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三
十
八
歳
か
ら
の
数
年
間
、
仕
事
に
干
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
一
件
の

仕
事
も
一
人
の
訪
問
者
も
な
い
日
々
、
よ
く
ふ
て
寝
し
た
。
そ
れ
で
も
午
後
四

時
半
、
郵
便
配
達
の
バ
イ
ク
音
が
響
く
と
、
バ
ッ
タ
の
よ
う
に
跳
ね
起
き
て
階

下
の
郵
便
ポ
ス
ト
に
走
っ
た
。

　

待
っ
て
い
た
。

　

何
を
待
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
で
も
切
実
に
私
は
何
か
を
待
っ
て
い
た
。

　

初
め
て
本
を
書
い
た
の
は
そ
ん
な
時
期
だ
。
も
と
も
と
小
論
文
の
編
集
者

で
、
高
校
生
の
考
え
る
力
・
書
く
力
を
生
か
す
仕
事
は
、
私
の
す
べ
て
だ
っ
た
。

三
十
八
歳
で｢

会
社
か
ら
与
え
ら
れ
る
仕
事
で
な
く
自
分
の
想
い
か
ら
仕
事
を

起
こ
し
て
い
こ
う
」
と
独
立
し
た
も
の
の
、
ど
の
出
版
社
も
企
画
部
門
は
外
に

出
し
た
が
ら
な
い
。
フ
リ
ー
の
ラ
イ
タ
ー
は
成
立
し
て
も
フ
リ
ー
の
編
集
者
は

成
立
し
な
い
と
知
っ
た
。
天
職
と
信
じ
た
編
集
職
を
失
い
、
居
場
所
を
失
い
、
自
分
が
何
者
か
も
グ
ラ
グ
ラ
し
て
い
た
と
き
、

「
十
六
年
の
小
論
文
経
験
を
生
か
し
文
章
術
の
本
を
書
い
て
み
な
い
か
」
と
声
が
か
か
っ
た
。

　

書
く
こ
と
は
予
想
以
上
に
つ
ら
か
っ
た
。
孤
独
に
咽む

せ

ぶ
日
は
自
転
車
で
駅
に
行
き
、
行
き
か
う
人
を
見
て
気
を
紛
ら
し
た
。

全
身
全
霊
を
こ
め
、
七
ヶ
月
か
け
て
最
初
の
本
『
伝
わ
る
・
揺
さ
ぶ
る
！
文
章
を
書
く
』
を
書
い
た
。
と
こ
ろ
が
最
後
の
言
葉

が
ど
ー
し
て
も
出
て
こ
な
い
。
そ
れ
は
七
ヶ
月
ず
っ
と
自
分
の
根
っ
こ
に
あ
っ
て
執
筆
を
支
え
続
け
た
想
い
だ
。
深
い
想
い
だ

け
に
ひ
っ
ぱ
り
出
せ
ず
、
何
度
も
何
度
も
気
が
遠
く
な
る
ま
で
書
き
直
し
た
。
と
う
と
う
印
刷
所
か
ら
間
に
合
わ
な
い
と
ま
で

言
わ
れ
、
そ
れ
で
も
粘
っ
て
、
最
後
の
最
後
、
読
者
に
何
を
言
い
た
い
か
と
考
え
た
と
き
、
ふ
い
に
こ
の
言
葉
が
出
て
き
た
。

　
「
あ
な
た
に
は
書
く
力
が
あ
る
」

　

わ
っ
と
涙
が
あ
ふ
れ
た
。
ず
っ
と
言
い
た
く
て
言
え
な
か
っ
た
想
い
が
や
っ
と
言
葉
に
な
っ
た
嬉
し
さ
と
安
堵
。
次
の
瞬
間

「
あ
っ
、こ
れ
が
私
！
」
と
思
っ
た
。
肩
書
き
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
関
係
な
い
。「
向
か
い
合
う
一
人
の
表
現
力
を
生
か
す
」

こ
れ
が
私
。
こ
れ
さ
え
見
失
わ
な
け
れ
ば
ど
ん
な
に
つ
ら
く
て
も
や
っ
て
い
け
る
。
こ
れ
が
私
の
居
場
所
だ
と
。

　

郵
便
バ
イ
ク
音
に
待
ち
つ
づ
け
た
も
の
は
こ
れ
だ
。
自
分
に
出
逢
う
た
め
の
自
分
の
心
の
底
か
ら
届
く
手
紙
。
そ
こ
に
こ
の

言
葉
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
私
が
あ
な
た
に
贈
り
た
い
言
葉
で
も
あ
る
。

　
「
あ
な
た
に
は
書
く
力
が
あ
る
」

CO
N

TEN
TS

岡山県生まれ。文章表現インストラクター。ベネッセコーポレーションで進研ゼミ小論文編集長として高校生の考える力・書く力の育成に尽力し、
2000 年に独立。全国各地をまわり、講演・ワークショップなどを通して、表現力・思考力・コミュニケーション力の教育に取り組んでいる。「ほ
ぼ日刊イトイ新聞」では大人気コラム「おとなの小論文教室。」を 10 年近く連載。テレビ出演やラジオのパーソナリティを務めるなど、幅広く
活躍中。著書に『伝わる・揺さぶる ! 文章を書く』『おとなの小論文教室。』他多数。
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甲
斐　

こ
れ
ま
で
の
教
科
書
を
振
り
返
っ
て
み
ま

す
と
、
や
は
り
昭
和
四
十
六
年
度
版
の
教
科
書
の

意
義
は
大
き
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

松
木　
「
く
じ
ら
ぐ
も
」（
一
下
）、「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」

（
四
下
）、「
や
ま
な
し
」（
六
下
）
な
ど
、
お
な
じ

み
の
教
材
は
、
四
十
六
年
度
版
か
ら
で
す
ね
。

青
山　
「
や
ま
な
し
」
は
、
私
が
小
学
生
だ
っ
た

と
き
に
教
わ
り
ま
し
た
。「
ク
ラ
ム
ボ
ン
っ
て

何
!?
」
と
、
強
烈
に
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

松
木　

そ
れ
は
教
師
側
も
同
じ
で
し
た
よ
。「
や

ま
な
し
」
を
ど
う
教
え
る
か
、
当
時
は
よ
く
研
究

会
で
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

甲
斐　

当
時
、
石い

し

森も
り

延の
ぶ

男お

先
生
（
※
１
）
と
い
う

著
名
な
児
童
文
学
作
家
が
代
表
著
者
を
務
め
て
い

ま
し
た
。
石
森
先
生
を
中
心
と
し
た
編
集
委
員
は
、

昭
和
四
十
六
年
以
降
、
多
様
な
文
学
作
品
を
教
材

と
し
て
取
り
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
、

宮
沢
賢
治
の
童
話
「
や
ま
な
し
」
で
す
。
と
て
も

画
期
的
で
し
た
ね
。

　

ま
た
、フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
あ
る
「
く
じ
ら
ぐ
も
」

や
「
白
い
ぼ
う
し
」（
四
上
）
を
取
り
上
げ
た
の

も
当
時
と
し
て
は
新
し
か
っ
た
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

が
国
語
の
教
材
と
し
て
し
っ
か
り
位
置
づ
け
ら
れ

た
の
は
、
四
十
六
年
度
版
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

松
木　

当
時
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
子
ど
も
に
教
え

る
と
い
う
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
教
師
も
い
ま

し
た
。「
こ
の
教
材
で
何
を
教
え
る
の
か
」
と
教

材
そ
の
も
の
に
目
を
向
け
た
研
究
が
盛
ん
に
な
っ

0203

鼎
　
談

甲
斐 

雄
一
郎
　

筑
波
大
学─

教
授

青
山 

由
紀
　

筑
波
大
学
附
属
小
学
校──

教
諭

松
木 

正
子
　

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
小
学
校─

教
諭

こ
れ
か
ら
の
教
科
書
に
受
け
継
が
れ
る
も
の

光
村
図
書
の
編
集
委
員
を
務
め
る
三
人
の
先
生
方
に
、
こ
れ
ま
で
の
教
科
書
を
振
り
返
り
な
が
ら
、

新
し
い
教
科
書
へ
の
思
い
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（※１）石森延男
国語教育学者・児童文学者。1897 年～ 1987 年。北海道生まれ。1947 年、文部
省図書監修官として最初の『学習指導要領 国語科編』、最後の国定教科書編集に携
わる。53 年から光村図書国語教科書の代表著者。小説に『コタンの口笛』など。

今
春
、
い
よ
い
よ
新
し
い
教
科
書
が
完
成
し
ま
す
。

光
村
図
書
が
、
国
語
の
教
科
書
を
発
行
し
た
の
は
昭
和
二
十
五
年
。

多
く
の
先
生
方
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、

こ
の
六
十
年
を
歩
ん
で
き
ま
し
た
。

今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
と
も
な
い
、

ま
た
新
し
い
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
す
。

本
特
集
で
は
、
光
村
図
書
の
国
語
教
科
書
の
歴
史
を
ひ
も
と
き
な
が
ら
、

こ
れ
か
ら
の
教
科
書
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

特集

教
科
書
の

  

〝
こ
れ
ま
で
〟と

      

〝
こ
れ
か
ら
〟

優
れ
た
文
学
作
品
を
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た
の
も
、
こ
の
頃
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

甲
斐　
「
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
」（
二
下
）
が
掲
載
さ

れ
た
の
も
こ
の
頃
で
し
た
ね
。
当
時
、
教
科
書

に
取
り
上
げ
ら
れ
る
外
国
の
文
学
は
、「
リ
ヤ
王
」

な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の
が
中
心
で
し
た
。
そ

う
い
う
中
、
モ
ン
ゴ
ル
の
民
話
を
掲
載
し
た
の
は
、

斬
新
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

青
山　

日
本
人
と
近
い
文
化
や
生
活
習
慣
を
も
つ

近
隣
諸
国
の
文
学
に
目
を
向
け
た
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。

甲
斐　

今
の
教
科
書
に
は
、「
三
年
と
う
げ
」（
三

上
）
と
い
う
朝
鮮
の
昔
話
も
掲
載
さ
れ
て
い
て
、

ア
ジ
ア
の
民
話
は
国
語
の
教
材
を
支
え
る
柱
の
一

つ
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
よ
。

松
木　

こ
の
四
十
六
年
度
版
以
降
、
国
内
外
の
優

れ
た
作
品
が
続
々
と
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。

甲
斐　

五
十
二
年
度
版
か
ら
「
ス
イ
ミ
ー
」（
二

上
）、「
一
つ
の
花
」（
四
下
）。
五
十
五
年
度
版
か

ら
「
お
手
紙
」（
二
下
）、「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」

（
五
下
）。
六
十
一
年
度
版
か
ら
「
ち
い
ち
ゃ
ん
の

か
げ
お
く
り
」（
三
下
）。
挙
げ
て
い
く
と
、
本
当

に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

松
木　

こ
れ
ら
の
教
材
に
は
、
時
代
が
変
わ
っ
て

も
、
変
わ
ら
ず
子
ど
も
た
ち
の
心
に
響
く
も
の

が
あ
り
ま
す
。
い
つ
の
時
代
も
、「
く
じ
ら
ぐ
も
」

だ
っ
た
ら
、
子
ど
も
た
ち
は
手
を
つ
な
い
で
「
一
、

二
、三
」
と
ジ
ャ
ン
プ
す
る
の
が
楽
し
い
し
、「
ご

ん
ぎ
つ
ね
」
を
読
む
と
、
最
後
に
し
み
じ
み
し
た

も
の
が
残
る
し
、
そ
れ
は
普
遍
的
な
も
の
な
ん
で

し
ょ
う
ね
。

青
山　

そ
う
で
す
ね
。
長
年
親
し
ま
れ
て
い
る
教

材
の
魅
力
は
何
だ
ろ
う
と
考
え
る
と
、
や
は
り
行

間
を
読
む
楽
し
さ
や
奥
深
さ
が
あ
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
「
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
」
の
白
馬
が
死

ぬ
場
面
で
は
、
叙
述
に
は
白
馬
が
死
ん
だ
と
い
う

事
実
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
で
も
子
ど
も

た
ち
は
、
白
馬
へ
の
思
い
、
二
人
の
生
い
立
ち
の

回
顧
、
自
分
を
責
め
る
思
い
、
殿
様
へ
の
恨
み
な

ど
行
間
か
ら
さ
ま
ざ
ま
に
読
み
深
め
て
い
き
ま
す
。

松
木　

教
科
書
を
改
訂
す
る
と
き
、
編
集
会
議
で

は
何
百
と
い
う
文
学
作
品
が
教
材
の
候
補
と
し
て

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
、「
こ
の
作
品
の

主
題
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
は
ど
う
い
う
意
味
が

あ
る
か
」「
人
間
の
本
質
的
な
理
解
に
つ
な
が
る

の
は
ど
の
作
品
な
の
か
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
観

点
か
ら
議
論
を
重
ね
、
選
定
し
て
い
く
。
そ
う
い

う
地
道
と
も
い
え
る
選
定
の
過
程
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
長
年
子
ど
も
た
ち
や
先
生
方
に
愛
さ
れ
る
教

材
が
生
ま
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

甲
斐　

昭
和
四
十
年
代
と
い
う
の
は
、
す
ぐ
れ
た

児
童
文
学
作
品
が
た
く
さ
ん
世
に
送
り
だ
さ
れ
た

時
代
で
す
。
当
時
の
編
集
委
員
は
、
鋭
い
教
材
選

定
の
観
点
の
も
と
で
、
多
く
の
文
学
作
品
の
中
か

ら
教
材
と
な
る
も
の
を
選
び
と
っ
て
い
っ
た
。
そ

の
姿
勢
は
今
に
も
し
っ
か
り
と
受
け
継
が
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

松
木　

説
明
的
な
文
章
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、

「
た
ん
ぽ
ぽ
の  

ち
え
」（
二
上
）
が
初
め
て
掲
載

さ
れ
た
の
も
、
四
十
六
年
度
版
で
し
た
。

青
山　

昔
、「
た
ん
ぽ
ぽ
の 

ち
え
」
は
、「
か
え

る
の 

く
ら
し
」
や
「
あ
き
あ
か
ね
の 

一
生
」
と

い
う
短
い
説
明
文
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
し
た

ね
。

甲
斐　

え
え
。「
説
明
文
二
教
材
構
成
」（
※
２
）
は
、

平
成
十
二
年
度
版
ま
で
続
き
ま
し
た
。
授
業
時
数

の
削
減
と
と
も
に
、
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で

す
け
れ
ど
。

松
木　

あ
れ
は
よ
か
っ
た
で
す
ね
。
ぜ
ひ
新
し
い

教
科
書
に
復
活
さ
せ
て
ほ
し
い
（
笑
）。
二
回
読

む
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
理
解
度
も
増
し
ま
し

た
か
ら
。

甲
斐　

た
と
え
ば
「
あ
り
の
行
列
」（
三
上
）
は
、

そ
の
前
に
「
ヤ
ド
カ
リ
の
引
っ
こ
し
」
と
い
う
短

い
説
明
文
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
と
き
が
あ

り
ま
し
た
。「
ヤ
ド
カ
リ
の
引
っ
こ
し
」を
読
ん
で
、

文
章
が
い
く
つ
か
の
ま
と
ま
り
か
ら
で
き
て
い
る

こ
と
を
知
っ
た
後
、「
あ
り
の
行
列
」
を
読
む
と
、

ま
と
ま
り
を
意
識
し
な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
説
明
文
を
二
つ
並
べ
て
配
置
す
る
こ

