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試
書
の
「
針
・
銀
」
を
原
則
に
照
ら
し
て
「
つ

く
り
」
の
位
置
の
自
己
評
価
を
し
ま
す
。
こ
の

日
の
授
業
で
は
、「
針
」
は
縦
画
な
の
で
少
し

上
げ
て
書
け
て
い
た
児
童
は
三
名
。「
銀
」
は

横
画
な
の
で
少
し
下
げ
て
書
い
た
児
童
は
十
八

名
で
し
た
（
全
二
十
六
名
）。

　
「
つ
く
り
」
が
上
が
る
「
鉄
・
銭
・
針
」
と
、

同
じ
高
さ
の
「
鏡
・
鉱
」
と
、下
が
る
「
銀
・
録
・

銅
」
に
つ
い
て
全
員
で
確
認
し
た
後
、
こ
の
八

字
を
原
則
に
留
意
し
て
ゆ
っ
く
り
書
か
せ
ま
す
。

　

こ
の
と
き
、
で
き
る
だ
け
消
し
ゴ
ム
を
使
わ

な
い
こ
と
を
指
示
。
日
常
の
書
字
場
面
で
は
、

何
度
も
消
し
て
字
形
を
修
正
す
る
こ
と
は
な
い

の
で
、
日
常
を
意
識
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
で
す
。

　

書
い
た
後
に
は
、
こ
の
八
字
に
つ
い
て
自
己

評
価
を
し
ま
す
。「
鉄
・
銭
・
針
」
に
つ
い
て

つ
く
り
を
上
げ
て
書
く
こ
と
が
で
き
た
児
童
は

二
十
四
名
。「
銀
・
録
・
銅
」
に
つ
い
て
、
つ

く
り
を
下
げ
て
書
く
こ
と
が
で
き
た
児
童
は

二
十
五
名
で
し
た
。
試
書
に
比
べ
て
大
き
く
向

上
し
て
い
ま
す
。

　

手
本
を
見
な
い
で
、
筆
順
だ
け
確
認
し
て
、

「
針
・
銀
」
と
「
針
・
銀
」
を
使
っ
た
短
文
「
針

は
銀
色
に
光
っ
て
い
ま
す
。」
を
、自
作
の
「
こ

う
ひ
つ
用
紙
」（
p. 

19
参
照
）
に
試
書
さ
せ
ま
す
。

こ
れ
が
書
写
の
原
理
・
原
則
を
学
習
す
る
前
の

子
ど
も
た
ち
の
文
字
に
な
り
ま
す
。

　

漢
字
に
は
「
つ
く
り
」
が
「
へ
ん
」
よ
り
も

上
が
る
も
の
と
下
が
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
告

げ
た
後
、
カ
ー
ド
を
使
っ
て
み
ん
な
で
「
上
が

る
チ
ー
ム
」
と
「
下
が
る
チ
ー
ム
」
に
分
類

し
ま
す
。 

「
上
が
る
チ
ー
ム
に
共
通
す
る
こ
と

は
？
」
と
発
問
す
る
と
、「
つ
く
り
の
上
部
が

縦
画
に
な
っ
て
い
る
」
こ
と
に
気
が
つ
き
、
さ

ら
に
「
つ
く
り
の
上
部
が
横
画
の
場
合
は
下
が

る
」
こ
と
に
も
気
が
つ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
上

部
が
「
点
・
は
ら
い
」
の
場
合
は
同
じ
高
さ
に

な
る
こ
と
も
押
さ
え
て
お
き
ま
す
。

　
「
へ
ん
」
を
書
く
と
き
の
原
則
を
確
認
し
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
か
ら
「
へ
ん
の
右
端
を
そ
ろ

え
る
」「
へ
ん
は
右
上
が
り
に
す
る
」
等
が
出

さ
れ
ま
し
た
。

書
写
で
学
習
し
た
こ
と
を
日
常
生
活
で
生
か
す
こ
と
は
、
書
写
に
と
っ
て
最
大
の
目
標
で
す
が
、

ま
た
、
な
か
な
か
定
着
し
な
い
こ
と
も
事
実
で
す
。

今
回
は
、
書
写
授
業
の
中
に
日
常
を
意
識
し
た
活
動
を
入
れ
た
実
践
に
つ
い
て
ご
報
告
し
ま
す
。

国
語
教
育
相
談
室
六
十
八
号
の
続
編
に
も
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
合
わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

