
本資料は、一般社団法人教科書協会が定めた「教科書発行者行動規範」に則って作成したものです。

内容解説資料令和６年度版　小学校 「道徳」 きみが いちばん ひかるとき

全ての人が生まれながらにもっている、「人権」。
人種や民族、性別を超えて、誰もが幸せに生きる社会をつくって
いくために、子どもたちは、人権に対する知識と感覚を身につけて
いかなければなりません。では、道徳科の教科書として、何ができるのか。
光村図書では、次の３つのことを大切にしました。

「世界人権宣言」や「子どもの権利条約」といった人権に関わる
知識を身につけ、自由や平等などの大切な概念について
考えることができるようにしました。

人権に関わる「知識」を身につけるために

人権を大切にする「感覚」を育むために
自分を大切にすること、そして自分と同じように他者を大切にすること。
それらをじっくりと考えることができるようにしました。

学び手である子どもたちの権利のために
教科書を使う子どもたちの権利を大切にするために、
子どもたちが目にする紙面のデザインや文章、挿絵などの要素について、
人権的な観点から見直しをしました。



泳げないりすさんと、どう
す れ ば 遊 べるか を考え
る動物たちのお話を通し
て、違 いを受け止め、共
に生きることについて考
えていきます。

基本的人権尊重の原則
が定められている「世界
人 権 宣 言 」から、自分た
ちがもつ権利を知り、互
いの権利を大切にするこ
とを学びます。

「子どもの権利条約」を
紹介し、子どもの権利が
守られることの 大 切さ
につ いて考えられるよ
うにしています。
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し
ま
の
方ほ

う

へ
　
お
よ
い
で
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
み
ん
な
は
、
し
ま
に
　
つ
き
ま
し
た
。

し
ま
に
は
、
す
べ
り
台だ

い

や
ぶ
ら
ん
こ
が
　
あ
り
ま
し
た
。

け
れ
ど
、
あ
そ
ん
で
い
て
も
、
ち
っ
と
も
　
楽た

の

し
く

あ
り
ま
せ
ん
。

「
や
っ
ぱ
り
、
り
す
さ
ん
が
　
い
た
ほ
う
が
い
い
ね
。」

「
で
も
、
り
す
さ
ん
は
　
お
よ
げ
な
い
か
ら
な
。」

白は
く

鳥ち
ょ
うさ
ん
と
　
あ
ひ
る
さ
ん
が
、
言い

い
ま
し
た
。

　
か
め
さ
ん
は
　
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、

「
そ
う
だ
、
い
い
考か

ん
が

え
が
あ
る
。」

と
言い

い
ま
し
た
。

　
池い

け

の
ほ
と
り
で
、
あ
ひ
る
さ
ん
と
　
か
め
さ
ん
と
　

白は
く

鳥ち
ょ
うさ
ん
が
、
池い

け

の
中
の
　
し
ま
へ
行い

っ
て
、

あ
そ
ぶ
そ
う
だ
ん
を
　
し
て
い
ま
し
た
。

　
そ
こ
へ
、
り
す
さ
ん
が
　
や
っ
て
来き

ま
し
た
。

「
ぼ
く
も
　
い
っ
し
ょ
に
　
つ
れ
て
い
っ
て
。」

と
、
み
ん
な
に
　
た
の
み
ま
し
た
。

　
す
る
と
、
み
ん
な
が
　
言い

い
ま
し
た
。

「
り
す
さ
ん
は
、
お
よ
げ
な
い
か
ら
、
だ
め
。」

　
そ
し
て
み
ん
な
は
、
す
う
っ
と
池い

け

に
入
る
と
、

おんせい ▶

お
よ
げ
な
い
り
す
さ
ん

15

あ
な
た
は
、
だ
れ
と
で
も

　

な
か
よ
く
で
き
て
い
る
か
な
。

すききらいを
しない

11

５

５10

2年「15　およげないりすさん」p.68-72
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世
界
人じ