と
に
は
積
極
的
な
意
味
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

青
山　

子
ど
も
に
と
っ
て
、
文
章
の
構
成
を
と
ら

え
る
の
は
難
し
い
も
の
で
す
。
文
章
が
何
ペ
ー
ジ

に
も
ま
た
が
っ
て
い
た
ら
な
お
さ
ら
。
で
す
か
ら
、

短
い
説
明
文
で
ま
ず
構
成
を
と
ら
え
さ
せ
る
と
い

う
の
は
、
と
て
も
よ
か
っ
た
で
す
ね
。

松
木　

二
つ
の
教
材
を
読
ま
せ
る
こ
と
で
定
着
す

る
こ
と
っ
て
、
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
一
つ
目
の

教
材
を
読
ん
で
何
と
な
く
わ
か
っ
て
い
た
こ
と
が
、

二
つ
目
の
教
材
を
読
ん
で
「
あ
ぁ
、
こ
の
言
葉
を

使
う
と
、
次
の
文
章
に
こ
う
つ
な
が
る
ん
だ
」
と

感
じ
て
定
着
す
る
。

青
山　
「
な
る
ほ
ど
」
と
い
う
実
感
を
伴
う
こ
と

昭和 46 年度版（右）と平成 17 年度版（左）の「くじ
らぐも」の紙面。挿絵や判型は変わったが、1 年生の教
材として 40 年近く変わらずに親しまれている。

▶
平
成
４
年
度
版
：「
ヤ
ド
カ
リ
の
引
っ
こ
し
」（
三
上
）

まとまりがとら
えやすいよう段
落番号がふって
ある。

▶
平
成
４
年
度
版
：「
あ
り
の
行
列
」（
三
上
）

「 あ り の 行 列 」
と同じように、
つなぎ言葉が使
われている。

（※２）説明文二教材構成
読解の手順や観点を示した 2 ～ 3 ページの「参考教材」と、そ
れを応用発展させる「本教材」とを組み合わせ、効果的な学習と
能力の定着が図れるように工夫された教材構成。

0405

筆
者
と
対
話
す
る
よ
う
に

～
説
明
的
な
文
章
～

参
考
教
材

本
教
材
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で
定
着
す
る
ん
で
す
ね
。
二
つ
目
の
教
材
を
学
習

し
て
、「
習
得
」
に
つ
な
が
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

松
木　

そ
う
い
え
ば
、「
た
ん
ぽ
ぽ
の 

ち
え
」
が

教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
と
き
は
、「
や
ま
な
し
」

と
同
じ
く
ら
い
話
題
に
な
っ
た
ん
で
す
よ
。

青
山　

な
ぜ
で
す
か
。

甲
斐　

昭
和
四
十
年
代
ま
で
の
、
説
明
的
な
文
章

と
い
う
と
、「
橋
」
や
「
原
子
力
」
と
い
う
ト
ピ
ッ

ク
を
「
橋
は
こ
う
い
う
構
造
だ
」
と
か
「
原
子
力

は
こ
の
よ
う
に
し
て
生
活
に
役
立
っ
て
い
る
」
と

か
百
科
事
典
の
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
紹
介
す
る
も

の
で
し
た
。
し
か
し
、「
た
ん
ぽ
ぽ
の 

ち
え
」
は

そ
れ
ら
と
は
全
然
違
う
書
き
ぶ
り
だ
っ
た
ん
で
す

よ
。

松
木　

百
科
事
典
に
載
っ
て
い
る
よ
う
な
事
実
を

知
る
こ
と
は
、
理
科
や
社
会
科
の
時
間
に
も
で
き

ま
す
。
む
し
ろ
国
語
科
で
は
、
筆
者
が
何
に
驚
き
、

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
を

読
み
取
り
、
筆
者
と
対
話
す
る
よ
う
に
文
章
を
読

む
経
験
を
さ
せ
た
い
。「
た
ん
ぽ
ぽ
の 

ち
え
」
は

そ
う
い
う
視
点
を
も
っ
た
説
明
文
の
先
駆
け
と
い

え
ま
す
ね
。

甲
斐　
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
と
い
う
身
近
な
題
材
を
例

に
、
自
然
の
摂
理
な
ど
科
学
の
基
本
を
と
ら
え
さ

せ
た
と
い
う
の
も
、
新
し
か
っ
た
。「
た
ん
ぽ
ぽ

の
ち
え
」
を
掲
載
し
た
の
は
、
当
時
と
し
て
は
冒

険
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。

青
山　

甲
斐
先
生
、
松
木
先
生
の
お
話
を
伺
っ
て

い
て
、「
子
ど
も
た
ち
の
視
点
に
立
っ
て
」
教
材

を
選
び
、
教
科
書
を
つ
く
っ
て
き
た
ん
だ
な
と
強

く
感
じ
ま
す
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
教
材
と
し
て
取

り
上
げ
た
り
、「
た
ん
ぽ
ぽ
の 

ち
え
」
の
よ
う
な

説
明
文
を
掲
載
し
た
り
。
当
時
と
し
て
は
冒
険

だ
っ
た
で
し
ょ
う
け
ど
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

何
が
必
要
か
、
真
剣
に
考
え
た
結
果
な
ん
で
す
ね
。

松
木　

子
ど
も
の
視
点
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
い

え
ば
、
入
門
期
の
書
き
文
字
の
指
導
に
も
そ
れ
が

顕
著
に
表
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
以
前
、
入
門

期
の
書
き
文
字
は
「
あ
い
う
え
お
」
な
ど
の
母
音

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
平
成

十
四
年
度
版
か
ら
は
、
ま
ず
自
分
の
名
前
を
書
か

せ
る
よ
う
に
し
た
ん
で
す
。

甲
斐　

入
門
期
に
お
け
る
書
き
文
字
は
、
平
成

元
年
度
版
ま
で
は
「
く
つ
」「
う
し
」
と
い
っ
た
、

書
き
や
す
い
文
字
か
ら
先
に
学
習
し
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
後
、
平
成
十
二
年
度
版
ま
で
は
「
あ

い
う
え
お
」
の
母
音
か
ら
五
十
音
順
に
学
ん
で
、

そ
の
後
「
が
ぎ
ぐ
げ
ご
」
な
ど
の
濁
音
を
学
習
す

る
順
序
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

松
木　

で
も
、
子
ど
も
た
ち
が
最
初
に
書
き
た
い

文
字
は
「
く
つ
」
で
も
「
母
音
」
で
も
な
く
自
分

の
名
前
な
ん
で
す
。

甲
斐　

子
ど
も
に
い
ち
ば
ん
身
近
で
、
使
う
頻
度

の
高
い
文
字
を
書
く
こ
と
か
ら
始
め
た
ん
で
す
ね
。

青
山　

そ
れ
か
ら
、
平
成
十
七
年
度
版
で
は
、
教

科
書
に
書
き
込
ま
せ
る
と
い
う
新
し
い
試
み
が
あ

り
ま
し
た
。
当
時
の
編
集
会
議
で
は
、「
教
科
書

に
書
き
込
む
と
い
う
こ
と
に
抵
抗
を
示
す
先
生
も

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
」
と
い
う
懸
念
の
声
も
挙

が
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
実
際
に
や
っ
て
み
る

と
、
現
場
に
は
す
ん
な
り
受
け
入
れ
ら
れ
た
よ
う

で
す
。
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
初
め
て
書
い
た
文

字
が
教
科
書
に
残
っ
て
、
思
い
出
に
な
り
ま
す
。

松
木　
「
ど
う
ぞ 

よ
ろ
し
く
」（
一
上
）
で
は
、

自
分
の
名
前
を
書
い
た
紙
を
名
刺
と
し
て
交
換
す

る
と
い
う
学
習
活
動
が
あ
り
ま
す
が
、「
文
字
で

書
き
表
す
こ
と
が
、
人
と
人
と
を
つ
な
げ
る
」
と

い
う
喜
び
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
教
材
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
う
い
う
喜
び
か
ら
、
書
く
学
習
を
始

め
ら
れ
る
の
は
と
て
も
い
い
で
す
ね
。

甲
斐　
「
母
音
か
ら
書
か
せ
た
ほ
う
が
よ
い
の
で

は
」
と
か
、「
教
科
書
に
は
書
き
込
ま
せ
な
い
ほ

う
が
よ
い
の
で
は
」
と
か
、
そ
う
い
っ
た
既
成
概

念
に
と
ら
わ
れ
ず
、
入
門
期
こ
そ
子
ど
も
の
視
点

に
立
ち
、
も
っ
と
柔
軟
に
考
え
て
い
く
べ
き
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

松
木　

四
十
六
年
度
版
が
出
た
頃
か
ら
、
教
材
研

究
が
さ
か
ん
に
な
っ
た
と
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま

し
た
が
、
教
科
書
に
関
す
る
研
究
も
そ
の
頃
か
ら

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
手
引
き
に
つ
い

て
も
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
親
切

す
ぎ
る
と
か
、
な
い
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
か
。

青
山　

親
切
す
ぎ
る
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
の
は

知
っ
て
い
ま
す
が
、
手
引
き
が
な
く
て
も
い
い
と

い
う
議
論
も
あ
っ
た
ん
で
す
か
。

甲
斐　

教
師
の
裁
量
に
任
せ
れ
ば
よ
い
か
ら
、
手

引
き
は
必
要
な
い
と
考
え
た
人
も
い
た
よ
う
で
す
。

松
木　

昔
の
教
科
書
を
見
る
と
、
手
引
き
は
と
て

も
シ
ン
プ
ル
で
す
ね
。
国
語
が
好
き
な
先
生
は
そ

れ
で
問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
な
い
先
生
は

ど
う
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
ず
、
教
材
を
読
ま
せ
る

だ
け
で
終
わ
り
に
し
て
し
ま
う
こ
と
も
多
か
っ
た
。

そ
う
い
う
経
緯
も
あ
っ
て
、
手
引
き
は
充
実
し
て

い
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

甲
斐　

松
木
先
生
、
青
山
先
生
は
ベ
テ
ラ
ン
で
す

か
ら
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
手
引
き
が
必
要
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
（
笑
）、
手
引
き
が
充
実
し
て

い
く
な
か
、
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
手
引
き
が
必
要
だ

と
思
わ
れ
ま
す
か
。

学
習
指
導
要
領
の
先
を
見
据
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
作
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

充
実
し
て
ゆ
く「
手
引
き
」

06

◀
昭
和
55
年
度
版
：「
く
つ
」「
う
し
」
な
ど
の
字
を
書
く
。
◀
平
成
４
年
度
版
：
母
音
を
書
く
。

◀
平
成
17
年
度
版
：
自
分
の
名
前
を
教
科
書
に
書
き
込
む
。

兵庫県生まれ。筑波大学大学院
人間総合科学研究科教授。博
士（教育学）。全国大学国語教
育学会、日本国語教育学会、国
語教育史学会、日本読書学会各
理事。著書に『国語科の成立』

（東洋館出版社）、共編著に『小
学校にみる戦前戦後の教科書比
較』（ぎょうせい）、『国語科教育
学研究の成果と展望』（明治図
書）など。

甲
か

斐
い

  雄
ゆ う

一
い ち

郎
ろ う

子
ど
も
の
視
点
に
立
つ

～
入
門
期
の
書
き
文
字
～

↘
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松
木　

子
ど
も
た
ち
の
主
体
的
な
学
び
が
求
め
ら

れ
て
き
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
方
向
の
手
引

き
が
必
要
で
し
ょ
う
。
活
動
の
手
順
な
ど
の
学
習

内
容
が
、
子
ど
も
が
読
ん
だ
と
き
に
よ
り
わ
か
り

や
す
い
手
引
き
で
す
ね
。

青
山　

そ
う
で
す
ね
。
子
ど
も
が
「
一
人
学
び
」

も
で
き
る
よ
う
な
手
引
き
が
必
要
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。「
今
日
は
何
を
す
る
ん
で
す
か
」
と

た
ず
ね
る
よ
う
な
受
け
身
の
授
業
で
は
な
く
、
自

分
で
手
引
き
を
読
ん
で
学
ん
で
か
ら
授
業
に
入
る
。

そ
う
い
う
ス
タ
イ
ル
が
あ
っ
て
も
い
い
し
、
こ
れ

か
ら
は
求
め
ら
れ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

甲
斐　

四
十
六
年
度
版
の
教
科
書
か
ら
現
在
の
教

科
書
ま
で
話
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
間
、
学

習
指
導
要
領
は
四
回
改
訂
さ
れ
て
い
ま
す
（
 p. 

12     

～
 p. 