生
活
に
生
か
す

書
写
授
業
の
ヒ
ン
ト
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1
試
書
を
す
る

2
既
習
事
項
（
「
へ
ん
」
を
書
く
と

き
の
原
則
）
の
確
認
を
す
る

3
左
右
の
組
み
立
て
方
の

原
則
を
考
え
る

4
「
試
書
」
の

自
己
評
価
を
す
る

5
原
則
に
留
意
し
て

「
か
ね
へ
ん
」の
漢
字
を
書
く

■
こ
の
授
業
で
の
板
書

単
元
名

「
左
右
の
組
み
立
て
方『
針
・
銀
』」         

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

六
年

広
島
県
大
崎
上
島
町
立
大
崎
小
学
校

藤ふ
じ

井い

浩こ
う

治じ

◀
試
書
（
p. 

19
「
こ
う
ひ
つ
用
紙
」
の
一
部
）

子どもたちいっしょに、「つくり」が「へん」よりも「上がるもの」
と「下がるもの」に分類していく。

「○た」は試書（ためし書き）。
「②」は原則に留意して書いた場合。
「○ま」はまとめ書き。
数字は原則が守れたと挙手した子どもの人数。人数を板書することで、
子どもたちに「できるようになった」と実感させることができる。

はじめに、「へんの
原則」をまとめる。

「つくり」が「へん」
よりも上がるもの。

「つくり」が「へん」
よりも下がるもの。

「つくり」と「へん」
が同じ高さのもの。
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全
員
が
書
き
終
え
た
ら
、「
こ
う
ひ
つ
用
紙
」

の
表
に
向
か
っ
て
折
り
返
し
ま
す
。
す
る
と
、

「
試
書
」
と
「
ま
と
め
書
き
」
を
並
べ
て
見
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
用
紙
を
工
夫
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
、「
左
右
の
組
み
立
て
方
の
原
則
」

を
再
度
自
己
評
価
。「
針
」
の
つ
く
り
を
上
げ

て
書
い
た
児
童
、「
銀
」
の
つ
く
り
を
下
げ
て

書
い
た
児
童
は
両
方
と
も
二
十
五
名
で
し
た
。

　
「
授
業
の
最
初
に
書
い
た
も
の
と
、
最
後
に

書
い
た
も
の
を
比
べ
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
指
示
。

自
分
の
文
字
の
進
歩
を
確
認
し
て
、
に
っ
こ
り

す
る
子
ど
も
た
ち
で
し
た
。

で
き
る
だ
け
消
し
ゴ
ム
を
使
用
さ
せ
な
い
。

時
間
を
制
限
し
て
練
習
さ
せ
る
。（
速
書
）

原
則
を
他
の
文
字
に
応
用
す
る
。

語
句
だ
け
で
な
く
短
文
を
書
か
せ
る
。

毛
筆
・
硬
筆
を
関
連
さ
せ
た
単
元
構
成

を
す
る
。

　

以
上
、
つ
た
な
い
実
践
で
す
が
、
書
写
授
業

作
り
の
小
さ
な
ヒ
ン
ト
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

こ
こ
で
、
先
ほ
ど
書
い
た
「
か
ね
へ
ん
」
の

漢
字
八
字
を
今
度
は
時
間
を
制
限
し
て
一
分
間

で
書
く
よ
う
に
指
示
し
ま
す
。「
え
ー
！
無
理

だ
よ
」
と
い
う
子
ど
も
た
ち
の
声
。
し
か
し
、

顔
は
楽
し
そ
う
で
す
。

　
「
速
く
書
け
て
も
、
原
則
が
で
き
て
い
な
け

れ
ば
だ
め
だ
よ
」
と
、
ス
ト
ッ
プ
ウ
ォ
ッ
チ
を

片
手
に
「
よ
ー
い
。
は
じ
め
」。
十
秒
ご
と
に

カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
し
ま
す
。「
や
め
」
の
合
図

を
し
た
後
、「
一
分
間
で
八
文
字
書
く
こ
と
で

き
た
人
は
手
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
」
と
言
う
と
、

十
数
名
が
手
を
挙
げ
ま
し
た
。
続
い
て
、
つ
く

り
の
位
置
に
つ
い
て
手
を
挙
げ
さ
せ
て
自
己
評

価
を
し
ま
す
。
多
く
の
児
童
が
原
則
を
意
識
し

て
書
け
て
い
ま
し
た
。

　