ん

権け
ん

宣せ
ん

言げ
ん

か
ら
学
ぼ
う

13

「
人じ
ん

権け
ん

」っ
て
ど
う
い
う
意
味
か
、

知
っ
て
い
る
か
な
。

第
十
八
条
の

「
自
分
で
自
由
に

考
え
る
権け
ん

利り

」っ
て
、

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
と

思
う
け
ど
、

そ
う
じ
ゃ
な
い
の
？

　82
ペ
ー
ジ
か
ら
84
ペ
ー
ジ
の
「
世
界
人じ

ん

権け
ん

宣せ
ん

言げ
ん

」
の
条
文
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

印
の
付
い
た

条
文
だ
け
を
読
ん
で
も
、
気
に
な
っ
た
見
出
し
の
条
文
か
ら
読
ん
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　読
ん
だ
中
で
、
あ
な
た
が
い
い
な
と
思
っ
た
条
文
を
ノ
ー
ト
な
ど
に
書
き
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

〈
書
き
出
し
た
例
〉

第
十
二
条
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

使
い
方
に
も

当
て
は
ま
り
そ
う
だ
な
。

「
世
界
人じ

ん

権け
ん

宣せ
ん

言げ
ん

」を
読
ん
で
み
よ
う

学び
の

準
備

　
み
な
さ
ん
は
、「
世
界
人じ

ん

権け
ん

宣せ
ん

言げ
ん

」
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

「
世
界
人じ

ん

権け
ん

宣せ
ん

言げ
ん

」
と
は
、
こ
の
世
界
で
生
き
る
全
て
の
人

一ひ
と
り人

一ひ
と
り人

が
、
大
切
に
さ
れ
る
こ
と
を
目
ざ
し
、
そ
の
こ
と

を
言
葉
で
は
っ
き
り
と
表
明
し
た
も
の
で
す
。

　
世
界
人じ

ん

権け
ん

宣せ
ん

言げ
ん

は
、
次
の
三
十
条
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。

（
す
ぐ
に
全
部
を
読
む
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
み
な
さ
ん
に

と
っ
て
身
近
な
内
容
で
あ
る
、

印
の
付
い
て
い
る
も
の
か

ら
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。）

法やきまりの
意義を知り、
大切にする

12

5

6年「13　世界人権宣言から学ぼう」p.80-86

6年「27　私には夢がある」p.158-163

「みんな同じ」世界だった
らどうなるかを想像し、か
けがえのない個性につい
て考え、自他を尊重するこ
との大切さを学びます。

差別をなくすために尽力した
キング牧師の姿を通して、社
会的な差別や偏見などに向き
合い、正義の実現に努めるこ
とについて考えていきます。
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学び
の

準
備

　
一
九
五
五
年
、
ア
メ
リ
カ
合が

っ
し
ゅ
う
こ
く

衆
国
ア
ラ
バ
マ
州
モ
ン
ト
ゴ
メ
リ

で
、
一ひ

と
り人
の
ア
フ
リ
カ
系け

い

ア
メ
リ
カ
人
の
女
性
が
仕
事
の
帰
り
に

バ
ス
に
乗
り
ま
し
た
。
女
性
の
名
は
、
ロ
ー
ザ=

パ
ー
ク
ス
。

ロ
ー
ザ
は
、
空
い
て
い
た
中
ほ
ど
の
席
に
す
わ
り
ま
し
た
。
三
つ

目
の
バ
ス
停
で
白
人
男
性
が
何
人
か
乗
っ
て
き
ま
し
た
。
す
る
と
、

運
転
手
が
「
白
人
に
席
を
ゆ
ず
り
な
さ
い
。」
と
言
い
ま
し
た
。

私わ
た
し

に
は
夢
が
あ
る

27

あ
な
た
が
、「
差
別
で
は
な
い
か
。」と
感
じ
る
こ
と
に
、

ど
ん
な
こ
と
が
あ
る
か
な
。

ロ
ー
ザ
が
席
を
ゆ
ず
る
こ
と
を
こ
ば
む
と
、
ロ
ー
ザ
は
警け

い

察さ
つ

に
た
い
ほ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
こ
の
こ
ろ
の
ア
メ
リ
カ
、
特
に
南
部
地
方
で
は
、
ア
フ
リ
カ
系け