15 
の
「
国
語
教
科
書
ク
ロ
ニ
ク
ル
」
参
照
）。

松
木　

昭
和
五
十
二
年
と
平
成
元
年
に
告
示
さ
れ

た
学
習
指
導
要
領
で
は
、
国
語
科
の
内
容
が
「
表

現
」「
理
解
」
と
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
ね
。

甲
斐　

そ
れ
に
よ
っ
て
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

が
、
国
語
科
の
範
囲
外
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ

た
感
が
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
「
話
す
こ
と
・
聞

く
こ
と
」
に
関
す
る
教
材
が
教
科
書
に
な
く
て
も
、

文
部
省
（
当
時
）
の
検
定
を
通
っ
て
し
ま
う
よ
う

な
状
況
で
し
た
。

松
木　

昭
和
五
十
二
年
に
告
示
さ
れ
た
学
習
指
導

要
領
か
ら
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
学
級

会
の
よ
う
な
単
元
が
教
科
書
か
ら
な
く
な
っ
た
の

が
と
て
も
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

甲
斐　

そ
し
て
平
成
十
年
に
告
示
さ
れ
た
学
習
指

導
要
領
以
降
、ま
た
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
が
、

国
語
科
の
内
容
と
し
て
し
っ
か
り
入
っ
て
く
る
わ

け
で
す
が
、
学
級
会
な
ど
の
特
別
活
動
と
は
違
う
、

国
語
科
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
い
う
模
索
は
今
で
も
続
い

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

青
山　

教
科
書
づ
く
り
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

と
い
う
点
で
は
、
や
は
り
平
成
十
年
に
告
示
さ
れ

た
学
習
指
導
要
領
で
し
ょ
う
か
。
授
業
時
数
が

大
幅
に
減
り
ま
し
た
（
下
表
）。
教
材
数
が
激
減
し
、

文
章
の
ジ
ャ
ン
ル
も
減
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を

ベ
テ
ラ
ン
・
松
木
先
生
は
ど
の
よ
う
に
補
っ
て
い

か
れ
た
の
で
す
か
。

松
木　

総
合
的
な
学
習
の
時
間
が
新
設
さ
れ
た
と

き
で
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
時
間
を
使
っ
て

補
お
う
と
し
ま
し
た
。
戯
曲
の
よ
う
な
も
の
も
削

ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
総
合
の
時
間
で
学
ん
だ

こ
と
を
劇
化
し
て
紹
介
さ
せ
る
と
か
。
試
行
錯
誤

し
ま
し
た
ね
。

甲
斐　

国
語
科
と
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
の
連

携
も
そ
う
で
す
が
、
他
教
科
と
の
連
携
が
強
調
さ

れ
は
じ
め
た
の
も
、
こ
の
頃
か
ら
で
す
。

松
木　

え
え
。
他
教
科
と
の
連
携
は
、
新
し
い
学

習
指
導
要
領
で
も
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

青
山　

最
近
の
先
生
は
、
戯
曲
を
学
校
で
学
ん
で

い
な
い
の
で
、
学
芸
会
を
や
ろ
う
っ
て
い
っ
て
も
、

台
本
を
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
し
、
ど
う
や
っ
て
劇

の
指
導
を
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。
そ

う
い
う
話
を
聞
く
と
、
削
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

で
き
た
穴
は
大
き
か
っ
た
な
と
思
い
ま
す
。

松
木　

当
時
、
編
集
委
員
を
し
て
い
て
、
教
材
を

削
る
の
は
本
当
に
つ
ら
い
作
業
で
し
た
よ
。

　

印
象
に
残
っ
て
い
る
出
来
事
が
あ
り
ま
す
。
ど

の
教
材
を
削
る
か
編
集
会
議
で
話
し
て
い
た
と
き
、

樺か
ば

島し
ま

忠た
だ

夫お

先
生
（
※
３
）
が
、「
言
葉
（
の
単
元
）

は
絶
対
に
削
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
こ
の
教
科
書
の

ポ
リ
シ
ー
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
何

と
な
く
読
み
物
の
教
材
が
残
っ
て
い
る
ほ
う
が
い

い
よ
う
に
思
い
が
ち
で
す
が
、
言
葉
に
関
す
る
教

材
を
残
す
と
き
っ
ぱ
り
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
言
葉

を
大
事
に
し
て
い
る
教
科
書
な
ん
だ
。
言
葉
を
大

事
に
す
る
と
い
う
精
神
が
し
っ
か
り
根
付
い
て
い

る
ん
だ
な
」
と
強
く
感
じ
ま
し
た
。

甲
斐　

教
科
書
は
、
学
習
指
導
要
領
に
沿
っ
て
作

ら
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
光
村
の
教
科
書

は
、
学
習
指
導
要
領
に
沿
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

を
少
し
先
ん
じ
る
と
い
う
か
、
そ
の
先
を
見
据
え

て
作
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

今
、「
言
語
単
元
」
な
ど
と
い
う
呼
び
方
を
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
言
葉
そ
の
も
の
を
題
材

に
し
た
単
元
を
設
定
し
、
そ
れ
を
系
統
的
に
配
置

し
た
の
は
光
村
が
最
初
な
ん
で
す
よ
。

松
木　
「
総
合
単
元
」（
三
領
域
を
総
合
し
た
単
元
）

や
、先
ほ
ど
話
し
た
「
説
明
文
二
教
材
構
成
」
な
ど
、

次
々
に
新
し
い
単
元
を
提
案
し
て
い
き
ま
し
た
ね
。

青
山　

読
書
の
充
実
も
い
ち
早
く
打
ち
出
し
て
い

ま
し
た
ね
。
今
や
、
読
書
の
充
実
は
学
習
指
導
要

領
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
当
然
の
こ
と
で
す
け
れ
ど
。

松
木　

新
し
い
教
科
書
が
ど
ん
な
提
案
を
し
て
い

る
の
か
、
楽
し
み
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

甲
斐　

先
ほ
ど
、
樺
島
先
生
の
お
話
が
出
ま
し
た

が
、
言
葉
を
大
事
に
す
る
と
い
う
姿
勢
は
、
言

語
単
元
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。「
外
来
語
と
日
本
文
化
」（
※
４
）
や
、「
言
葉

と
気
持
ち
」（
※
５
）
と
い
う
教
材
も
あ
り
ま
し
た

が
、
言
葉
を
単
に
知
識
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
意
味
の
広
が
り
を
考
え
た
り
、
言
葉

と
人
間
社
会
と
の
あ
り
方
に
つ
い
て
探
求
し
な
が

ら
気
づ
か
せ
た
り
す
る
よ
う
な
教
材
が
い
つ
も
あ

学
習
指
導
要
領
の
先
へ

言
葉
を
大
事
に
す
る
姿
勢

（※３）樺島忠夫
国語学者。1927 年、中国撫順市生まれ。大
阪府立大学名誉教授。主な著書に『楽しく身
につく日本語教室』（角川学芸出版）『日本語
探検－過去から未来へ』（角川書店）など。

（※４）「外来語と日本文化」
昭和 46 年～平成 12 年版、6 年生下巻（一時
期上巻）所載。渡辺実先生による書き下ろし。

（※５）「言葉と気持ち」
平成 8 ～ 12 年版、5 年生下巻所載。樺島忠
夫先生による書き下ろし。

言
葉
を
大
事
に
し
て
い
る
教
科
書
な
の
だ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
強
く
感
じ
ま
す
。
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1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 合計

昭和43年告示
（昭和46年施行） 238 315 280 280 245 245 1603

昭和52年告示
（昭和55年施行） 272 280 280 280 210 210 1532

平成元年告示
（平成 4 年施行） 306 315 280 280 210 210 1601

平成10年告示
（平成14年施行） 272 280 235 235 180 175 1377

平成20年告示
（平成23年施行） 306 315 245 245 175 175 1461

■小学校国語科　指導時数の変遷　年間総授業時数

大阪府生まれ。お茶の水女子大
学附属小学校教諭。お茶の水女
子大学非常勤講師。NHK ラジオ

『お話の旅』編集協力。日本国
語教育学会理事。日本国語教師
の会事務局。NPO 法人日本伝
統芸能教育普及協会（むすびの
会）理事。著書に『小学生のこ
とばはかせ－読んで楽しいことば
の辞典』（学燈社）、『説明文を
読もう』（ポプラ社）など。

松
ま つ

木
き

 正
せ い

子
こ

学年
学習指導要領



特集

り
ま
し
た
。

松
木　

た
と
え
ば
、「
も
の
の
名
ま
え
」（
一
下
）

で
は
、「
り
ん
ご
・
み
か
ん
・
バ
ナ
ナ
な
ど
は
、

一
つ
一
つ
の 

名
ま
え
で
す
／
一
つ
一
つ
の 
も
の

を
、
ま
と
め
て 

つ
け
た 

名
ま
え
も
あ
り
ま
す
。

～
ま
と
め
て
つ
け
た 

名
ま
え
は
、
く
だ
も
の
で

す
」
と
い
う
よ
う
に
、
上
位
語
・
下
位
語
に
つ
い

て
学
習
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
そ
の
も
の
を

題
材
に
し
て
、
言
葉
に
つ
い
て
考
え
る
教
材
が
六

学
年
に
わ
た
っ
て
き
ち
ん
と
系
統
立
て
て
配
置
さ

れ
て
い
ま
す
。

甲
斐　

そ
う
で
す
ね
。
ま
た
、
光
村
で
は
以
前
か

ら
、言
語
学
習
を
「
読
む
こ
と
」「
書
く
こ
と
」「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
中
に
も
き
ち
ん
と
位
置

づ
け
る
こ
と
を
重
視
し
て
き
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、「
あ
り
の
行
列
」
の

手
引
き
で
、「
～
で
す
」「
～
ま
し
た
」
な
ど
の
文

末
表
現
に
気
を
つ
け
て
読
む
課
題
を
設
け
て
い
ま

す
。
こ
ん
な
ふ
う
に
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
の
手

引
き
に
、
言
語
的
な
課
題
を
設
定
し
た
り
し
て
い

る
ん
で
す
。

松
木　

そ
う
い
う
配
慮
も
、
系
統
的
に
言
葉
の
学

習
を
と
ら
え
て
い
る
か
ら
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

青
山　

そ
れ
か
ら
、
光
村
の
教
科
書
っ
て
、
と
て

も
細
か
い
と
こ
ろ
に
心
配
り
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。

　

た
と
え
ば
新
出
漢
字
を
学
習
す
る
際
に
用
例
を

出
し
ま
す
ね
。
四
年
生
で
は
「
殺
」
と
い
う
漢
字

を
学
習
す
る
の
で
す
が
、
こ
の
用
例
と
し
て
「
殺

人
」
と
出
す
の
か
「
殺
風
景
」
と
出
す
の
か
、
そ

う
い
う
と
こ
ろ
に
も
配
慮
し
て
い
る
。
ど
う
い
う

言
葉
で
漢
字
の
学
習
を
さ
せ
る
か
、
ど
う
い
う
言

葉
を
覚
え
て
ほ
し
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

そ
う
い
う
細
や
か
な
心
配
り
っ
て
、
私
は
と
て
も

大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

甲
斐　
「
言
葉
の
学
習
を
大
事
に
す
る
」
と
い
う

の
は
、
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
姿
勢
で
す
し
、
こ
れ

か
ら
も
し
っ
か
り
と
も
ち
続
け
て
い
き
た
い
で
す

ね
。

甲
斐　

現
在
ま
で
の
教
科
書
を
振
り
返
っ
て
き
ま

し
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
教
科
書
に
求
め
る
こ
と
は

何
で
し
ょ
う
か
。

松
木　

授
業
時
数
が
減
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
教
材

数
も
減
っ
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
私
は
い
ろ
い
ろ

な
ジ
ャ
ン
ル
の
文
章
に
ふ
れ
さ
せ
た
い
で
す
ね
。

昔
の
教
科
書
を
見
る
と
、
豊
か
に
教
材
が
あ
っ
て
、

長
い
文
章
も
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
子
ど
も
に
は
多

少
消
化
不
良
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
き
ち

ん
と
用
意
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
大
事
な
こ
と

だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

青
山　

私
も
そ
う
思
い
ま
す
。
扱
い
方
に
軽
重
を

つ
け
る
必
要
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
た
く

さ
ん
の
作
品
に
出
会
わ
せ
て
あ
げ
た
い
で
す
ね
。

い
ろ
い
ろ
な
教
材
が
豊
富
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
と
い
い
。
そ
れ
ら
が
子
ど
も
の
発
達
段
階
に
応

じ
て
き
ち
ん
と
系
統
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重

要
で
す
。

　

先
ほ
ど
「
一
人
学
び
」
の
話
を
し
ま
し
た
が
、

そ
の
単
元
で
何
を
学
ぶ
の
か
、
ね
ら
い
や
活
動
が

子
ど
も
た
ち
に
も
わ
か
る
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る

と
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
子
ど
も
自
身

が
「
習
得
―
活
用
」
を
意
識
し
な
が
ら
ス
ム
ー
ズ

に
国
語
の
力
を
つ
け
て
い
け
る
よ
う
な
単
元
の
配

列
や
手
引
き
で
あ
る
と
い
い
で
す
ね
。

甲
斐　

ま
た
、
子
ど
も
自
身
が
学
習
を
振
り
返
っ

た
り
、
年
間
の
学
習
を
見
通
し
た
り
で
き
る
工
夫

も
大
事
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
ね
。

松
木　
「
言
葉
を
大
事
に
す
る
教
科
書
」
と
い
う

話
が
出
ま
し
た
が
、
や
は
り
豊
か
な
言
葉
に
出
会

え
る
教
科
書
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

先
日
、「
一
つ
の
花
」（
四
下
）
の
授
業
で
、
お

父
さ
ん
が
ゆ
み
子
を
高
い
高
い
し
た
と
き
の
気
持

ち
を
子
ど
も
た
ち
と
考
え
ま
し
た
。「
か
わ
い
い

か
ら
高
い
高
い
を
し
た
」「
か
わ
い
そ
う
だ
か
ら

高
い
高
い
を
し
た
」
と
い
う
二
つ
の
意
見
が
対
立

し
た
の
で
す
が
、
話
し
合
っ
て
い
く
う
ち
に
、「
両

方
の
気
持
ち
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、「
両
方
の

気
持
ち
を
表
す
言
葉
っ
て
あ
る
の
か
な
。
ぼ
く
た

ち
は
知
ら
な
い
け
ど
、
先
生
は
知
っ
て
る
？
」
と
、

あ
る
子
ど
も
が
聞
い
て
き
た
。
私
は
そ
の
と
き
に

「
不
憫
」
と
い
う
言
葉
を
教
え
た
ん
で
す
ね
。
そ

う
し
た
ら
、
子
ど
も
た
ち
は
す
ぐ
に
辞
書
で
そ
の

言
葉
を
調
べ
て
、「
あ
ぁ
、
そ
う
か
」
と
深
く
納

得
し
て
い
ま
し
た
。

　

認
識
を
一
つ
高
め
る
言
葉
を
も
つ
こ
と
は
、
子

ど
も
の
世
界
を
広
げ
、
子
ど
も
の
力
に
な
っ
て
い

き
ま
す
。
だ
か
ら
、
教
科
書
は
豊
か
な
言
葉
を
獲

得
す
る
ヒ
ン
ト
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
で

す
。
た
く
さ
ん
の
作
品
に
出
会
わ
せ
て
、
た
く
さ

ん
の
言
葉
に
出
会
わ
せ
た
い
で
す
ね
。

青
山　

光
村
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
作
品

は
、
文
体
が
多
彩
で
あ
っ
た
り
、
比
喩
の
使
い
方

に
特
徴
が
あ
っ
た
り
、
作
品
に
よ
っ
て
出
会
う
言

葉
が
本
当
に
豊
か
で
す
。
ぜ
ひ
、
新
し
い
教
科
書

で
は
教
材
数
を
増
や
し
て
、
も
っ
と
も
っ
と
い
ろ

い
ろ
な
言
葉
に
出
会
わ
せ
た
い
で
す
。

甲
斐　

そ
う
で
す
ね
。
そ
し
て
、
国
語
の
授
業
が

出
発
点
に
な
っ
て
、
日
常
生
活
に
国
語
学
習
が
広

が
っ
て
い
く
と
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め

の
教
科
書
で
あ
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

　

た
と
え
ば
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
の
結
果
か
ら
は
、

読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
に
課
題
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
の
課
題
を
と
ら

