま
え
て
表
現
を
工
夫
し
な
が
ら
発
表

し
た
。
写
真
は
、
撮
影
し
た
発
表
の
様
子
を
発
表
者

が
振
り
返
り
な
が
ら
、
分
か
り
や
す
く
伝
わ
る
よ
う

に
工
夫
し
た
点
に
つ
い
て
、
聞
き
手
と
共
有
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
分
の
発
表
に
つ
い
て
、
客
観

的
に
振
り
返
り
が
で
き
、
成
果
と
課
題
を
明
確
に
す

る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

そんな先生方のために，秀学社国語科通信シリーズをスタートします。

●国語科の授業のアイデアを広げたい！
●具体的な実践事例を知りたい！
●授業の導入に使える小話はないだろうか？

GIGAスクール構想
１人１台端末を効果的に活用した
国語実践

横浜国立大学教育学部附属横浜中学校
土持　知也
つちもち　　とも や

導
入
期
に
お
け
る
一
人
一
台
端
末
を

生
か
し
た
国
語
実
践

相
手
の
反
応
を
踏
ま
え
て
、
分
か
り
や
す

く
伝
わ
る
よ
う
に
表
現
を
工
夫
す
る
単
元
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二
年
生
の
「
書
く
こ
と
」
で
、
W
o
r
d
ソ
フ
ト
を
用
い
た
実

践
で
あ
る
。
こ
の
単
元
で
は
、
学
校
の
宿
泊
行
事
を
振
り
返
る
文

集
の
下
書
き
を
行
っ
た
。
W
o
r
d
ソ
フ
ト
に
は
原
稿
用
紙
設
定

が
あ
り
、
文
集
の
清
書
の
用
紙
と
同
じ
枠
で
、
文
章
を
推
敲
で
き

る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
生
徒
は
自
分
の
文
章
を
何
度
も
読
み
返

し
た
り
、
他
者
の
文
章
を
読
み
、
自
分
の
文
章
に
生
か
し
た
り
、

他
者
か
ら
助
言
を
も
ら
っ
た
り
し
な
が
ら
自
分
の
文
章
を
粘
り
強

く
推
敲
し
て
い
る
姿
が
見
ら
れ
た
。

　
二
年
生
の
書
写
の
授
業
で
は
、
手
本
や
自
分
が
書
い
た
作
品
を

撮
影
し
、
ペ
イ
ン
ト
機
能
を
用
い
て
、
改
善
の
ポ
イ
ン
ト
を
書
き

込
ま
せ
た
。
他
者
か
ら
の
助
言
や
次
回
意
識
し
た
い
ポ
イ
ン
ト
な

ど
を
書
き
込
む
こ
と
で
、
課
題
意
識
を
も
っ
て
学
習
に
取
り
組
ん

で
い
る
様
子
が
見
ら
れ
た
。

　
以
上
の
三
つ
の
実
践
は
使
っ
て
い
る
機
能
に
つ
い
て
は
ど
れ
も

シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
あ
る
。他
に
も
国
語
の
学
習
の「
読
む
こ
と
」

に
お
い
て
は
、
言
葉
か
ら
形
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
も
の
に
つ
い

て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
画
像
を
検
索
す
る
使
い
方
が
考
え
ら
れ

る
。Ｐ
Ｃ
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ど
の
端
末
を
活
用
す
る
際
は
、
あ
く

ま
で
手
段
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
端
末
の
機

能
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
生
徒
の
学
習
が
深
ま
っ
た
り
、
効
果
的

に
学
習
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
た
り
す
る
な
ど
、
目
的
を
達
成

す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
ま
ず
は
先
生
方
が
で
き
る
範
囲
で
取

り
組
ん
で
い
く
こ
と
か
ら
始
め
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　荒川洋平先生の「日本語という外国語」（講談社）を読んでいます。日本語を学ぶ外
国の方々を教えるなかで気づいたことが書かれています。少し紹介しますと，学習者
が日本語を学ぶ際に難しく感じる点の一つは「単語の数が多い」だそうで，日本の大
人の理解語彙は４～５万語，使用語彙は１～1.5万語に対し，フランスやイギリスの使
用語彙は5千語程度なのだそうです。教えるべき単語は基本的な使用語彙（日本語能力
試験のレベルごとに出題単語リストあり）からですが，その際には，コロケーション
（他のどの単語と使われるか：例・傘をさす）とコノテーション（言葉の含む良い悪い
のニュアンス：例・せっかち/手早い）を意識されるそうです。授業のヒントになれば
幸いです。（編集部：大空）

語彙指導の充実〔編集部のつぶやき〕
コクカフェ
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▼役立つ情報を配信します。
　ぜひご登録ください。
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み
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か
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手
段
と
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の
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末
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す
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