い

ア
メ
リ
カ
人
に
対
す
る
差
別
が
公
然
と
存そ

ん

在ざ
い

し
ま
し
た
。

公
共
の
水
飲
み
場
や
ト
イ
レ
も
使
っ
て
い
い
所
が
決
め
ら
れ
、「
白
人
専せ

ん

用よ
う

」
と
書
か
れ
た
レ
ス
ト
ラ
ン
に
は
入
れ
ず
、

映え
い

画が

を
見
に
行
っ
て
も
決
め
ら
れ
た
二
階
席
に
し
か
す
わ
れ
ま
せ
ん
。
住
む
所
も
学
校
も
別
で
し
た
。
バ
ス
の
運
転
手
は

み
な
白
人
で
、
前
方
に
は
白
人
専せ

ん

用よ
う

席
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
席
に
す
わ
っ
て
い
て
も
、
白
人
が
乗
っ
て
き
た
ら
立 警

けい

察
さつ

にたいほされたときのローザ

昨き
の
う日

の
ニ
ュ
ー
ス
で
、

病
気
を
理
由
に
、

退た
い

職し
ょ
くを

せ
ま
ら
れ
た
人
の

話
が
出
て
い
た
よ
。

　私
わ
た
し

た
ち
の
身
の
回
り
に
は
、
い
く
つ
も
の
差
別
の
問
題
が
存そ

ん

在ざ
い

し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
が
経
験
し
た
こ
と
、

見
聞
き
し
た
こ
と
、
学
習
し
た
こ
と
な
ど
を
思
い
出
し
て
、「
差
別
で
は
な
い
か
。」
と
感
じ
た
こ
と
を
、

ノ
ー
ト
に
書
き
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
男
の
子
だ
か
ら
、

泣
く
な
。」っ
て
よ
く

言
わ
れ
た
け
れ
ど
、

「
男
の
子
だ
か
ら
」

「
女
の
子
だ
か
ら
」っ
て
、

ど
う
な
の
か
な
。

差
別
の
問
題
に
目
を
向
け
よ
う

へん見を
もたず、正義の
実現に努める

13

しりょう ▶
おんせい ▶

10

５
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み
ん
な
同
じ
だ
っ
た
ら

13

君
と
み
ん
な
は
、
ど
こ
が
同
じ
で

ど
こ
が
ち
が
う
の
か
な
。

自
分
の
特と

く

ち
ょ
う
を
、
見
つ
め
ま
し
ょ
う
。

考
え
よ
う
・
話
し
合
お
う

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
考
え
ま
し
ょ
う
。

自分の
よいところを
のばす

4

人
と
ち
が
う
と
、
な
ん
だ
か
不ふ

安あ
ん

。 

み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
だ
と
、
安
心
で
き
る

―
。

で
も
、
も
し
、

み
ん
な
　

同
じ
顔
だ
っ
た
ら

―
。

み
ん
な

同
じ
特と

く

技ぎ

だ
っ
た
ら

―
。

4年「13　みんな同じだったら」p.68-71

71 70

だ
れ
も
が
　

み
ん
な
同
じ
だ
っ
た
ら

―
。

わ
た
し
は
、

ど
こ
に
い
る
ん
だ
ろ
う
。

 ●
あ
な
た
は
、「
み
ん
な
同
じ
」だ
っ
た
ら
、
ど
う
思
い
ま
す
か
。
ま
た
、
ど
う
し
て
そ
う
思
い
ま
し
た
か
。

 

自
分
の
特と

く

ち
ょ
う
と
は
何
か
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

❶❶ 〈
例れ

い

〉の
よ
う
に
、
自
分
の
特と

く

ち
ょ
う
は
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
、
マ
ッ
プ
を
使
っ
て
書
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

❷❷ 

書
い
た
マ
ッ
プ
を
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
見
せ
、
あ
な
た
の
い
い
と
こ
ろ
を
書
い
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

❸❸ 

で
き
あ
が
っ
た
マ
ッ
プ
を
見
て
、
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
ま
し
た
か
。

