
学力の根幹は言葉の力
もっと“使える国語”を目指して！

コレだけは知っておきたい！　教育NEWS

語彙力アップ

語
彙
の
量
と
質
の
違
い
で

学
力
に
大
き
な
差
が
！

　

国
語
力
の
ベ
ー
ス
と
な
る
の
は
、
言
葉
の
量
、
す
な
わ
ち

「
語
彙
力
」
で
す
。
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
国
語

の
重
点
事
項
の
ひ
と
つ
が
「
語
彙
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は

ご
存
じ
で
す
か
？ 

　

左
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
４
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
新
学

習
指
導
要
領
の
解
説
で
、「
学
習
内
容
の
改
善
・
充
実
」
の

一
番
目
に
示
さ
れ
て
い
る
の
が
「
語
彙
指
導
の
改
善
・
充
実
」

で
す
。「
小
学
校
低
学
年
の
学
力
差
の
大
き
な
背
景
に
語
彙

の
量
と
質
の
違
い
が
あ
る
」
と
中
教
審
で
指
摘
さ
れ
た
こ
と

を
受
け
、
語
彙
を
充
実
さ
せ
、
す
べ
て
の
教
科
等
に
お
い
て

基
盤
と
な
る
言
語
能
力
を
支
え
て
ほ
し
い
、
と
い
う
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
か
で
も
重
要
な
の
は
、「
理
解
語
彙
」
か
ら
「
使
用
語
彙
」

へ
の
転
換
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
小
学
校
１
・
２

年
生
で
も
、
上
の
学
年
の
漢
字
が
読
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
を
使
っ
て
「
文
を
書
き
な
さ
い
」
と
な
る
と
、

そ
う
簡
単
に
は
い
き
ま
せ
ん
。「
読
め
る
」「
知
っ
て
い
る
」

だ
け
で
な
く
、「
書
け
る
」「
意
味
が
わ
か
る
」「
そ
の
言
葉

を
使
っ
て
話
す
こ
と
が
で
き
る
／
書
く
こ
と
が
で
き
る
」
と

な
っ
て
こ
そ
「
語
彙
力
」
が
あ
る
、
と
言
え
る
の
で
す
。

　

国
語
辞
典
で
言
葉
の
意
味
調
べ
を
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ

ん
大
切
で
す
。
学
校
の
授
業
で
も
よ
く
宿
題
に
出
さ
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
塾
で
は
、
そ
の
言
葉
を
使
っ
て

書
く
、
話
す
こ
と
ま
で
意
識
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。「
使
用
語
彙
」
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
の
表

現
力
、
記
述
力
重
視
の
入
試
に
も
対
応
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

先
生
で
も
間
違
え
る
!?

同
訓
異
字
や
同
音
異
義
語

　

２
０
１
９
年
４
月
の
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
の
小
学

校
６
年
生
の
国
語
で
は
、
次
の
よ
う
に
漢
字
で
「
た
い
し
ょ

う
」
の
書
き
が
出
題
さ
れ
ま
し
た
。

　「
国
語
は
日
本
語
な
ん
だ
か
ら
、
特
別
な
こ
と
を
し
な

く
て
も
力
が
つ
く
」
と
考
え
て
い
ま
せ
ん
か
？
　
実
は
、

思
考
力
や
表
現
力
の
ベ
ー
ス
と
な
る
の
は
「
国
語
」。
文

章
や
資
料
を
正
し
く
読
み
取
り
、
適
切
な
言
葉
を
使
っ

て
書
い
た
り
話
し
た
り
す
る
力
は
、「
国
語
」
で
こ
そ
培

わ
れ
ま
す
。
今
回
は
、「
言
葉
の
力
」
の
大
切
さ
に
つ
い
て
、

樺
山
敏
郎
先
生
に
う
か
が
い
ま
し
た
。

イマ
どき

（【国語編】小学校学習指導要領［平成29年告示］解説より）

早稲田大学大学院教育学研究科修了。鹿児島県公立小学校
教諭、教頭、教育委員会指導主事を経て、2006年から文
部科学省専門官と国立教育政策研究所学力調査官兼教育課
程調査官（全国学力・学習状況調査の問題作成や分析など
に携わる）を併任。2015年より現職。全国各地で教師や
保護者向けの国語教育に関する講演会を多数行い、日本の
子どもたちの国語力向上に貢献している。著書多数。

①語彙指導の改善・充実

間
違
え
や
す
い
言
葉
の
問
題

で
き
る
か
な
？

保護者のみなさまへ

　中央教育審議会答申において，「小学校低学年の学
力差の大きな背景に語彙の量と質の違いがある」と指
摘されているように，語彙は，全ての教科等における
資質・能力の育成や学習の基盤となる言語能力を支え
る重要な要素である。このため，語彙を豊かにする指
導の改善・充実を図っている。
　語彙を豊かにするとは，自分の語彙を量と質の両面
から充実させることである。具体的には，意味を理解
している語句の数を増やすだけでなく，話や文章の中
で使いこなせる語句を増やすとともに，語句と語句と
の関係，語句の構成や変化などへの理解を通して，語
句の意味や使い方に対する認識を深め，語彙の質を高
めることである。このことを踏まえ，各学年において，
指導の重点となる語句のまとまりを示すとともに，語
句への理解を深める指導事項を系統化して示した。