え
る
と
き
に
、
一
つ
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
が
、
読
解

リ
テ
ラ
シ
ー
の
高
い
子
ど
も
は
、
読
ん
だ
本
に
つ

い
て
友
達
と
交
流
す
る
こ
と
が
好
き
だ
と
い
う
こ

と
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
教
科
書
を
出
発
点
と
し

て
「
読
書
共
同
体
」
に
も
っ
て
い
け
れ
ば
い
い
な

と
思
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
読
ん
だ
後
に
感
想

を
も
つ
た
め
の
視
点
や
、
読
ん
だ
内
容
を
友
達
と

交
流
す
る
た
め
の
視
点
な
ど
、
共
同
体
づ
く
り
の

た
め
の
工
夫
が
手
引
き
な
ど
に
き
ち
ん
と
示
さ
れ

て
い
る
と
い
い
で
す
ね
。

松
木　

過
去
の
教
科
書
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
お
話

し
し
て
き
て
感
じ
た
の
が
、「
言
葉
を
大
事
に
す

る
」
と
か
「
子
ど
も
の
視
点
に
立
つ
」
と
い
っ
た

姿
勢
は
、
ず
っ
と
変
わ
ら
ず
揺
る
が
な
い
と
い
う

こ
と
。
こ
れ
は
、
ぜ
ひ
新
し
い
教
科
書
で
も
貫
い

て
い
き
た
い
で
す
ね
。

甲
斐　

お
っ
し
ゃ
る
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
学
習

指
導
要
領
の
先
を
見
据
え
て
き
た
と
い
う
話
も
あ

り
ま
し
た
が
、
世
の
中
の
動
き
や
変
化
に
左
右
さ

れ
ず
、
常
に
「
自
分
た
ち
が
国
語
教
育
の
流
れ
を

創
る
」
と
い
う
気
概
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
次

の
教
科
書
で
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
新
し
い
教
科
書

に
期
待
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

こ
れ
か
ら
の
教
科
書

1411

新
し
い
教
科
書
で
は
、
た
く
さ
ん
の
作
品
と

　
　
　
　
出
会
わ
せ
た
い
で
す
。

東京都生まれ。筑波大学附属小
学校教諭。聖心女子学院初等科
教諭を経て、現職。全国国語授
業研究会理事。使える授業ベー
シック研究会常任理事。国語の
新たな授業づくりを精力的に提
案・実践し続けている。著書に『子
どもを国語好きにする授業アイ
デア』（学事出版）、『まんがで学
ぶ  ことばあそび』（国土社）など。

青
あ お

山
や ま

 由
ゆ

紀
き
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学
習
指
導
要
領
・
教
育
界
の
変
遷

小
学
校

教
科
書
発
行
年
度

光
村
図
書
の
国
語
教
科
書　

初
出
の
主
な
教
材（
◎
は
現
在
ま
で
継
続
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
教
材
）

昭
和
22
年
「
学
習
指
導
要
領　

国
語
科
編
（
試

案
）」
刊
行
。

昭
和
26
年
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領　

国
語
科

編
（
試
案
）」
刊
行
。                                   

昭
和
33
年
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
」
改
訂
、

告
示
（
昭
和
33
年
施
行
）。

◆
国
語
科
の
指
導
内
容
と
し
て
、

　
「
Ａ　

聞
く
こ
と
、
話
す
こ
と
、

読
む
こ
と
、
書
く
こ
と
」
が
示
さ

れ
た
。

昭
和
43
年
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
」
改
訂
、

告
示
（
昭
和
46
年
施
行
）。

◆
国
語
科
の
指
導
内
容
は
、

　
「
Ａ　

聞
く
こ
と
、
話
す
こ
と
」

　
「
Ｂ　

読
む
こ
と
」　
「
Ｃ　

書
く

こ
と
」
の
三
領
域
が
設
け
ら
れ
た
。

昭
和
52
年
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
」
改
訂
、

告
示
（
昭
和
55
年
施
行
）。

◆
国
語
科
の
指
導
内
容
は
、

　
「
Ａ　

表
現
」「
Ｂ　

理
解
」
の
二

領
域
と
「
言
語
事
項
」
が
設
け
ら

れ
た
。

1213

国
語
教
科
書
クロニ
ク
ル国

語
教
育
学
者
で
あ
る
垣
内
松
三
先
生
を
代
表
著
者
に
迎
え
、

「
新
国
語
」
を
発
行
。
国
語
の
言
語
活
動
「
話
す
・
聞
く
・
読
む
・

書
く
」を
か
ざ
ぐ
る
ま
の
四
枚
の
羽
に
た
と
え
、第
一
巻
を「
か

ざ
ぐ
る
ま
」
と
名
づ
け
た
。　

昭和25年度版

児
童
文
学
者
で
あ
る
石
森
延
男
先
生
を
代
表
著
者
に
迎
え
る
。

昭和34年度版

こ
の
版
よ
り
、
現
在
に
も
残
る
優
れ
た
作
品
が
次
々
と
教
材
化

さ
れ
て
ゆ
く
。　

「
説
明
文
二
教
材
構
成
」
が
始
ま
る
。　

◎
「
く
じ
ら
ぐ
も
」
中
川
李
枝
子
（
一
年
）

◎
「
た
ん
ぽ
ぽ
の
ち
え
」
植
村
利
夫
（
二
年
）

◎
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
新
美
南
吉
（
四
年
）

 

・
「
と
び
こ
め
」
レ
フ
＝
ト
ル
ス
ト
イ
／
西
郷
竹
彦
訳
（
四
年
）

◎
「
白
い
ぼ
う
し
」
あ
ま
ん
き
み
こ
（
五
年
※
現
在
は
四
年
）

 

・
「
木
龍
う
る
し
」
木
下
順
二
（
五
年
）

 

・
「
ね
む
り
に
つ
い
て
」
宮
城
音
弥
（
五
年
）

◎
「
や
ま
な
し
」
宮
沢
賢
治
（
六
年
）

昭和46年度版

◎
「
大
き
な
か
ぶ
」
西
郷
竹
彦
（
一
年
）

◎
「
た
ぬ
き
の
糸
車
」
岸
な
み
（
一
年
）

 

・
「
し
っ
ぽ
の
や
く
め
」
川
田
健
（
一
年
）

◎
「
ス
イ
ミ
ー
」　

レ
オ
＝
レ
オ
ニ
／
谷
川
俊
太
郎
訳
（
二
年
）

 

・
「
く
ま
の
子
ウ
ー
フ
」
神
沢
利
子
（
二
年
）

 

・
「
か
さ
こ
地
ぞ
う
」
岩
崎
京
子
（
二
年
）

◎
「
モ
チ
モ
チ
の
木
」
斎
藤
隆
介
（
三
年
）

◎
「
一
つ
の
花
」
今
西
祐
行
（
四
年
）

◎
「
わ
ら
ぐ
つ
の
中
の
神
様
」
杉
み
き
子
（
五
年
）

 

・
「
田
中
正
造
」
上
笙
一
郎
（
六
年
）

 

・
「
ど
ろ
ん
こ
祭
り
」
今
江
祥
智
（
六
年
）

 

・
「
石
う
す
の
歌
」
壺
井
栄
（
六
年
）　

昭和52年度版

◎
「
は
な
の
み
ち
」
岡
信
子
（
一
年
）

◎
「
じ
ど
う
車
く
ら
べ
」（
一
年
）

◎
「
ど
う
ぶ
つ
の
赤
ち
ゃ
ん
」
増
井
光
子
（
一
年
）

 

・
「
花
い
っ
ぱ
い
に
な
あ
れ
」
松
谷
み
よ
子
（
一
年
）

◎
「
お
手
紙
」　

ア
ー
ノ
ル
ド
＝
ロ
ー
ベ
ル
／
三
木
卓
訳
（
二
年
） 

 

・
「
つ
り
橋
わ
た
れ
」
長
崎
源
之
助
（
三
年
）

 

・
「
手
ぶ
く
ろ
を
買
い
に
」
新
美
南
吉
（
三
年
） 

◎
「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」
椋
鳩
十
（
五
年
）

 

・
「
三
人
の
旅
人
た
ち
」
ジ
ョ
ー
ン
＝
エ
イ
キ
ン

　

 

／
猪
熊
葉
子
訳
（
五
年
）

◎
「
生
き
る
」
谷
川
俊
太
郎
（
六
年
）

昭和55年度版

◎
「
あ
り
の
行
列
」
大
滝
哲
也
（
三
年
）

 

・
「
自
然
を
守
る
」
伊
藤
和
明
（
六
年
）

昭和49年度版

戦
後
の
教
育
界
の
変
遷
と
、
光
村
の
国
語
教
科
書
の
歴
史
を
振
り
返
り
ま
す
。

「スーホの白い馬」（昭和４0 年度版～現在）
掲載当初は、「白い 馬」という教材名だった。

「チックとタック」（昭和４０～６０年度版） 
時計の中に住むかわいらしい子どものお話。安野光雅氏の挿絵が
魅力的。※『光村ライブラリー１巻』に収録

「木龍うるし」（昭和４６～平成３年度版） 
せりふとト書きで構成される脚本のおもしろさに出会える教材。
※『光村ライブラリー１４巻』に収録

「とびこめ」（昭和４６～平成３年度版） 
「とびこめ。でないとうつぞ。」というせりふが印象的なトルス
トイの名作。※『光村ライブラリー６巻』に収録

「しっぽのやくめ」（昭和５２～平成３年度版） 
さまざまな動物のしっぽの機能を説明する文章。
※『光村ライブラリー５巻』に収録

▼



特集

学
習
指
導
要
領
・
教
育
界
の
変
遷

小
学
校

教
科
書
発
行
年
度

光
村
図
書
の
国
語
教
科
書　

初
出
の
主
な
教
材（
◎
は
現
在
ま
で
継
続
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
教
材
）

平
成
元
年
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
」
改
訂
、

告
示
（
平
成
４
年
施
行
）。

◆
国
語
科
の
指
導
内
容
は
、

　
「
Ａ　

表
現
」「
Ｂ　

理
解
」
の
二

領
域
と
「
言
語
事
項
」
が
設
け
ら

れ
た
。

平
成
４
年
「
生
活
科
」
新
設
。

「
学
校
週
五
日
制
」
実
施
（
第
二
土

曜
日
休
日
）。                                   

平
成
７
年
「
学
校
週
五
日
制
」
実
施
（
第
二
・

第
四
土
曜
日
休
日
）。

平
成
10
年
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
」
改
訂
、

告
示
（
平
成
14
年
施
行
）。

◆
国
語
科
の
指
導
内
容
は
、

　
「
Ａ　

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

　
「
Ｂ　

書
く
こ
と
」「
Ｃ　

読
む
こ

と
」
の
三
領
域
と
「
言
語
事
項
」

が
設
け
ら
れ
た
。　

平
成
14
年

文
部
科
学
省
「
確
か
な
学
力
の
向
上

の
た
め
の
２
０
０
２
ア
ピ
ー
ル
『
学

び
の
す
す
め
』
発
表
。
学
習
指
導
要

領
は
最
低
基
準
で
あ
る
と
明
言
。                                                                                 

「
完
全
学
校
週
五
日
制
」
実
施
。

平
成
15
年
「
小
・
中
・
高
等
学
校
等
学
習
指
導

要
領
」
一
部
改
正
、
告
示
。—

『
発

展
的
な
学
習
内
容
』
の
取
り
扱
い
に

つ
い
て
」
な
ど
。

平
成
16
年

文
化
審
議
会
「
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求

め
ら
れ
る
国
語
力
に
つ
い
て
」
答
申
。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
の
結
果
が
公
表
さ
れ
、

読
解
力
や
記
述
力
に
課
題
が
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
た
。

平
成
18
年

全
国
学
力
・
学
習
状
況
評
価
が
ス

タ
ー
ト
。

平
成
20
年
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
」
改
訂
、

告
示
（
平
成
23
年
施
行
）。

◆
国
語
科
の
指
導
内
容
は
、「
Ａ　

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
Ｂ　

書
く
こ
と
」　
「
Ｃ　

読
む
こ
と
」

の
三
領
域
と
、「
伝
統
的
な
言
語

文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事

項
」
が
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
言

語
活
動
の
充
実
が
示
さ
れ
る
。

1415

昭和58年度版

◎
「
ふ
き
の
と
う
」
工
藤
直
子
（
二
年
）

 

・
「
か
ら
す
の
学
校
」
日
高
敏
隆
（
二
年
）

◎
「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
」
あ
ま
ん
き
み
こ
（
三
年
）

 

・
「
は
ま
べ
の
い
す
」
山
下
明
生
（
三
年
）　

 

・
「
お
み
や
げ
」
星
新
一
（
五
年
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

・
「
大
陸
は
動
く
」
大
竹
政
和
（
五
年
）

昭和61年度版

◎
「
ず
う
っ
と
、
ず
っ
と
、
大
す
き
だ
よ
」

　
 

ハ
ン
ス
＝
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
／
久
山
太
市
訳
（
一
年
）　　
　

 

・
「
力
太
郎
」
今
江
祥
智
（
二
年
）

◎
「
三
年
と
う
げ
」
李
錦
玉
（
三
年
）

 

・
「
一
本
の
鉛
筆
の
向
こ
う
に
」
谷
川
俊
太
郎
ほ
か
（
四
年
）

 

・
「
キ
ョ
ウ
リ
ュ
ウ
を
さ
ぐ
る
」
小
畠
郁
生
（
四
年
）

平成４年度版

 

・
「
お
へ
そ
っ
て
、
な
あ
に
」
山
田
真
（
二
年
）

◎
「
わ
た
し
と
小
鳥
と
す
ず
と
」
金
子
み
す
ゞ
（
三
年
）

◎
「
手
と
心
で
読
む
」
大
島
健
甫
（
四
年
）

◎
「
言
葉
の
橋
」
宮
地
裕
（
六
年
）

◎
「
海
の
命
」
立
松
和
平
（
六
年
）

平成 8 年度版

授
業
時
数
の
減
少
に
伴
い
、
教
材
数
が
減
ら
さ
れ
る
。

◎
「
い
る
か
」
谷
川
俊
太
郎
（
二
年
）

◎
「
森
へ
」
星
野
道
夫
（
六
年
）

平成14年度版

◎
「
い
ろ
い
ろ
な
く
ち
ば
し
」
村
田
浩
一
（
一
年
）

◎
「
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
で
伝
え
る
」
中
谷
日
出
（
四
年
）

◎
「
千
年
の
釘
に
い
ど
む
」
内
藤
誠
吾
（
五
年
）

◎
「
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
」
重
松
清
（
六
年
）

平成17年度版

 

・
「
あ
ら
し
の
夜
に
」
木
村
裕
一
（
四
年
）

平成12年度版

 

・
「
世
界
一
の
話
」
北
彰
介
（
三
年
）

 

・
「
西
風
号
の
そ
う
難
」
ク
リ
ス
＝
バ
ン
＝
オ
ー
ル
ズ
バ
ー
グ

　