せいかく

好
す

きなこと

得
とく

意
い

なこと

苦手なこと

クラスメートから
見たわたしの
いいところ

名前

編
へ
ん
し
ゅ
う集

委
員
会 

作 

◆ 

柴し
ば

崎さ
き 

早さ

智ち

子こ  

絵

ど
う
し
て
、
そ
れ
が
自
分
の

特と
く

ち
ょ
う
だ
と
思
っ
た
の
か
を
、

書
い
て
も
い
い
ね
。

〈
例れ

い

〉

147 146

　あ
な
た
は
、「
子
ど
も
の
権け

ん

利り

条じ
ょ
う
や
く

約
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

　こ
の
条

じ
ょ
う

約や
く

は
、
十
八
さ
い
未
満
の
人
を
「
子
ど
も
」
と
し
、
そ
の
「
子
ど
も
」
が
も
っ
て
い
る
権け

ん

利り

に
つ
い
て

示し
め

し
た
も
の
で
す
。「
命
を
守
ら
れ
成
長
で
き
る
こ
と
」 
「
子
ど
も
に
と
っ
て
最
も
よ
い
こ
と
」 

「
意
見
を
表
明

し
参
加
で
き
る
こ
と
」 

「
差
別
の
な
い
こ
と
」
と
い
う
、
四
つ
の
原げ

ん

則そ
く

に
も
と
づ
い
て
お
り
、
前
文
と
、
本
文

五
十
四
条じ

ょ
う

か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。

　こ
こ
で
は
、
次
の
三
つ
の
条

じ
ょ
う

文ぶ
ん

を
し
ょ
う
か
い
し
ま
す
。

　あ
な
た
の
「
子
ど
も
の
権け

ん

利り

」
が
守
ら
れ
る
こ
と
、

ま
た
、 

世
界
中
の
子
ど
も
一ひ

と
り人

一ひ
と
り人

の

「
子
ど
も
の
権け

ん

利り

」
が
守
ら
れ
る
こ
と
は
、

ど
う
し
て
大
切
な
の
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

子
ど
も
の
権け

ん

利り

条じ
ょ
う

約や
く

共 に
生きる第

二
条じ

ょ
う

　差
別
の
禁き

ん

止し

　�

全
て
の
子
ど
も
は
、
み
ん
な
平
等
に
こ
の
条

じ
ょ
う

約や
く

に
あ
る
権け

ん

利り

を
も
っ

て
い
ま
す
。
子
ど
も
は
、
国
の
ち
が
い
や
、
男
か
女
か
、
ど
の
よ
う

な
言
葉
を
使
う
か
、
ど
ん
な
宗

し
ゅ
う

教き
ょ
う

を
信
じ
て
い
る
か
、
ど
ん
な
意

見
を
も
っ
て
い
る
か
、
心
や
体
に
し
ょ
う
が
い
が
あ
る
か
な
い
か
、

お
金
持
ち
で
あ
る
か
な
い
か
、
親
が
ど
う
い
う
人
で
あ
る
か
、
な
ど

に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
ま
せ
ん
。

第
十
二
条じ

ょ
う

　意
見
を
表
す
権け

ん

利り

�

　�

子
ど
も
は
、
自
分
に
関
係
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
自
由
に
自
分
の
意

見
を
表
す
権け

ん

利り

を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
見
は
、
子
ど
も
の
発
達

に
応お

う

じ
て
、
十
分
考
り
ょ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

第
二
十
八
条じ

ょ
う

　教
育
を
受
け
る
権け

ん

利り

　�

子
ど
も
は
、
教
育
を
受
け
る
権け

ん

利り

を
も
っ
て
い
ま
す
。
国
は
、
全
て

の
子
ど
も
が
小
学
校
に
行
け
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
上
の
学
校
に
進
み
た
い
と
き
に
は
、
み
ん
な
に
そ
の
チ
ャ
ン

ス
が
あ
た
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
学
校
の
き
ま
り
は
、
子

ど
も
の
尊そ

ん

厳げ
ん

が
守
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
外
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。

13

1211

SDGs

10510

5

15

5年「コラム　子どもの権利条約」p.146-147

72

 かんがえるヒント

 ● 

あ
ひ
る
さ
ん
、
か
め
さ
ん
、

白は
く

鳥ち
ょ
う
さ
ん
が
、
し
ま
で
、

話は
な

し
て
い
る
と
こ
ろ
を

　