①
―
―
部
の
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

②
「
気
が
置
け
な
い
」
と
は
、ど
う
い
う
意
味
で
す
か
？

　

次
か
ら
適
切
な
も
の
を
す
べ
て
選
び
な
さ
い
。

　

ア　

油
断
で
き
な
い　

イ　

遠
慮
が
い
ら
な
い

　

ウ　

気
を
つ
か
う　
　

エ　

打
ち
と
け
た

（
答
え　

①
務
め
て
、
図
る
、
親
交　

②
イ
、
エ
）

大
妻
女
子
大
学
准
教
授

樺
山
敏
郎
先
生

　
今
年
か
ら
町
内
会
の
役
員
を
つ
と
め
て
い
ま

す
。
来
月
、
町
内
の
み
な
さ
ん
の
親
睦
を
は
か

る
た
め
に
、「
お
楽
し
み
会
」
を
開
く
こ
と
に

し
ま
し
た
。
気
が
置
け
な
い
仲
間
が
集
ま
り
、

大
い
に
し
ん
こ
う
を
深
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
話
を
う
か
が
っ
た
の
は
…
…

Ｑ.
家族みんなで
考えてみよう！
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【
問
題
】
地
い
き
の
人
三
十
人
を
調
査
の
た
い
し
ょ

う
と
し
て
、
公
衆
電
話
は
必
要
か
ど
う
か
を
…
…

　

こ
れ
を
正
し
く
「
対
象
」
と
書
け
た
の
は
42
・
１
％
で

す
。
半
分
以
上
の
子
ど
も
が
不
正
解
で
し
た
。
実
は
「
対

象
」
の
書
き
は
２
年
前
に
も
出
題
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
と
き
の
正
答
率
も
42
・
３
％
。「
対
称
」「
対
照
」
な
ど
、

同
音
異
義
語
の
間
違
い
も
多
く
、「
使
用
語
彙
」
が
貧
弱

で
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
も
講
演
な
ど
で
、
学
校
の
先
生
方
に
「『
Ａ
さ
ん
と

Ｂ
さ
ん
は
た
い
し
ょ
う
て
き
な
性
格
だ
』
と
い
う
と
き
の

﹇
た
い
し
ょ
う
﹈
を
書
い
て
み
て
く
だ
さ
い
」
と
言
う
と
、

先
生
で
も
半
分
ぐ
ら
い
間
違
え
ま
す
（
ち
な
み
に
こ
の
正

解
は
、「
対
称
」
で
は
な
く
「
対
照
」）。

　

日
本
語
は
、
同
訓
異
字
や
同
音
異
義
語
の
多
い
言
語
で

す
。
耳
で
聞
い
た
と
き
、
あ
る
い
は
文
を
読
ん
だ
と
き
、

前
後
の
文
脈
か
ら
適
切
な
言
葉
が
パ
ッ
と
頭
に
浮
か
ぶ
た

め
に
は
、
漢
字
も
語
彙
と
し
て
学
習
し
て
お
く
こ
と
が
必

要
で
す
。
つ
ま
り
、
一
つ
一
つ
の
漢
字
の
成
り
立
ち
や
意

味
を
知
っ
て
、使
い
分
け
が
で
き
る
、と
い
う
こ
と
も
「
語

彙
力
」
な
の
で
す
。

　

国
語
の
足
腰
と
な
る
漢
字
・
語
句
の
学
習
を
お
ろ
そ
か

に
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
た
く
さ
ん
の
言
葉
を

知
っ
て
い
る
こ
と
。
次
に
、
そ
れ
を
使
っ
て
短
い
文
が
書

け
る
こ
と
。「
使
用
語
彙
」
が
増
え
て
い
か
な
い
と
、
他

教
科
で
も
つ
ま
ず
き
か
ね
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た

語
彙
指
導
の
充
実
は
、
塾
で
こ
そ
で
き
る
こ
と
が
た
く
さ

ん
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

す
べ
て
の
教
科
で
必
要
と
な
る

「
言
葉
の
力
」
を
意
識
し
て

　

算
数
の
文
章
題
が
読
め
な
い
、
社
会
の
資
料
が
読
み
取

れ
な
い
、
理
科
の
実
験
記
録
が
書
け
な
い
…
…
、
と
い
っ

た
悩
み
を
お
持
ち
の
保
護
者
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の

問
題
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
言
葉
を
知
ら
な
い
か
ら
理
解

で
き
な
い
、
書
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

２
０
１
８
年
に
出
版
さ
れ
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
、
新

井
紀
子
氏
の『
AI 

vs
．教
科
書
が
読
め
な
い
子
ど
も
た
ち
』

で
は
、
小
学
生
か
ら
社
会
人
ま
で
の
読
解
力
の
現
状
を
調

査
・
研
究
し
、
教
科
書
の
文
章
す
ら
読
み
取
れ
て
い
な
い

こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
私
自
身
、
全
国
学
力
・

学
習
状
況
調
査
の
10
年
分
の
傾
向
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、