／
村
上
春
樹
訳
（
六
年
）

平成元年度版

そして、
新しい教科書へ

「ちいちゃんのかげおくり」
（昭和６１年度版～現在）
２０年以上変わらず上野紀子
氏による挿絵。

「つり橋わたれ」（昭和５５～平成１３年度版） 
東京からきたトッコが、山のつり橋で不思議な男の子と出会う
というファンタジー作品。※『光村ライブラリー７巻』に収録

「くまの子ウーフ」（昭和５２～６０年度版／平成１２～１３年度版） 
遊ぶことと食べることが好きなかわいいウーフは多くの子どもたち
に愛された。　※『光村ライブラリー４巻』に収録

「おみやげ」（昭和６１～平成１３年度版） 
宇宙人が残した「銀色のタマゴ」が人間の核実験によってこな
ごなになるという人間への風刺がこめられたＳＦ作品。
※『光村ライブラリー１２巻』に収録

「三年とうげ」（平成４年度版～現在）
朝鮮の昔話。挿絵は、朴民宜氏によるもの。民族色の強い作品は、
その土地をよく知る画家に挿絵を依頼している。

「一本の鉛筆の向こうに」（平成４～１３年度版） 
人々のネットワークの中で一つの製品が作られていくこと
を説明する文章。※『光村ライブラリー１１巻』に収録

・
「
君
な
ら
ど
う
す
る
」
フ
ラ
ン
ク
＝
R
＝
ス
ト
ッ
ク
タ
ン

　

 

／
吉
田
甲
子
太
郎
訳
（
五
年
）

 

・
「『
創
造
』
す
る
力
」
加
藤
秀
俊
（
六
年
）　

授業時数が
大幅に減少。



特集

教
材
の
ど
こ
に
力
点
を
置
く
か

　

教
科
書
の
教
材
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
質
が
あ
り

ま
す
。
で
す
か
ら
、
教
材
研
究
を
し
て
そ
の
作
品

の
特
質
を
見
抜
く
こ
と
が
何
よ
り
も
大
事
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
、
ど
こ
に
力
点
を
置
い
て
指
導

す
る
の
か
、
何
を
生
か
す
こ
と
が
こ
の
作
品
ら
し

い
の
か
を
考
え
て
、
い
つ
も
頭
を
悩
ま
せ
ま
す
。

　

教
材
の
も
つ
魅
力
は
、
作
者
や
筆
者
が
書
い
た

｢

言
葉
の
森｣

を
探
検
す
る
こ
と
と
同
じ
で
す
ね
。

こ
の
森
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
有
名
な
の
か
、
特

徴
的
な
木
々
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
こ
の
森
に

し
か
な
い
も
の
は
何
な
の
か
な
ど
、
教
師
が
発

見
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
も
と
に
、

｢
読
み
の
視
点
」
を
子
ど
も
た
ち
に
示
す
こ
と
が

大
事
で
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
の
視
点
に
そ
っ

て
、
自
分
で
言
葉
の
森
を
探
検
し
て
、
木
を
見
つ

け
て
は
立
ち
止
ま
り
、
考
え
を
つ
く
り
ま
す
。
ま

た
、
歩
き
出
し
、
つ
な
が
り
の
あ
る
木
を
見
つ
け
、

も
の
を
思
っ
た
り
感
じ
た
り
し
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
私
が
子
ど
も
た
ち
に
示
す
視
点
に

は
、「
お
も
し
ろ
い
な
あ
と
思
う
と
こ
ろ
を
見
つ

け
ま
し
ょ
う（
お
む
す
び 

こ
ろ
り
ん 
一
上
）」「
ふ

た
り
は
、
な
か
よ
し
だ
な
あ
と
思
う
と
こ
ろ
を
見

つ
け
ま
し
ょ
う
（
お
手
紙 

二
下
）」「
豆
太
に
お

ど
ろ
い
た
な
あ
と
思
う
と
こ
ろ
を
見
つ
け
ま
し
ょ

う
（
モ
チ
モ
チ
の
木 

三
下
）」
な
ど
、「
見
つ
け

ま
し
ょ
う
」
と
い
う
言
葉
を
入
れ
ま
す
。
す
る
と
、

子
ど
も
た
ち
は
、
こ
こ
が
そ
う
だ
な
あ
と
思
う
と

こ
ろ
を
探
し
出
し
て
視
写
を
し
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
文
（
言
葉
）
か
ら
、
考
え
た
こ
と
や
気
が
つ

い
た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と
、
不
思
議
に
思
う
こ
と

な
ど
、
書
け
そ
う
な
も
の
を
選
ん
で
ノ
ー
ト
に
書

き
進
め
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を

進
め
な
が
ら
、
教
材
を
生
か
し
て
い
き
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
年
間
の
見
通
し
を
立
て
る
と
き
、

ど
の
教
材
に
力
点
を
置
く
か
考
え
ま
す
。

　

四
月
は
じ
め
に
、
学
級
の
子
ど
も
た
ち
に
つ
け

た
い
力
は
何
な
の
か
を
考
え
、
そ
の
た
め
に
は
ど

の
教
材
に
時
間
を
か
け
た
ら
良
い
の
か
検
討
し
ま

す
。
そ
し
て
「
物
語
文
だ
っ
た
ら
こ
の
教
材
、
説

明
文
だ
っ
た
ら
こ
の
教
材
」
と
い
う
よ
う
に
、
見

通
し
を
立
て
ま
す
。
例
え
ば
、
二
年
生
だ
っ
た
ら
、

「
た
ん
ぽ
ぽ
の 

ち
え
」「
ス
イ
ミ
ー
」「
サ
ン
ゴ
の

海
の
生
き
も
の
た
ち
」「
お
手
紙
」
を
選
び
ま
す
。

こ
れ
は
、
子
ど
も
の
実
態
や
興
味
関
心
に
応
じ
て

決
め
ま
す
が
、
私
自
身
が
好
き
な
教
材
を
優
先
し

て
い
ま
す
よ
。
好
き
な
教
材
に
は
熱
が
入
り
ま
す

し
、
ゆ
と
り
を
も
っ
て
子
ど
も
た
ち
と
追
究
で
き

ま
す
か
ら
ね
。

　

た
だ
、
そ
う
や
っ
て
決
め
た
教
材
が
、
実
際
に

授
業
す
る
な
か
で
、
変
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、「
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
」（
六
上
）
と
い
う

重
松
清
さ
ん
が
書
か
れ
た
教
材
が
あ
り
ま
す
。
当

初
、
私
は
こ
の
教
材
を
短
時
間
で
取
り
扱
お
う
と

考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
授
業
を
進

め
て
み
る
と
、
子
ど
も
た
ち
が
重
松
さ
ん
の
他
の

作
品
を
既
に
読
ん
で
い
て
、
教
材
に
対
す
る
関
心

が
高
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
場
合

は
、
予
定
を
変
更
し
て
、
読
み
ど
こ
ろ
に
時
間
を

か
け
、
友
だ
ち
の
考
え
を｢

聞
き
合
う
学
習
」
を

増
や
し
ま
す
。

登
場
人
物
の
気
持
ち
を
問
わ
な
い

　

私
が
、
教
材
を
使
っ
て
授
業
す
る
と
き
に
、
自

ら
に
課
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は「
気

持
ち
を
問
わ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
物
の

気
持
ち
を
考
え
る
の
は
、
む
ず
か
し
い
と
思
っ
て

い
る
子
ど
も
は
多
い
で
す
ね
。
進
ん
で
考
え
る
子

は
い
い
の
で
す
が
、
気
持
ち
と
い
う
の
は
、
複
雑

で
わ
か
り
に
く
く
一
概
に
「
こ
う
で
す
」
と
は
言

え
な
い
も
の
で
す
。
子
ど
も
た
ち
を
そ
の
よ
う
な

わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
に
連
れ
て
行
く
の
で
は
な

く
、
ま
ず
言
葉
に
出
会
わ
せ
る
こ
と
を
心
が
け
て

い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」（
五
下
）

に
、
次
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
り
ま
す
。

　
「
大
造
じ
い
さ
ん
は
、
ぐ
っ
と
じ
ゅ
う
を
か
た

に
当
て
、
残
雪
を
ね
ら
い
ま
し
た
。
が
、
な
ん
と

思
っ
た
か
、
再
び
じ
ゅ
う
を
下
ろ
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。」

　

こ
こ
で
、「
こ
の
と
き
の
大
造
じ
い
さ
ん
は
、

ど
ん
な
気
持
ち
で
す
か
」
と
問
う
の
で
は
な
く
、

「
こ
の
大
事
な
文
か
ら
（
言
葉
か
ら
）、
考
え
た
こ

と
や
思
っ
た
こ
と
、
気
が
つ
い
た
こ
と
な
ど
を
書

い
て
い
き
ま
し
ょ
う
」
と
投
げ
か
け
、
言
葉
に
出

会
わ
せ
て
い
き
ま
す
。
何
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
か

わ
か
ら
な
い
子
も
い
ま
す
か
ら
、
皆
で
一
緒
に

や
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を
も
て
る
よ
う
に
進
め
て
い
き

ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
Ｋ
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
ノ
ー
ト
に

書
い
て
い
ま
し
た
。

　
「
な
ん
と
思
っ
た
か
」
と
あ
り
ま
す
。
じ
い

さ
ん
は
、
何
を
思
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

た
ぶ
ん
、
仲
間
を
救
う
た
め
に
自
分
（
残
雪
）

が
、ぎ
せ
い
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
、(

大

造
じ
い
さ
ん
が)

感
動
し
た
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。
私
も
、
こ
ん
な
残
雪
に
感
動
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
Ｋ
さ
ん
は
、
こ
う
付
け
加
え
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
、
再
び
じ
ゅ
う
を
下
ろ
し
た
の
か
考

え
ま
す
。
大
造
じ
い
さ
ん
の
お
と
り
の
ガ
ン

を
助
け
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
、
お
と
り
の

ガ
ン
を
助
け
た
こ
と
に
感
動
し
た
ん
だ
と

思
い
ま
す
。
三
十
五
、六
年
前
の
こ
と
な
の

に
、
映
画
の
一
コ
マ
一
コ
マ
の
よ
う
に
、
は
っ

き
り
と
覚
え
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぐ
ら
い
大

き
な
出
来
事
で
心
に
残
っ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
残
雪
を
は
じ
め
に
ね
ら
っ
た
の
は
、
今

が
チ
ャ
ン
ス
だ
、
と
思
っ
た
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。
で
も
、
次
の
し
ゅ
ん
間
に
は
、
気
持

ち
が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
百
八
十

度
転
回
し
た
よ
う
に
、
全
く
反
対
の
こ
と
を

考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
子
の
よ
う
に
、
進
ん
で
言
葉
に
注
目
し
、

自
ら
考
え
る
子
ど
も
を
育
て
た
い
の
で
す
。
そ
し

て
、
問
い
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
問
い
を
生
み
だ
す

子
ど
も
に
な
る
よ
う
手
立
て
を
講
じ
な
い
と
い
け

ま
せ
ん
。
教
師
の
発
問
を
待
っ
て
も
の
を
考
え
る

子
ど
も
で
は
な
く
、
自
発
的
に
学
習
す
る
よ
う
に

育
て
て
い
く
大
事
さ
を
日
々
感
じ
て
い
ま
す
。
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わ
た
し
の
教
科
書
の
使
い
か
た

「
こ
の
と
き
の
登
場
人
物
は
ど
ん
な
気
持
ち
で
す
か
」

国
語
の
授
業
で
よ
く
さ
れ
る
発
問
で
す
が
、
椙
田
先
生
は
決
し
て
こ
の
発
問
を
し
ま
せ
ん
。

初
め
か
ら
問
い
を
投
げ
か
け
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
教
科
書
の
言
葉
に
出
会
わ
せ
、

そ
し
て
子
ど
も
自
身
に
問
い
を
見
つ
け
さ
せ
る
。

「
教
科
書
は
言
葉
と
出
会
う
場
で
す
」
と
、
椙
田
先
生
は
言
い
ま
す
。

効
果
的
に
教
科
書
を
使
い
、
子
ど
も
た
ち
に
思
考
さ
せ
る
椙
田
先
生
。

さ
て
、
そ
の
教
科
書
の
使
い
か
た
と
は
…
…
？

愛媛県生まれ。奈良女子大学附属
小学校 副校長。自律的な学習法
の実践を積み、学校発行の機関誌
に主題・実践論文等を100 編以上
執筆。共著に『「学習力」を育てる
秘訣』、『確かな学習力を育てるす
じ道』（以上，明治図書）など。

椙
す ぎ

田
た

 萬
ま

理
り

子
こ
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「
白
い
ぼ
う
し
」（
全
十
一
時
間
）

【
一
・
二
時
間
目
】

　
教
材
に
出
会
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
す
ら
す

ら
読
め
な
い
、
わ
か
り
に
く
い
言
葉
が
あ
る
な

ど
、
作
品
に
抵
抗
を
も
っ
て
い
る
段
階
で
す
。

そ
の
抵
抗
を
教
師
が
取
り
除
く
よ
う
に
進
め
ま

す
。
そ
の
後
、「
読
ん
で
ど
ん
な
感
じ
が
す
る

お
話
で
し
た
か
」
と
一
行
で
表
現
す
る
こ
と
を

求
め
、
書
い
た
こ
と
を
聞
き
合
い
ま
す
。

【
三
時
間
目
】

　
ど
ん
な
感
じ
が
す
る
お
話
か
自
分
の
受
け
止

め
方
を
大
事
に
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
「
ひ
と

り
学
習
」
で
考
え
て
い
き
た
い
こ
と
を
決
め
ま

す
。

【
四
時
間
目
〜
九
時
間
目
】

　「
ひ
と
り
学
習
」
が
、
ど
の
子
も
で
き
る
よ

う
に
、
見
本
に
な
る
ノ
ー
ト
を
印
刷
し
た
り
、

教
師
の
手
だ
て
を
増
や
し
た
り
し
て
学
習
の
仕

方
を
学
べ
る
よ
う
に
進
め
ま
す
。

【
十
・
十
一
時
間
目
】

　「
ひ
と
り
学
習
」
で
見
つ
け
た
不
思
議
や
わ

か
ら
な
い
こ
と
な
ど
、
皆
と
一
緒
に
考
え
て
み

た
い
こ
と
を
し
ぼ
り
、
切
実
な
課
題
を
共
に
考

え
合
い
ま
す
。

　

Ａ
さ
ん
は
、
三
時
間
目
に
「
松
井
さ
ん
の
車
に

乗
っ
た
女
の
子
の
正
体
を
つ
き
と
め
た
い
」
と
い

う
「
ひ
と
り
学
習
」
の
課
題
を
立
て
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
課
題
解
決
の
手
が
か
り
と
な
る
教
科

