
6

一　

第
三
の
情
報
源

　

教
師
は
学
習
者
に
、
日
常
生
活
に
お
い
て
「
も
の

を
考
え
る
」
場
合
に
は
、
目
的
に
応
じ
て
で
き
る
だ

け
情
報
を
集
め
、
多
角
的
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て

欲
し
い
と
願
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
情
報
収
集
力
を

身
に
つ
け
る
学
習
を
計
画
的
に
組
織
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

　

一
方
で
、
実
際
の
授
業
で
は
、
教
材
な
ど
に
提
示

さ
れ
て
い
る
情
報
と
の
関
係
を
よ
り
深
め
、
普
段
考

え
も
し
な
い
よ
う
な
話
題
に
対
し
て
も
し
っ
か
り
と

真
剣
に
考
え
て
欲
し
い
と
も
願
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
提

示
し
た
情
報
と
学
習
者
の
知
識
や
経
験
と
を
結
び
つ

け
よ
う
と
躍
起
に
な
る
。
気
が
付
け
ば
授
業
の
大
半

が
そ
の
作
業
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
提
示
さ
れ
た
情

報
と
自
分
と
の
関
係
に
目
が
向
く
と
こ
ろ
で
タ
イ
ム

ア
ッ
プ
と
な
っ
て
、
考
え
さ
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
力
が

及
び
に
く
い
。

　

②
は
、
学
校
の
授
業
で
提
示
さ
れ
た
情
報
を
操
作

し
て
物
事
を
考
え
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
考

え
る
目
的
が
持
て
な
い
と
き
は
考
え
る
必
然
性
が
な

い
た
め
、考
え
よ
う
と
し
な
い
学
習
者
が
出
て
く
る
。

ま
た
、
提
示
さ
れ
た
情
報
に
対
す
る
理
解
が
浅
か
っ

た
り
、
自
分
と
の
関
係
が
薄
か
っ
た
り
す
る
と
、
適

当
に
考
え
る
学
習
者
が
出
て
く
る
。

　

つ
ま
り
、
①
は
狭
く
偏
り
が
あ
る
し
、
感
情
的
に

扱
い
や
す
い
。
②
は
自
分
と
の
関
係
が
見
出
し
に
く

く
、
十
分
な
理
解
も
得
ら
れ
て
い
な
い
。
現
在
の
中

学
生
が
「
も
の
を
考
え
る
」
場
合
、
お
そ
ら
く
こ
の

ど
ち
ら
か
に
当
て
は
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
、
な
か
な

か
考
え
る
力
が
身
に
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
こ
で
、
第
三
の
情
報
源
と
し
て
、「
自
分
の
調

べ
た
情
報
」
を
学
習
者
に
持
た
せ
て
か
ら
考
え
る
学

習
に
入
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

　

情
報
収
集
を
通
し
て
、
①
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
り

広
が
っ
た
り
す
る
し
、②
へ
の
理
解
も
深
め
ら
れ
る
。

自
分
の
調
べ
た
情
報
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
話

題
に
対
し
て
多
角
的
な
観
点
が
形
成
さ
れ
、
自
己
関

与
度
も
高
ま
り
を
見
せ
る
は
ず
で
あ
る
。

二　

考
え
方
の
学
習
よ
り
大
切
な
も
の

　

次
に
、
ど
の
よ
う
に
情
報
を
操
作
す
る
の
か
と
い

う
点
が
あ
る
。

　

物
事
の
特
徴
を
捉
え
る
た
め
に
比
較
す
る
、
複
数

の
出
来
事
を
並
べ
て
考
え
る
こ
と
で
共
通
す
る
一
般

　
「
も
の
を
考
え
る
」
行
為
を
捉
え
る
一
つ
の
観
点

と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
情
報
を
操
作
す
る
の
か
と
い

う
点
が
あ
る
。
こ
の
観
点
で
授
業
の
中
で
学
習
者
が

操
作
し
て
い
る
情
報
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
か
を
捉
え
る
と
、お
そ
ら
く
次
の
二
つ
に
な
る
。

　

①
自
分
の
経
験
や
知
識

　

②
教
材
や
教
師
か
ら
提
示
さ
れ
た
情
報

　

①
は
、
私
た
ち
が
日
常
生
活
の
中
で
も
の
を
考
え

る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
自
分
の
経
験
し
た
こ

と
や
知
っ
て
い
る
こ
と
を
操
作
し
て
物
事
を
考
え
る

の
で
、
知
識
や
経
験
の
偏
り
が
あ
れ
ば
、
当
然
考
え

た
結
果
も
偏
り
が
生
じ
る
。
ま
た
、
考
え
る
方
法
自

体
が
し
っ
か
り
と
身
に
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
、
し
っ

か
り
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
（
さ
ら
に
、
話
題

に
よ
っ
て
は
あ
ま
り
学
習
者
の
経
験
や
知
識
を
持
ち

込
ま
な
い
方
が
よ
い
も
の
も
あ
る
）。
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性
を
導
く
、
等
の
思
考
の
道
筋
は
、
論
説
文
教
材
な