記
述
力
以
前
の
、
テ
キ
ス
ト
の
読
解
力
に
課
題
が
あ
る
こ

と
を
つ
き
と
め
て
い
ま
す
。

　

多
書
多
読
で
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
情
報
に
ふ
れ
、

わ
か
ら
な
い
言
葉
は
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
意
味
を
調
べ
る
。

さ
ら
に
は
、
そ
の
言
葉
を
実
生
活
の
中
で
使
っ
て
み
る
。

そ
れ
が
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
す
。
学
校
で
も
、

家
庭
で
も
、
塾
で
も
、
ど
の
教
科
で
も
、
辞
書
を
手
元
に

置
い
て
学
習
す
る
こ
と
は
も
は
や
必
要
不
可
欠
だ
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
か
ら
の
国
語
学
習
で
は
、
漢
字
や
語
彙
、
言
葉
の

き
ま
り
な
ど
の
知
識
・
技
能
を
き
ち
ん
と
系
統
的
に
身
に

つ
け
な
が
ら
、
一
方
で
、
そ
れ
ら
の
知
識
・
技
能
を
ベ
ー

ス
に
読
解
し
、思
考
し
、記
述
し
、意
見
を
述
べ
る
と
い
っ

た
学
習
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
進
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と

思
い
ま
す
。

　中学受験を目指す保護者に行った 2018 年のある
アンケート調査で、授業や課題以外で読書をする習慣
があるという回答は８割以上。そのうち７割が成績上
位の子どもでした。
　ジャンルを問わず、普段から読書をする子どもは、
読解力はもちろん語彙力もアップします。重要なのは

保護者のかかわり。読んでいる途中でわからない言葉
が出てきたとき、「教えてあげる」37％、「一緒に調
べる」19％。「子どもが自分で調べる」＋「調べさせ
る」は 35％でした。わからない言葉を放置せず、調
べて理解し、改めて文脈を通して読んでみるというこ
とが、語彙力を高めるのではないかと考えられます。

　普段から「やばい」を多用し
ている子どもに、いきなり「ス
パイシーなのにそれでいて辛す
ぎず、コクがあってまろやか。
お母さん、隠し味に何を入れた
の？」なんて表現を求めても無
理がありますが、おいしい、マ
ズい、うれしい、かわいいも、
すべて「やばい」ですませてい
たら、語彙力アップはとうてい
望めません。
　子どもが「やばい」と言った
ら、やんわりと別の言葉に置き
換えてあげるようにしましょう。

　たしかに漢字の学習は退屈なもの。しかし、漢字
も語彙である、と考えると、ちょっと学習が楽しく
なるのではないでしょうか。
　上の問題なら、「『こう演会』だから、みんなの前
で話すんだよね。話すということは、口で言うこと
だから……、ごんべんのほうだ！」とひらめけば、
正しい漢字は「講」だとわかります。実は、「講」は、
小学校６年生が間違いやすい漢字のナンバーワンと
も。でも、意味がわかっていれば、間違えることは
ありませんね。
　世の中にあふれる変換ミス……。スマホやパソコ
ンで文を作ることが多い今だからこそ、正しく漢字
を選ぶ力、書く力が必要です。漢字力アップは、す
なわち語彙力アップにつながります。漢字の学習を
おろそかにしないように！

つのアドバイス３
なんでも「やばい」ですませていませんか？
それ、やばい!!

読書をすると、国語の成績が上がるの？
はい、相関関係があります!!

漢字で書くのがめんどうくさい……
いいえ、使わなければ
覚えません!!

　樺山先生のお話を参考に、普段の生活でできる語彙力アップの方法
を考えてみました。保護者が使う言葉は、子どもの語彙力にストレー
トに影響します。ご自分の日本語能力もブラッシュアップするつもり
で、子どもとの会話やコミュニケーションに生かしてみてください！

　全国の小学校６年生の４割が国語ぎらい、
という悲しいデータがあります。確かに、作
文を書くのはめんどうだし、長文を読むのは
しんどい。でも、国語力がアップすれば、わ
かること、できることが増えます。「胸を打
つ」という慣用句を知れば、「感動しました」
→「胸を打たれました」と書けるようになり、

母 子 子

子マジ、
やばい!!

どう？
今日の
カレー。

コクがあって
まろやかで、
すごく
おいしい!!

有名な作家の
こう演会に行く。

「構」かな？
「講」かな？
うーん、

どっちだろう

1

2

3

樺山先生からのメッセージ

作文や日記の表現が俄
然豊かになります。
　どうか、国語力を軽
視せず、子どもたちが
生きて働く「言葉の
力」を実感できるよう
導いてあげてください。

★子どもの語彙力をアップする★