書
の
文
章
を
見
つ
け
て
、
ノ
ー
ト
に
視
写
し
、
自

分
の
考
え
を
書
い
て
い
き
ま
す
（
左
ペ
ー
ジ
参
照
）。

ノ
ー
ト
の
書
き
方
に
は
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。「
教

科
書
を
視
写
し
た
部
分
は
〔
　
　
〕
で
括
り
、
一

行
空
け
て
自
分
の
考
え
を
書
く
」
と
い
う
も
の
で

す
。
こ
の
よ
う
に
ル
ー
ル
を
決
め
て
お
く
と
、
ど

の
子
の
ノ
ー
ト
も
、
教
科
書
の
視
写
の
部
分
と
自

分
の
考
え
の
部
分
が
明
確
で
、
誰
が
見
て
も
わ
か

り
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

説
明
的
な
文
章
に
お
い
て
も
「
言
葉
の
森
」
を

探
検
で
き
る
よ
う
に
育
て
ま
す
。

　

説
明
文
を
読
む
と
、
初
め
て
知
っ
て
驚
く
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
知
的
感
動
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、

段
落
の
構
成
な
ど
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
お
き
、
読

ん
で
良
か
っ
た
と
思
う
感
動
を
も
と
に
、
自
分
と

教
材
の
距
離
を
縮
め
ら
れ
る
よ
う
に
進
め
ま
す
。

自
分
の
足
場
を
も
た
せ
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
文
章
の
中
で
「
初
め
て
知
っ
て

驚
い
た
と
こ
ろ
」
を
ノ
ー
ト
に
視
写
し
ま
す
。
そ

し
て
ノ
ー
ト
の
書
き
方
の
ル
ー
ル
に
沿
っ
て
、
一

行
空
け
て
自
分
の
文
章
を
書
か
せ
ま
す
。「
今
ま

で
は
～
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
～
だ
っ
た
の
で
驚

き
ま
し
た
」
と
、
そ
の
中
身
が
表
現
で
き
る
よ
う

に
指
導
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
丁
寧
に
読
ん
で
い
く
と
、「
も
っ

と
知
り
た
い
」「
こ
こ
に
興
味
が
あ
る
」
な
ど
と

知
的
好
奇
心
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
知

的
感
動
と
知
的
好
奇
心
を
湧
き
立
た
せ
、
説
明
文

の
内
容
に
し
っ
か
り
出
会
わ
せ
る
こ
と
を
大
事
に

し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
要
点
や
段
落
相
互
の
関

係
、
全
体
の
構
成
な
ど
、
説
明
文
で
欠
か
せ
な
い

学
習
へ
と
進
め
て
い
き
ま
す
。

地
道
な
言
語
活
動
を

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
言
語
活
動
の
充

実
が
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。
言
語
活
動
と
い
う
と
、

紙
芝
居
を
作
る
と
か
、
劇
を
す
る
と
か
、
派
手
な

活
動
に
目
が
行
き
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で

思
考
力
・
想
像
力
・
表
現
力
が
身
に
付
く
の
か
よ

く
吟
味
し
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

私
が
子
ど
も
た
ち
に
学
ば
せ
て
い
る
「
ひ
と
り
学

習
」
は
地
道
な
活
動
で
す
。
し
か
し
、
ま
ず
自
分

の
頭
で
も
の
を
考
え
、
そ
し
て
、
友
達
の
考
え
を

聞
い
て
自
分
の
思
考
を
広
げ
深
め
て
い
く
。
さ
ら

に
も
う
一
度
、
ひ
と
り
に
な
っ
て
振
り
返
っ
て
み

る
。
こ
の
学
習
の
過
程
に
は
、
欠
か
せ
な
い
言
語

活
動
の
根
幹
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
は
、
自
ら
考
え
る

子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
が
よ

り
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
活
動

を
支
え
る
の
が
教
材
で
す
。
冒

頭
に
も
述
べ
ま
し
た
が
、
教
師

は
、
教
材
の
特
質
を
見
抜
い
て

教
材
を
選
ん
だ
り
生
か
し
た

り
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
「
読

む
力
」
を
高
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
私
は
そ
れ
を
「
言

葉
と
出
会
わ
せ
る
」
と
い
う
方

法
で
や
っ
て
い
ま
す
。

　

教
科
書
が
つ
く
る
「
言
葉
の

森
」
を
、
子
ど
も
た
ち
と
一
緒

に
探
検
す
る
─
─
そ
れ
は
実

に
楽
し
い
も
の
で
す
よ
。

｢

言
葉
の
森｣

を

探
検
で
き
る
子
ど
も
に

　

で
は
、
中
学
年
あ
た
り
か
ら
、
ひ
と
り
で
「
言

葉
の
森
」
を
探
検
で
き
る
子
ど
も
に
育
て
る
た
め

に
、
教
科
書
を
ど
う
使
っ
て
い
る
の
か
を
ご
紹
介

し
ま
す
。「
白
い
ぼ
う
し
」（
四
上
）
で
は
、「
ひ

と
り
学
習
」
の
場
を
数
多
く
取
り
入
れ
ま
し
た
。

「
ひ
と
り
学
習
」
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
が
、

立
ち
止
ま
り
た
い
文
を
ノ
ー
ト
に
視
写
し
て
、
そ

こ
か
ら
自
分
の
考
え
や
思
い
を
書
い
て
い
く
も
の

で
す
。

1819

「黒板は先生のノート。だから写さなくていいよ」。板書を写させると、それだけ
に気をとられてしまい、一緒に考えることが疎かになるので、その子なりのメモ
を勧めている。白いチョークは「教科書の言葉」、黄色いチョークは「子どもの意
見」、赤いチョークは「先生の驚き」と、色分けする。子どもの思考の助けになる
ように構造化して書くよう心がける。

▲Ａさんの「ひとり学習」１回目のノート
　「女の子の正体にさらに近づけました」と書いている。

▲Ａさんの「ひとり学習」２回目のノート
　「どんどん女の子の正体に近づいてうれしいと思った」と書いている。
一回目より自分の読みが深まっていることを実感しているようだ。

〔　　〕で括った部分は、
教科書の文章の視写。

教科書の文章から一行空けて
自分の考えを書く。
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Q

Q

		「書くこと」の指導、			
　永遠の課題！？

　
「
書
く
こ
と
は
考
え
る
こ
と
で
あ
る
」

　

こ
れ
は
ず
っ
と
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
る

言
葉
で
す
。
最
近
は
、
書
か
ず
に
、
言
葉
が

行
き
交
う
だ
け
の
学
習
が
増
え
て
い
ま
す
。

た
し
か
に
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
で
は
あ
る
け
れ

ど
、
自
分
が
何
を
根
拠
に
、
ど
う
考
え
た
の

か
が
残
ら
ず
、
振
り
返
り
も
、
拠
り
所
が
な

い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

自
分
の
考
え
を
書
き
残
す
記
録
4

4

、
ま
た
書

く
こ
と
で
考
え
を
創
る

4

4

4

4

4

こ
と
は
、大
変
で
も
、

も
っ
と
大
切
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　

僕
は
、
作
文
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
、

日
記
な
ど
、
と
も
か
く
書
い
た

も
の
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
が
大
変

で
、
つ
い
つ
い
「
書
く
こ
と
」
の

指
導
を
き
ち
ん
と
し
て
い
な
か
っ

た
り
す
る
な
。

　
「
そ
れ
で
は
、
今
日
は
作
文
を

書
き
ま
し
ょ
う
」
と
か
、「
あ
な

た
の
考
え
を
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ

う
」
と
言
う
と
、
必
ず
と
い
っ
て

い
い
ほ
ど
、「
エ
ー
ッ
、書
く
の
？
」

「
め
ん
ど
く
さ
い
な
ぁ
」
と
い
う

言
葉
が
聞
か
れ
る
の
よ
ね
。

元
新
宿
区
立
西
戸
山
小
学
校
教
諭

安や
す

田だ

恭き
ょ
う

子こ

「
書
く
こ
と
」の
指
導
、

	

困
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

  

何
を
指
導
す
る
場
合
で
も
、
一
度
指
導

を
し
て
、
力
が
つ
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
数
多
く
体
験
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

  

同
じ
こ
と
を
く
り
返
す
こ
と
も
効
果
的

で
す
が
、
や
は
り
子
ど
も
た
ち
は
飽
き
る

こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

　
こ
こ
で
は
、
書
く
こ
と
の
指
導
の
場
だ

け
で
な
く
、
読
む
こ
と
の
指
導
に
お
い
て

の
書
く
場
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
、

子
ど
も
た
ち
が
楽
し
く
取
り
組
め
る「
場
」

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

・「
く
じ
ら
ぐ
も
と
い
っ
し
ょ
に
、

空
の
散
歩
を
し
て
い
る
と
き
の
、

で
き
ご
と
を
書
き
ま
し
ょ
う
」　

※
「
く
じ
ら
ぐ
も
」（
一
下
）

・「
き
つ
つ
き
は
、
三
日
目
は
、
ど

こ
で
ど
ん
な
商
売
を
す
る
で
し
ょ

う
」　
※
「
き
つ
つ
き
の
商
売
」（
三
上
）

…
…
な
ど
と
問
い
か
け
て
、
書
き
ま

す
。

・
お
手
紙
を
も
ら
っ
た
が
ま
く
ん
が
か

え
る
く
ん
に
書
く
お
手
紙
。
※
「
お

手
紙
」（
二
下
）

・
松
井
さ
ん
が
、
お
ふ
く
ろ
に
書
く
お

礼
の
手
紙
。
※
「
白
い
ぼ
う
し
」（
四
上
）

  

子
ど
も
た
ち
が
書
い
た
手
紙
に
は
、

読
み
手
に
な
っ
て
一
言
で
も
よ
い
か

ら
、
返
事
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

 

場
面
を
設
定
し
て
書
く
よ
う
に
注
意

し
ま
す
。

・
仲
間
が
み
ん
な
食
べ
ら
れ
た
日
の
ス

イ
ミ
ー
日
記
。
※
「
ス
イ
ミ
ー
」（
二
上
）

・
兵
十
か
ら
や
っ
と
逃
れ
て
穴
に
た
ど

り
着
い
た
ご
ん
の
日
記
。
※
「
ご
ん
ぎ

つ
ね
」（
四
下
）

・
す
て
き
な
雪
げ
た
を
見
つ
け
た
お
み

つ
さ
ん
の
日
記
。
※
「
わ
ら
ぐ
つ
の
中

の
神
様
」（
五
下
）

  

行
事
作
文
を
書
か
せ
る
と
き

は
、「
よ
く
思
い
出
し
て
」
と

言
っ
て
も
、筆
が
進
み
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
と
き
は
、

 

・
遠
足
の
リ
ュ
ッ
ク
に
な
っ
て

 

・
舞
台
の
照
明
に
な
っ
て

 

・
運
動
会
の
カ
ッ
プ
に
な
っ
て

…
…
な
ど
、
立
場
を
変
え
て
書

く
よ
う
に
し
ま
す
。

  

四
角
に
限
ら
ず
、
丸
・
三
角

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
や
色
の
、

あ
ま
り
大
き
く
な
い
カ
ー
ド
を

用
意
し
て
お
き
ま
す
。
一
日
一

枚
、
自
分
が
見
つ
け
た
こ
と
を

書
き
ま
す
。

　
時
に
は
、
こ
の
カ
ー
ド
を
も

と
に
、
よ
り
詳
し
い
作
文
を
書

く
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
新
聞
の
形
式
を
う
ま
く

活
用
し
て
行
い
ま
す
。
見

学
記
録
を
ま
と
め
る
と
き

に
便
利
で
す
。

続
き
話
・
あ
い
だ
話

手
　
紙

日
　
記

変
身
作
文

み
つ
け
た
よ
カ
ー
ド

新
聞
づ
く
り

楽
し
く
取
り
組
む

書
く
「
場
」
の
工
夫

○
○
見
学
新
聞

「
○
○
紹
介
」
と

い
う
題
で
、行
程
・

様
子
を
書
く
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式

で
、見
学
し
て
わ
か
っ

た
こ
と
を
書
く
。

社
説
と
し
て
感
想
を

書
く
。
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教える、寄り添う、そして自ら書く

　
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
と
い
う
と
、
す
ぐ

に
作
文
指
導
と
と
ら
え
、
一
つ
の
き
ち
ん
と

し
た
作
品
を
書
き
上
げ
る
と
い
う
こ
と
を
イ

メ
ー
ジ
し
が
ち
で
す
。

　

指
導
者
で
あ
る
先
生
方
が
、「
作
文
は
上

手
な
文
章
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
か
っ
こ

い
い
文
章
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
を

は
っ
と
思
わ
せ
る
文
章
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
」
と
思
い
込
ん
で
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

  

時
に
は
、
し
っ
か
り
と
し
た
作
品
を
書
き

上
げ
る
こ
と
も
大
切
で
す
が
、
日
常
の
感
想

メ
モ
、
ス
ピ
ー
チ
メ
モ
、
学
級
日
記
、
手
紙
、

ふ
り
返
り
カ
ー
ド
、
カ
ル
タ
作
り
な
ど
、
た

く
さ
ん
の
「
書
く
こ
と
」
の
引
き
出
し
を
用

意
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　詩、句、歌などの短詩型も、日記、新聞、創作、さまざま
な○○カードなど、多くの形にチャレンジしましょう。どんな形で？

　先生や友達に伝えたくて書くことはもちろん、徐々に自分
に向かって書いたり、不特定多数の人に訴えて書いたり、と
いうことも考えられます。

誰に向かって？

「書く力」を育てるための
４つのポイント

　
書
か
せ
る
授
業
の
後
、
子
ど
も
が
書
い

た
作
文
や
文
章
を
読
み
、

　「
な
か
な
か
、
い
い
文
章
が
書
け
て
い

な
い
。
ど
う
し
て
だ
ろ
う
」　
　

　
と
、
思
わ
ず
つ
ぶ
や
い
た
り
た
め
息
を

つ
い
た
り
す
る
。
し
か
し
、
期
待
通
り
で

な
い
こ
と
の
す
べ
て
が
、
子
ど
も
に
責
任

が
あ
る
の
で
は
な
い
。

  

「
ま
と
ま
り
の
あ
る
文
を
書
き
な
さ
い
」

  

「
わ
か
り
や
す
く
書
き
な
さ
い
」

  

…
…
こ
の
よ
う
に
、簡
単
な
指
示
で
書
か

せ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
指
示
を
す
れ
ば

書
け
る
だ
ろ
う
と
思
い
込
ん
で
い
る
か
ら
。

  

も
し
、
そ
の
と
き
子
ど
も
た
ち
が
、「
書

き
方
が
わ
か
ら
な
い
」
と
か
、「
ま
と
ま

り
の
あ
る
文
と
は
ど
ん
な
文
章
で
す
か
」

「
書
き
だ
し
は
ど
う
書
く
の
で
す
か
」
と
、

質
問
や
注
文
を
し
て
く
れ
れ
ば
、
す
ぐ
に

書
か
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
指

示
に
素
直
に
う
な
ず
い
た
り
、
わ
か
っ
た

よ
う
な
顔
を
し
た
り
す
る
子
ど
も
た
ち
。

そ
れ
を
見
て
、
書
け
る
だ
ろ
う
と
思
い
込

ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
。
こ
れ
が
い
い
文
章

が
書
け
な
か
っ
た
原
因
で
あ
る
。
指
示
だ

け
で
な
く
、
書
き
方
を
念
入
り
に
教
え
る

こ
と
が
、
よ
い
文
章
を
書
か
せ
る
秘
訣
で

あ
る
。

  