え
ん
じ
て
み
ま
し
ょ
う
。

 ● 

見
て
い
る
人
は
、

え
ん
じ
て
い
る
人
の

　顔か
お

を

よ
く
見
て
、
こ
と
ば
を

よ
く
聞き

き
ま
し
ょ
う
。

 ● 

え
ん
じ
た
り
、
え
ん
じ
て

い
る
の
を

　見
た
り
し
た
後あ

と

、
　
　
　

思お
も

っ
た
こ
と
を

話は
な

し
合あ

い
ま
し
ょ
う
。

か
め
さ
ん

あ
ひ
る
さ
ん

白は
く

鳥ち
ょ
うさ
ん

え
ん
じ
て
か
ん
が
え
よ
う

友と
も

だ
ち
が

　え
ん
じ
て
い
る
の
を
見
て
、
話は

な

し
合あ

お
う
。

▶

しりょう

え
ん
じ
た
人

見
て
い
た
人

わ
た
し
は
、「
□
□
□
□
。」と

言い

っ
た
と
き
、
○
○
な
気
も
ち
に

な
り
ま
し
た
。

か
め
さ
ん
は
、
き
っ
と
、

○
○
な
気
も
ち
な
ん
だ
と

思お
も

い
ま
し
た
。

□
□
□
□
。

ち
っ
と
も

楽た
の

し
く
な
い
ね
。

人権に関わる「知識」を身につけるために
人権に関わる知識を身につけ、
人権の大切さについて考えることのできる教材を配しました。

人権感覚が児童に自然と身についていくように、
さまざまな視点から題材を取り上げました。

人権を大切にする「感覚」を育むために



31 30
しりょう ▶
おんせい ▶

「
ゆ
う
び
ん
で
す
。」

と
い
う
声
が
、
げ
ん
か
ん
の
方
か
ら
聞
こ
え
て
き
ま
し

た
。
配は

い

達た
つ

員
が
、
ゆ
う
び
ん
受
け
に
入
れ
よ
う
と
し
て

い
た
ゆ
う
び
ん
物
を
、
ち
ょ
う
ど
学
校
か
ら
帰
っ
て
き

た
兄
に
手
わ
た
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
し
た
。

「�

料
り
ょ
う

金き
ん

不ぶ

足そ
く

で
す
が
、
受
け
取
り
ま
す
か
。」

「�

は
い
。
後
で
不ふ

足そ
く

分
を
は
ら
え
ば
い
い
ん
で
す�

よ
ね
。」

　
ゆ
う
び
ん
物
を
受
け
取
っ
た
兄
は
、
そ
れ
を
ひ
ろ
子こ

に
わ
た
し
な
が
ら
、

「�

ひ
ろ
子こ

あ
て
だ
ぞ
。
料

り
ょ
う

金き
ん

不ぶ

足そ
く

な
ん
て
失し

つ

礼れ
い

だ
な
。
こ
ん
な
に

大
き
い
は
が
き
は
定
形
外
ゆ
う
び
ん
物
と
い
っ
て
、
余よ

分ぶ
ん

に
切

手
を
は
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
。
そ
の
子
は
、
ふ
つ
う
の

は
が
き
と
同
じ
に
考
え
て
出
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
教
え
て

あ
げ
た
ほ
う
が
い
い
よ
。」

と
言
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
は
、
転
校
し
て
い
っ
た
正ま

さ

子こ

か
ら
来
た
も
の
で
、
ふ
つ
う

の
は
が
き
で
は
な
く
、
大
き
な
絵
は
が
き
で
し
た
。
そ
こ
に
は
、

大
き
な
山
と
美
し
い
け
し
き
が
写
っ
て
い
ま
し
た
。

　
ひ
ろ
子こ

と
正ま

さ

子こ

は
、
一
年
生
の
と
き
か
ら
の
大
の
仲な

か

よ
し
で
す
。

あ
て
名
の
下
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

「�

ひ
ろ
子こ

さ
ん
、
お
元
気
で
す
か
。
わ
た
し
は
こ
の
あ
い
だ
、
た＊

て
し
な
高
原
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
の
け
し
き
が
と
て
も

美
し
か
っ
た
の
で
、
お
送
り
し
ま
す
。
今
度
の
夏
休
み
に
は
、

絵
は
が
き
と
切
手

6

友
だ
ち
の
ま
ち
が
い
に
気
づ
い
た
と
き
、

ど
う
し
て
い
る
か
な
。

友だちと
しんじ合い、
助け合う

9

＊
た
て
し
な
高
原
　長な

が

野の

県
中
部
に
あ
る
高
原
。
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「
ゆ
う
び
ん
で
す
。」