ど
で
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
教
材
を
用

い
て
学
習
者
に
思
考
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め

に
、
指
導
者
の
多
く
は
次
の
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏

む
。

１　

 

教
材
に
記
さ
れ
て
い
る
思
考
の
道
筋
に
目
を
向

け
、
そ
の
効
果
や
意
味
を
理
解
さ
せ
る
。

２　

 

話
題
を
変
え
て
、
学
習
し
た
思
考
の
道
筋
を
使

わ
せ
る
。

３　

 

自
分
の
考
え
た
道
筋
を
よ
り
明
ら
か
な
も
の
に

す
る
た
め
に
表
現
学
習
を
行
わ
せ
る
。

　

こ
の
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
は
、
確
か
に
思
考
力
が
形

成
さ
れ
て
い
く
道
筋
に
対
応
し
て
い
る
の
で
効
果
的

な
学
習
の
連
続
性
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
学
習
を
重
ね
て
み
て
も
、
普
段
の
学
習
者
の

思
考
力
が
向
上
し
た
姿
は
な
か
な
か
見
ら
れ
な
い
の

が
実
情
で
あ
る
。

　

な
ぜ
か
？　

も
う
一
度
、
私
た
ち
が
も
の
を
考
え

る
時
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
み
る
。

　

他
人
か
ら
求
め
ら
れ
る
場
合
で
は
な
く
自
分
で
も

の
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
出
発
点
は
「
問
い
」
な
の

で
あ
る
。
問
い
を
出
発
点
に
し
た
「
自
己
内
対
話
」

が
も
の
を
考
え
る
こ
と
だ
と
し
た
ら
、
先
に
挙
げ
た

三
つ
の
学
習
だ
け
で
は
、
学
習
者
は
「
考
え
始
め
る

こ
と
」自
体
の
学
習
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

日
常
生
活
の
中
で
の
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
や
、
学
習

の
中
で
提
示
さ
れ
る
様
々
な
情
報
に
対
し
て
様
々
な

問
い
を
持
つ
こ
と
は
、
興
味
関
心
の
問
題
で
も
あ
る

が
、
や
は
り
能
力
的
な
側
面
が
強
い
。
つ
ま
り
、
学

習
の
中
に
考
え
る
場
面
を
構
想
す
る
こ
と
以
上
に
、

日
々
の
授
業
の
中
で
、
様
々
な
発
問
を
与
え
る
こ
と

で
、「
考
え
始
め
る
力
」
を
育
成
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

　

左
上
の
表
を
基
に
、
自
身
の
授
業
で
ど
れ
く
ら
い

多
角
的
な
問
い
を
学
習
者
に
投
げ
か
け
て
い
る
か
を

捉
え
て
欲
し
い
。
思
考
力
は
モ
ノ
か
ら
学
ぶ
側
面
と

人
か
ら
学
ぶ
側
面
と
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
重
要
な
側

面
で
あ
る
。

三　

お
わ
り
に

　

今
回
は
、
個
人
思
考
に
関
す
る
学
習
に
つ
い
て
触

れ
た
。
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
も
う
一
方
の
集
団
思

考
に
関
す
る
学
習
に
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
が
、
思
考
力
を
育
成
す
る
学
習
を
構
想
す
る
際
に

は
、
両
者
を
効
果
的
に
学
習
過
程
に
配
置
す
る
必
要

が
あ
る
。

ま
つ
と
も　

か
ず
お　

福
井
大
学
助
教
授
。
現
在
、
福
井
県

周
辺
の
小
学
校
や
中
学
校
で
「
対
話
型
学
習
」
へ
の
取
り
組

み
を
続
け
る
。
ま
た
、
サ
イ
ト
を
立
ち
上
げ
て
学
校
現
場
へ

の
多
角
的
な
情
報
支
援
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

（http://w
w
w
.jle-labo.com

/

）

発問の目的 発問の形態

一
般
的
・
包
括
的

概念の説明 a  なぜか、説明してください。
b  どのようにするのか説明してく
ださい。（どのくらい、どんな
状態なのか）
c なぜ、～が大切なのですか？

既有知識や経
験の活性化と
利用

d  ～について、よく知っています
か？
e  以前習ったこととどのように関
係していますか？

具
体
的
・
分
析
的

比較と対照 f  ～の長所と短所は何ですか？
g  ～とからの違いは何ですか？
h  ～と～はどのように同じなので
すか？
i  ～について、～と～を比較して
ください。

推論 j  もし～なら、何が起こります
か？
k  ～の原因は何だと考えますか？

関係性の分析 l  ～は～に、どのような影響を与
えますか？
m  ～は～に、どのようなことをも
たらしますか？

応
用
的

例を作る n  例を挙げて説明してください。
o  他に似たような例はないです
か？

アイデアの
統合

p  この問題を解決する方法はあり
ますか？
q  今までの意見をまとめるとどう
なりますか？

評価・判断 r  最も良いのは何ですか？
s  なぜそれが最も良いのですか？
t  ○○君の意見に賛成ですか？
　反対ですか？
　またその理由は何ですか？

（King.A.1992 Facilitating elaborative learning through guided 
student-generated questioning, Educational psychologist 27,111-126の
表を松友が改めたもの）