文
章
を
書
く
と
き
の
子
ど
も
は
真
剣
。

真
っ
白
な
ノ
ー
ト
や
原
稿
用
紙
に
自
分
の

考
え
を
し
っ
か
り
書
こ
う
と
い
う
気
持
ち

で
文
章
を
書
く
。
し
か
し
、
気
持
ち
の
通

り
に
鉛
筆
が
運
ば
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。

よ
い
考
え
を
思
い
つ
い
て
も
、
知
っ
て
い

る
語
彙
や
語
句
が
少
な
い
の
で
、
上
手
に

表
現
が
出
来
な
い
。

　
書
き
だ
し
で
立
ち
止
ま
り
、
考
え
や
言

葉
を
探
す
の
に
時
間
が
か
か
る
。
文
の
つ

な
が
り
が
で
き
な
い
な
ど
、
書
く
こ
と
は
、

子
ど
も
に
と
っ
て
葛
藤
を
と
も
な
う
学
習

活
動
で
あ
る
。

　
机
上
に
提
出
さ
れ
た
作
文
や
ノ
ー
ト
だ

け
で
は
、
書
く
と
き
の
葛
藤
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
書

け
て
当
然
と
思
い
込
み
、
結
果
の
良
し
悪

し
を
判
断
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
文

章
の
細
部
に
心
を
配
り
、
書
く
と
き
の
葛

藤
に
寄
り
添
っ
て
文
章
を
読
む
と
い
う
心

を
大
切
に
し
た
い
。
書
く
こ
と
は
、
全
力

を
傾
け
る
大
変
な
学
習
活
動
で
あ
る
と
思

え
る
こ
と
が
、
書
く
子
を
育
て
る
秘
訣
で

あ
る
。

　
国
語
や
算
数
、
社
会
な
ど
の
テ
ス
ト
を

す
る
と
き
、
問
題
に
間
違
い
が
な
い
か
、

ど
の
く
ら
い
の
時
間
が
必
要
か
、
正
答
は

出
せ
る
か
ど
う
か
な
ど
を
確
認
す
る
た
め

に
、
事
前
に
模
範
解
答
を
作
る
。
理
科
で

は
予
備
実
験
を
念
入
り
に
す
る
。

　
国
語
科
で
も
、指
導
の
前
に
教
師
が
実

際
に
書
く
と
い
う
こ
と
を
大
事
に
し
た
い
。

　
模
範
解
答
や
予
備
実
験
の
よ
う
に
、
教

師
が
文
章
を
書
く
こ
と
で
、
習
得
さ
せ
た

い
内
容
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
子
ど
も
に
こ
の
よ
う
な
文
章

を
書
か
せ
た
い
と
思
う
だ
け
で
な
く
授
業

の
前
に
、
鉛
筆
を
持
っ
て
書
く
。
こ
の
こ

と
で
、
授
業
の
全
体
像
が
見
え
て
く
る
。

ク
ラ
ス
の
子
ど
も
を
思
い
浮
か
べ
て
書
く

こ
と
が
、
本
時
の
目
標
を
具
体
化
す
る
秘

訣
で
あ
る
。

　書きだしから書き終わりまで、きちんとした作品に仕上が
らなくてもよしとしましょう。その時々のねらいに合えば、
書きだしだけでも大切な作品です。

作品主義に
陥らない。

　「書くことは考えること」。自分を見つめ、よさを発見したり、
自分の生活を自覚したり、さらに他の人と交流したり……と、
目的を明確にしましょう。

何のために？

書
き
方
を

丁
寧
に
教
え
る

文
章
を
書
く
と
き
の

葛
藤
に
寄
り
添
う

教
師
も
書
く
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藤
井
先
生
は
新
し
い
単
元
に
入
る
と
き
に
、

手
本
を
見
な
い
で
「
試
書
」
を
さ
せ
ま
す
。

　

試
書
に
は
、
文
字
の
原
理
・
原
則
を
学
習
す

る
前
の
子
ど
も
た
ち
の
生
の
姿
が
あ
ら
わ
れ
ま

す
。
こ
れ
を
ス
タ
ー
ト
に
し
て
、
こ
の
一
時
間

の
授
業
で
ど
の
よ
う
に
自
分
の
文
字
が
変
化
す

る
か
、
子
ど
も
た
ち
自
身
に
気
づ
か
せ
る
の
が

ね
ら
い
。
ま
ず
、
全
員
で
書
き
順
を
空
書
き
で

確
か
め
て
か
ら
（
写
真
２
）、試
書
を
し
ま
す
（
写

真
３
）。

　

こ
の
日
の
授
業
は
、
五
年
生
の
単
元
「
左
右

の
組
み
立
て
方
『
金
銀
』」
の
一
時
間
目
。「
金
・

銀
」
と
い
う
文
字
を
使
っ
て
「
銀
」
の
組
み
立

て
方
を
学
び
、「
へ
ん
」
を
書
く
場
合
の
原
則

を
知
り
技
能
を
習
得
す
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
す
。

　

授
業
の
冒
頭
で
、
藤
井
先
生
は
わ
り
ば
し
を

配
布
し
ま
し
た
（
写
真
１
）。
こ
れ
は
、
授
業
の

中
盤
で
使
わ
れ
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
興
味

津
々
。

　

手
本
そ
っ
く
り
に
書
く
こ
と
は
大
人
で
も
難

し
い
。
手
本
を
ま
ね
る
よ
う
指
導
す
る
の
で
は

な
く
、
手
本
か
ら
「
法
則
性
」
や
「
う
ま
く
書

く
コ
ツ
」
を
子
ど
も
に
発
見
さ
せ
る
こ
と
が
大

事
な
の
で
す
。

　
「
法
則
性
や
コ
ツ
を
見
つ
け
て
、
そ
れ
を
一

つ
一
つ
ク
リ
ア
し
て
い
く
と
、
子
ど
も
は
自
分

の
字
に
自
信
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
」

　

ま
た
、
藤
井
先
生
は
授
業
中
に
自
ら
筆
を

も
っ
て
書
い
て
み
せ
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

　
「
教
師
が
書
い
て
み
せ
な
く
て
も
い
い
ん
で

す
。
手
本
を
見
な
が
ら
一
緒
に
考
え
る
こ
と
が

大
事
。
だ
か
ら
、
筆
を
使
う
の
が
苦
手
な
先
生

で
も
ま
っ
た
く
問
題
な
い
で
す
ね
」

  

今
回
ご
紹
介
す
る
の
も
、
藤
井
先
生
い
わ
く

「
誰
で
も
で
き
る
授
業
」。
今
す
ぐ
実
践
で
き
る

授
業
の
ヒ
ン
ト
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で
す
。

　

書
写
と
い
う
と
「
お
手
本
を
見
な
が
ら
書
き

な
さ
い
」
と
い
う
授
業
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が

多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
藤
井
先
生

は
言
い
ま
す
。

　
「
書
写
の
手
本
と
い
う
の
は
、
書
写
の
上
手

な
先
生
が
苦
労
し
て
書
か
れ
た
も
の
。
そ
の
字

を
ま
ね
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
る
と
、
子
ど
も
は

『
書
け
な
い
』
と
い
う
劣
等
感
を
増
幅
さ
せ
て

し
ま
う
ん
で
す
」

「
毛
筆
が
苦
手
で
、
授
業
に
自
信
が
も
て
な
い
」

「
子
ど
も
が
な
か
な
か
上
達
し
な
い
」

…
…
そ
の
よ
う
な
悩
み
を
抱
え
、
書
写
の
授
業
に
苦
手
意
識
を
も
つ
先
生
が

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
書
写
の
授
業
は
コ
ツ
さ
え
つ
か
め
ば
、
難
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

今
回
は
、
書
写
指
導
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
・
藤
井
浩
治
先
生
の
授
業
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

2425

脱・手
本
を
ま
ね
て
書
く
授
業

単
元
名
「
左
右
の
組
み
立
て
方
『
金
銀
』」　
五
年
　
　
　
　
　
　
　
大
崎
上
島
町
立
大
崎
小
学
校

今
す
ぐ
実
践
！

子
ど
も
が
変
わ
る
書
写
授
業

ぼくたちが、藤井先生の
授業をナビゲートします。

どんな授業なんだ
ろう。ワクワク。

わりばしは何に
使うのかな？

あとで書いた文字
と比べるために、
試書の左上には①
と書いておくよ。

ペンちゃんピッちゃん

ス
テ
ッ
プ

試
書
を
し
よ
う

　「金と銀の書き順をみんなで確認しましょう」
全員で「金・銀」を空書きする。実は、試書の
前に漢字を思い出させるのがねらい。

2

「わりばしを配ります。割っておいてね。
後で使います」
1
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手本を見ながら、へんの原
則に注意して書く。

10

こうやって人数
を板書すると、
クラス全体が上
達していること
が、わかるね。

　子どもたちの答えが出そろったところで、へん
の原則をまとめる。「はらいやとめに変化」、「中
心が右による」、「はばが細くなる」、「右あがり」、

「右はしをそろえる」の５つ。

9

　 「右端がデコボコしてい
ると、こんなふうに、つく
りとぶつかってしまいます」

　　「かねへんは、どうして
右端がデコボコしていたら
ダメなんだろう。これを使っ
て説明できる人はいますか」

8

7

2627

　

試
書
を
書
き
終
え
た
と
こ
ろ
で
手
本
を
配
り
、

「『
金
』
が
か
ね
へ
ん
に
な
っ
た
と
き
、
ど
こ
が

ど
う
変
化
す
る
の
か
」
子
ど
も
た
ち
に
問
い
か

け
ま
す（
写
真
４
）。「
か
ね
へ
ん
は
右
に
上
が
っ

て
い
ま
す
」
と
子
ど
も
が
答
え
る
と
、
こ
こ
で

わ
り
ば
し
が
登
場
（
写
真
５
）。
子
ど
も
た
ち
に
、

「
金
」
と
「
か
ね
へ
ん
」
の
二
番
目
の
横
画
に

わ
り
ば
し
を
置
い
て
確
認
さ
せ
ま
す
（
写
真
６
）。

す
る
と
、「
わ
ぁ
、
全
然
違
う
！
」
と
一
気
に

授
業
が
盛
り
上
が
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
の
「
へ
ん
の
原
則
」
を
意
識
し
な
が

ら
、
手
本
を
見
て
書
き
ま
す
（
写
真
10
）。
早
く

書
き
終
え
た
子
に
は
、「
五
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が

で
き
て
い
る
か
確
認
し
よ
う
。
気
が
つ
い
た
こ

と
が
あ
っ
た
ら
、
手
本
に
鉛
筆
で
書
き
込
み
ま

し
ょ
う
」
と
指
示
し
ま
す
。

　

全
員
が
書
き
終
え
た
ら
、「
へ
ん
の
原
則
」

が
守
れ
て
い
る
か
、
原
則
を
一
つ
ず
つ
読
み
あ

げ
挙
手
さ
せ
ま
す
（
写
真
11
）。
そ
の
人
数
を
数

え
て
板
書
。
試
書
の
と
き
よ
り
も
、
原
則
が
守

れ
た
と
挙
手
す
る
子
ど
も
が
ぐ
っ
と
増
え
て

い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。「
中
心
が
右
に
よ
る
」

と
い
う
原
則
は
、
試
書
で
は
誰
も
で
き
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
十
九
人
も
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
「
す
ご
く
増
え
た
よ
。
二
枚
し
か
書
い
て
い

な
い
の
に
、
す
ば
ら
し
い
」

　

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
感
じ
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
、
ク
ラ
ス
全
体
の
雰
囲
気
が
盛
り
上

が
り
ま
す
（
写
真
12
）。

　

ま
た
、
子
ど
も
た
ち
が
「
右
端
が
そ
ろ
う
」

と
い
う
原
則
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
で
い
る
と
、

藤
井
先
生
は
右
端
が
そ
ろ
っ
て
い
な
い
か
ね
へ

ん
を
見
せ
て
「
こ
の
か
ね
へ
ん
は
、
ど
こ
が
い

け
な
い
の
か
な
」
と
問
い
か
け
ま
す
。
そ
う
す

る
と
、「
あ
っ
！
右
端
が
デ
コ
ボ
コ
し
て
い
る
」

と
子
ど
も
た
ち
。
さ
ら
に
、
ど
う
し
て
右
端
が

デ
コ
ボ
コ
し
て
い
る
と
だ
め
な
の
か
、
子
ど
も

た
ち
と
一
緒
に
考
え
ま
す
（
写
真
７
・
８
）。
そ
し

て
、
へ
ん
の
原
則
を
ま
と
め
、
試
書
で
ど
れ
が

で
き
て
ど
れ
が
で
き
て
い
な
い
か
を
確
認
（
写

真
９
）。
自
己
課
題
を
も
た
せ
ま
す
。

　「『金』は横画がまっす
ぐだけど、かねへんは右
に上がっています」

「そうだね。わりばしを
使って確かめてみよう」

5

ス
テ
ッ
プ

「
へ
ん
」
を
書
く
と
き
の

原
則
を
見
つ
け
よ
う

ス
テ
ッ
プ

手
本
を
見
て
書
こ
う

わりばしを置い
てみると、かね
へんは右上がり
になっているの
が一目瞭然だね。

　「『金』がかねへんになると、どう変化
するかな」
試書の後、手本を見せて問いかける。

4

6

■指導計画（全３時間）

次 学習内容

評価

関心・
意欲・
態度

知識・
理解 技能 評価規準 評価方法

１
毛筆で左右の組み立て方
の原理・原則を知る。

（２時間）
○ ◎

・「左右からなる文字」の組み立て方
　の原理・原則を理解している。
・毛筆で意欲的に左右の組み立て方を
　確かめている。

学習態度
毛筆まとめ書き

２
硬筆で左右の組み立て方
の原理・原則を他の文字
に使用する。（１時間）

○ ◎ ・左右の組み立て方の原理・原則を理
　解して、字形を整えて書いている。

学習態度
硬筆まとめ書き

本時は１時間目
です！

　　 は試書（ためし書き）で
②は手本を見て書いた場
合。数字は原則が守れたと
挙手した子どもの人数。

12 ○た

　「５つのポイント、守れ
たかな」挙手をさせて確認。

11
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「ごんべんも、右端がそろっ
ていて、右上がりになってい
るね」

21

　隣の子の「試書」と「まとめ書き」を見て、へ
んの原則ができているか確認し合う。

20

　「まとめ書きでも、５つのポイントが守れたかな」18
　 　がまとめ書き。
人数が増えたのがわかる。

19

まとめ書きをする。練習用紙
で練習したことで、子どもたち
はコツをつかんできたようだ。

17

　