日
常
場
面
で
は
、
ゆ
っ
く
り
字
形
に
気
を
つ

け
て
書
く
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。
速
く
書
い
て

も
学
習
し
た
原
則
が
使
え
る
よ
う
に
す
る
練
習

の
工
夫
が
必
要
で
す
。

　

日
常
場
面
で
学
習
し
た
原
則
を
使
え
る
よ
う

に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
さ
ら
に
原
則
を
他
の

文
字
に
応
用
し
て
い
く
こ
と
で
理
解
と
定
着

を
高
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

練
習
用
紙
（
左
）
の
「
ご
ん
べ
ん
」
の
八
字

を
見
せ
て
「
つ
く
り
の
位
置
が
上
が
る
の
は
ど

れ
で
し
ょ
う
」
と
発
問
し
な
が
ら
全
員
で
確
認

し
ま
す
。「
計
・
読
・
詩
・
談
」
は
上
げ
て
書
く
。

　
「
話
」
は
同
じ
高
さ
。「
記
・
語
・
調
」
は
下

げ
て
書
く
。「
な
ぜ
で
す
か
」
と
理
由
も
付
け

加
え
て
答
え
さ
せ
ま
す
。

　

練
習
用
紙
の
「
ご
ん
べ
ん
」
を
な
ぞ
ら
せ
な

が
ら
、
つ
く
り
の
位
置
に
気
を
つ
け
て
練
習
さ

せ
ま
す
。練
習
用
紙
に
は
、早
く
書
け
て
し
ま
っ

た
児
童
が
自
主
練
習
し
て
待
つ
た
め
の
「
自
主

練
習
欄
」
を
準
備
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

そ
の
後
は
、「
か
ね
へ
ん
」
の
練
習
と
同
様

の
流
れ
で
、
ゆ
っ
く
り
八
字
書
か
せ
た
後
、
一

分
間
で
同
じ
八
字
を
速
書
さ
せ
ま
す
。
今
度
は
、

ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
た
ち
が
一
分
間
で
書
き
終

え
て
嬉
し
そ
う
で
し
た
。
ま
た
、
ゆ
っ
く
り
書

い
た
八
字
と
速
書
し
た
八
字
を
比
較
し
て
も
、

あ
ま
り
遜
色
な
い
字
形
で
書
け
て
い
る
子
ど
も

た
ち
も
多
く
い
ま
し
た
。

　
「
こ
の
一
時
間
で
学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し

て
、
最
後
の
ま
と
め
書
き
を
し
ま
し
ょ
う
」
と

指
示
し
て
、「
こ
う
ひ
つ
用
紙
」
の
裏
に
、
試

書
と
同
じ
「
針
・
銀
」
の
二
文
字
と
「
針
は
銀

色
に
光
っ
て
い
ま
す
。」の
短
文
を
書
か
せ
ま
す
。

　

試
書
と
ま
と
め
書
き
に
「
語
句
」
だ
け
で
な

く
「
短
文
」
を
書
か
せ
る
こ
と
は
、
よ
り
日
常

の
場
面
に
近
づ
け
る
た
め
の
工
夫
で
す
。
日
常

で
は
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
文
章
を
書
く
わ
け

で
す
か
ら
、
漢
字
の
練
習
だ
け
で
終
わ
ら
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

6
「
か
ね
へ
ん
」
の
漢
字
を

速
書
き
す
る

7
原
則
を
他
の
へ
ん
の
漢
字
に

応
用
す
る
（
「
ご
ん
べ
ん
」
）

8
ま
と
め
書
き
を
す
る

9
「
試
書
」
と

「
ま
と
め
書
き
」
を
比
べ
る

10
生
活
に
生
か
す
書
写
授
業
の

工
夫
（
ま
と
め
）

■
こ
の
授
業
で
使
用
し
た
「
こ
う
ひ
つ
用
紙
」
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表裏

練習欄
「かねへん」と「ごんべん」
の８字を「ゆっくり書く」
と「１分間で速く書く」
練習をする。

「試書」
の欄

試書まとめ書き

「まとめ書き」
の欄

◀
練
習
用
紙