と
い
う
声
が
、
げ
ん
か
ん
の
方
か
ら
聞
こ
え
て
き
ま
し

た
。
配は

い

達た
つ

員
が
、
ゆ
う
び
ん
受
け
に
入
れ
よ
う
と
し
て

い
た
ゆ
う
び
ん
物
を
、
ち
ょ
う
ど
学
校
か
ら
帰
っ
て
き

た
兄
に
手
わ
た
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
し
た
。

「�

料
り
ょ
う

金き
ん

不ぶ

足そ
く

で
す
が
、
受
け
取
り
ま
す
か
。」

「�

は
い
。
後
で
不ふ

足そ
く

分
を
は
ら
え
ば
い
い
ん
で
す�

よ
ね
。」

　
ゆ
う
び
ん
物
を
受
け
取
っ
た
兄
は
、
そ
れ
を
ひ
ろ
子こ

に
わ
た
し
な
が
ら
、

「�

ひ
ろ
子こ

あ
て
だ
ぞ
。
料

り
ょ
う

金き
ん

不ぶ

足そ
く

な
ん
て
失し

つ

礼れ
い

だ
な
。
こ
ん
な
に

大
き
い
は
が
き
は
定
形
外
ゆ
う
び
ん
物
と
い
っ
て
、
余よ

分ぶ
ん

に
切

手
を
は
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
。
そ
の
子
は
、
ふ
つ
う
の

は
が
き
と
同
じ
に
考
え
て
出
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
教
え
て

あ
げ
た
ほ
う
が
い
い
よ
。」

と
言
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
は
、
転
校
し
て
い
っ
た
正ま

さ

子こ

か
ら
来
た
も
の
で
、
ふ
つ
う

の
は
が
き
で
は
な
く
、
大
き
な
絵
は
が
き
で
し
た
。
そ
こ
に
は
、

大
き
な
山
と
美
し
い
け
し
き
が
写
っ
て
い
ま
し
た
。

　
ひ
ろ
子こ

と
正ま

さ

子こ

は
、
一
年
生
の
と
き
か
ら
の
大
の
仲な

か

よ
し
で
す
。

あ
て
名
の
下
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

「�

ひ
ろ
子こ

さ
ん
、
お
元
気
で
す
か
。
わ
た
し
は
こ
の
あ
い
だ
、
た＊

て
し
な
高
原
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
の
け
し
き
が
と
て
も

美
し
か
っ
た
の
で
、
お
送
り
し
ま
す
。
今
度
の
夏
休
み
に
は
、

絵
は
が
き
と
切
手

6

友
だ
ち
の
ま
ち
が
い
に
気
づ
い
た
と
き
、

ど
う
し
て
い
る
か
な
。

友だちと
しんじ合い、
助け合う

9

＊
た
て
し
な
高
原
　長な

が

野の

県
中
部
に
あ
る
高
原
。

510

510

専門家の校閲
人権教育の専門家である出口真紀子先生（上智大
学教授）に、全面的な校閲をお願いしました。

文章・挿絵
文章中に、差別的な表現が含まれていないか、教材
一つ一つを丁寧に確認しました。また、挿絵から、多
様な人々の存在を意識できるように配慮し、必要に
応じて修正をしました。

誰にでも見やすく、読みやすく
旧版からデザインや書体を見直し、全ての児童にとって見やすく、
読みやすい紙面となるよう工夫しました。

挿絵の比較例

令和６年度版 令和2年度版

学び手である子どもたちの権利のために
教科書を使う子どもたちの学びを保障できるよう、
教科書のデザインや書体を検討しました。また、教科書中の文章や挿絵の表現など、
子どもたちが目にする一つ一つの要素について、人権的な観点で見直しました。

4つの視点を、マークと色
の両方で区別できるよう
にしました。

小さい文字にはUD（ユニ 
バーサルデ ザイン）フォ
ントを使用しました。一字
一字がはっきりと判別で
きるようになっています。

本文は、独自に開発した 
「光村教科書体」を使用
しています。
文字の大きさは、発達の
段階に応じて、誰もが学
びやすいように配慮しま
した。
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