藤
井
先
生
が
作
成
し
た
、
か
ね
へ
ん
の
「
か

ご
書
き
」
と
「
骨
書
き
」
の
練
習
用
紙
（
写
真

13
）
を
使
っ
て
、
か
ね
へ
ん
だ
け
を
な
ぞ
っ
て

練
習
（
写
真
14
）。
そ
の
後
、「
金
銀
」
の
骨
書

き
の
練
習
用
紙
（
写
真
15
）
を
使
っ
て
、「
金
銀
」

を
な
ぞ
っ
て
書
き
ま
す
（
写
真
16
）。

　

い
よ
い
よ
「
ま
と
め
書
き
」
を
し
ま
す
。「
最

後
の
一
枚
だ
よ
。
が
ん
ば
っ
て
」
と
藤
井
先
生
。

子
ど
も
た
ち
は
一
画
ず
つ
丁
寧
に
書
き
進
め
て

い
き
ま
す
（
写
真
17
）。

　

全
員
が
書
き
終
え
た
ら
「
試
書
」
と
「
ま
と

め
書
き
」
を
机
に
並
べ
て
置
か
せ
、「
へ
ん
の

原
則
」
が
守
れ
て
い
る
か
、
再
び
確
認
。
原
則

を
一
つ
ず
つ
読
み
あ
げ
挙
手
を
さ
せ
ま
す
（
写

真
18
）。
原
則
が
守
れ
た
と
手
を
挙
げ
る
子
ど

も
が
さ
ら
に
増
え
ま
し
た
（
写
真
19
）。

　
「
お
ぉ
、
ど
ん
ど
ん
う
ま
く
な
っ
て
い
る
ね
。

今
度
は
隣
の
人
の
字
を
見
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

最
初
に
書
い
た
も
の
と
、
最
後
に
書
い
た
も
の
、

比
べ
て
み
て
ど
う
か
な
？
」

　
「
う
わ
ぁ
、
す
ご
く
変
わ
っ
て
る
」

　
「
最
初
の
と
全
然
違
う
よ
」

子
ど
も
た
ち
か
ら
歓
声
が
上
が
り
ま
す
（
写
真

20
）。

　
「
隣
の
人
の
最
後
に
書
い
た
も
の
が
、
最
初

に
書
い
た
も
の
よ
り
上
手
く
な
っ
て
い
る
な
、

と
思
う
人
は
手
を
挙
げ
て
」
と
言
う
と
、
ほ
ぼ

全
員
の
子
ど
も
が
手
を
挙
げ
ま
し
た
。
み
ん
な

満
足
げ
な
表
情
を
浮
か
べ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
藤
井
先
生
は
「
今
日
は
か
ね
へ
ん

に
つ
い
て
勉
強
し
ま
し
た
。
で
も
、
実
は
、
へ

ん
の
き
ま
り
は
、
か
ね
へ
ん
だ
け
じ
ゃ
な
い
ん

で
す
」
と
言
っ
て
、
（
ご
ん
べ
ん
）や

（
の

ぎ
へ
ん
）な
ど
の
カ
ー
ド
を
見
せ
ま
す（
写
真
21
）。

　
「
ほ
ら
、
右
端
が
そ
ろ
っ
て
い
て
、
右
上
が

り
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
か
ら
、『
へ

ん
』
の
あ
る
漢
字
を
書
く
と
き
は
、
右
端
を
そ

ろ
え
て
右
上
が
り
に
書
く
と
、
上
手
に
書
け
ま

す
よ
」

　

そ
う
言
っ
て
、
授
業
を
締
め
く
く
り
ま
し
た
。

ス
テ
ッ
プ

練
習
用
紙
を
使
っ
て

書
こ
う

ス
テ
ッ
プ

ま
と
め
書
き
を
し
よ
う

ス
テ
ッ
プ

「
試
書
」と「
ま
と
め
書
き
」

を
比
べ
よ
う

　 金銀の練習用紙（骨書き）15 　 かねへんの練習用紙
（上：かご書き）（下：骨書き）
13

1416

あとで、試書と比
較するため、まと
め書きの左上には
②と書いておくよ。

へんの原則は、
他のへんにも応
用できるんだ！

この授業で、
子どもたちの字は、
こんなに変わりました！

①試書 ②まとめ書き

へんの原則を守って書けるようになってい
るのがわかります。

○ま
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せ
て
あ
げ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
後
の
自

分
の
文
字
に
対
す
る
思
い
に
大
き
な
影
響
を
与

え
ま
す
か
ら
。

　

今
回
の
授
業
の
よ
う
に
自
分
の
字
が
う
ま
く

な
っ
た
こ
と
を
実
感
し
た
り
、
友
だ
ち
に
褒
め

ら
れ
た
り
、
自
分
の
作
品
が
掲
示
さ
れ
て
い
る

の
を
見
て
「
う
ま
く
な
っ
た
な
」
と
実
感
し
た

り
。
そ
う
い
う
経
験
を
小
学
校
で
た
く
さ
ん
さ

せ
て
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
ね
。

　

初
め
て
筆
を
も
っ
た
と
き
、
子
ど
も
た
ち
は

早
く
書
き
た
く
て
う
ず
う
ず
し
て
い
ま
す
。
そ

の
気
持
ち
を
ず
っ
と
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

─
今
回
は
五
年
生
で
授
業
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
が
、
三
年
生
（
初
め
て
筆
を
持
つ
子
ど
も
た

ち
）
に
指
導
す
る
と
き
に
大
切
な
こ
と
は
何
で

し
ょ
う
か
。

川
口　

姿
勢
と
筆
の
持
ち
方
を
き
ち
ん
と
指
導

す
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
変
な
ク
セ
が
つ
い
て

し
ま
う
と
、
上
の
学
年
に
な
っ
て
か
ら
な
か
な

か
直
ら
な
い
の
で
。

藤
井　

そ
う
そ
う
。
最
初
は
、
姿
勢
・
筆
の
持

ち
方
・
基
本
点
画
な
ど
、
厳
し
い
く
ら
い
に
き

ち
ん
と
や
ら
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
う

や
っ
て
、
基
本
を
き
ち
ん
と
身
に
付
け
さ
せ
る

こ
と
が
、
後
に
そ
の
子
に
と
っ
て
必
ず
プ
ラ
ス

に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

人
生
で
初
め
て
筆
を
持
つ
の
は
、
多
く
の
場

合
、
小
学
校
の
書
写
の
授
業
で
し
ょ
う
。
だ
か

ら
、
私
は
い
い
出
会
い
を
さ
せ
て
あ
げ
た
い
な

と
常
々
思
っ
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
出
会
い
を
さ

身
に
付
け
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
私
は
今

年
こ
の
学
校
に
赴
任
し
た
の
で
す
が
、
こ
こ
の

子
ど
も
た
ち
は
川
口
先
生
が
基
本
を
き
ち
ん
と

指
導
し
て
い
る
の
で
、
あ
る
一
定
以
上
の
字
が

書
け
ま
す
。
そ
れ
は
書
写
の
指
導
で
大
事
な
こ

と
で
す
。

─
川
口
先
生
は
書
写
が
ご
専
門
で
な
い
と
聞
き

ま
し
た
。

川
口　

え
え
。
実
は
字
を
書
く
の
は
苦
手
な
ん

で
す
（
笑
）。

藤
井　

毛
筆
が
苦
手
な
先
生
で
も
、
い
い
書
写

の
授
業
は
絶
対
に
で
き
ま
す
。
書
写
の
指
導
で

大
切
な
の
は
、
字
を
う
ま
く
書
い
て
み
せ
る
こ

と
で
は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
考

え
る
こ
と
で
す
か
ら
。
筆
の
持
ち
方
と
か
、
基

本
点
画
を
お
さ
え
て
い
る
必
要
は
あ
り
ま
す
が
、

教
師
が
う
ま
い
字
を
書
く
必
要
は
な
い
ん
で
す
。

書
写
授
業
で
大
切
に
し
た
い
こ
と

─
大
崎
小
学
校
の
掲
示
物
を
拝
見
し
ま
し
た
が
、

ど
の
子
も
堂
々
と
し
た
字
を
書
い
て
い
ま
す
ね
。

藤
井　

書
写
は
み
ん
な
が
同
じ
字
を
書
く
の

で
、
う
ま
く
書
け
て
い
な
い
子
が
目
立
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
掲
示
す
る
前
に
き
ち
ん

と
指
導
し
て
、
あ
る
一
定
の
レ
ベ
ル
以
上
に
し

て
あ
げ
る
こ
と
が
大
事
。
私
は
よ
く
「
太
く
」

「
大
き
く
」「
か
す
れ
な
い
」
と
言
う
の
で
す
が
、

最
低
で
も
こ
の
三
点
を
守
っ
て
い
れ
ば
、
掲
示

さ
れ
た
と
き
に
、
極
端
に
目
立
っ
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
は
な
く
な
り
ま
す
。

川
口　

自
分
の
字
に
自
信
が
な
い
子
は
、
ど
う

し
て
も
細
く
て
弱
々
し
い
字
を
書
き
が
ち
で
す
。

で
す
か
ら
、
私
は
自
信
を
も
た
せ
る
た
め
に
、

机
間
指
導
の
と
き
「
こ
の
払
い
、い
い
ね
」
と
か
、

「
う
わ
ぁ
、
そ
の
止
め
、
い
い
よ
」
と
か
肯
定

的
な
言
葉
か
け
を
す
る
よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。

藤
井　

声
か
け
っ
て
、
す
ご
く
大
事
な
ん
で
す
。

今
ま
で
多
く
の
授
業
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
机

間
指
導
の
と
き
に
「
こ
こ
が
細
い
」「
こ
の
払

い
が
ダ
メ
だ
」
と
、
悪
い
と
こ
ろ
を
指
摘
し
て

い
る
場
面
を
よ
く
見
か
け
ま
す
。
子
ど
も
自
身

も
悪
い
と
こ
ろ
は
わ
か
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
先

生
か
ら
言
わ
れ
る
と
劣
等
感
を
募
ら
せ
て
し
ま

う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
い
い
と
こ
ろ
を
褒
め

て
あ
げ
る
こ
と
は
と
て
も
大
事
で
す
。

　

授
業
の
ね
ら
い
が
で
き
て
い
な
け
れ
ば
き
ち

ん
と
指
摘
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以

外
の
と
こ
ろ
は
口
う
る
さ
く
注
意
し
な
い
方
が

い
い
。
そ
う
し
な
い
と
子
ど
も
は
「
あ
れ
も
で

き
な
い
、
こ
れ
も
で
き
な
い
」
と
、
ど
ん
ど
ん

書
写
嫌
い
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

─
他
に
ふ
だ
ん
の
授
業
で
心
が
け
て
い
る
こ
と

は
あ
り
ま
す
か
。

川
口　

基
本
を
し
っ
か
り
練
習
さ
せ
て
か
ら
、

文
字
を
書
か
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
藤
井

先
生
が
作
成
さ
れ
た
「
基
本
点
画
プ
リ
ン
ト
」

（
左
ペ
ー
ジ
参
照
）
を
配
っ
て
、
毎
回
授
業
の
は

じ
め
に
な
ぞ
ら
せ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
き
ち
ん

と
や
る
と
、
個
人
差
が
だ
ん
だ
ん
な
く
な
っ
て

い
く
ん
で
す
よ
。

藤
井　

よ
く
書
け
る
子
を
伸
ば
す
こ
と
も
大
切

で
す
が
、
書
け
な
い
子
を
引
き
上
げ
て
劣
等
感

を
も
た
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
と
て
も
大

切
で
す
よ
ね
。
そ
れ
に
は
、
基
本
を
し
っ
か
り

劣
等
感
を
も
た
せ
な
い

書
写
と
の
い
い
出
会
い
を

藤井浩治先生（写真左）と、川口円先生（写真右）。
子どもたちの作品の前で。

広島県大崎上島町立大崎小学校
瀬戸内海に浮かぶ大崎上島は、造船業とみかん栽培がさかん。豊かな自
然に囲まれた大崎小学校には、いつも子どもたちの明るい声が響いてい
る。（児童数 188 名／取釜秀子校長）

子ども一人ひとりに、丁寧
に声をかける川口先生。

基本点画プリント

毎
日
の
書
写
授
業
で
、
心
が
け
た
い
こ
と
、
大
切
に
し
た
い
こ
と
。

今
回
の
授
業
者
で
あ
る
藤
井
先
生
と
、

大
崎
小
学
校
で
精
力
的
に
書
写
指
導
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
川
口
先
生
に
お
聞
き
し
ま
し
た
。



今
日
か
ら
始
め
る

古
典
の
授
業

画面を見ながらの音読特長

1

暗唱するための工夫がいっぱい特長

2

昔話や神話・伝承の読み聞かせ特長

3

豊富な資料映像特長

4

プリント教材の作成特長

5

全学年で活用可能特長

6

音読・暗唱・読み聞かせ

新学習指導要領対応

光村の提示型デジタル教材シリーズ

www.mitsumura-tosho.co.jp/digital/
TEL:03-3493-5741( お客様窓口 )

【価格】学校フリーライセンス 小学校版 低学年用（読み聞かせ・言葉遊び編） 中学年用（短歌・俳句，故事成語編）  高学年用（古文・漢文編）

 各26,250円（本体価格 各 25,000円）⑤　 For Windows®

 ※学校フリーライセンスは，校内でご利用になるパソコンの台数を制限しない契約です。※価格には，サーバやパソコンへのインストール費用は含まれておりません。

〒141-8675 東京都品川区上大崎 2-19-9
E-mail:digital-info@mitsumura-tosho.co.jp

▼「わくわく古典教室」について，詳しくはこちらまで

教科書編集部便り

お知らせ

　インフルエンザが猛威を振るう中、学校
では平成 23 年度からの新しい学習指導要
領全面実施に向かう移行措置も行わねばな
らず、時間の捻出に苦労されていると伺い
ます。その学習指導要領を反映した新しい
教科書は、現在検定審査の最中にあります。
また、併行して文部科学省では、学習評価
に関する見直し作業も進んでいますし、文
化庁からは改定常用漢字表の試案も出され
ました。変化はめまぐるしいばかりで、必
死でしがみついていないと振り落とされそ
うな気になります。
　こんなときは、少し引いて俯瞰してみる
のも一法かと過去をひもといたところ、次
のようなものを見つけました。
　光村図書の「国語」を創られた、国語教
育学者・垣

かい

内
とう

松
まつ

三
ぞう

先生の言葉です。
　「新国語」（昭和25年発行）の著者であった先
生は、「話す・聞く・書く・読む」活動をか

ざぐるまの４枚の羽にたとえ、その言語活
動は「人間力によってしっかりとささえら
れ、文化を創造しつつ進歩のらせんを描き
ながら進展していく」と解説されています。
そして、「かざぐるまの羽が、あるときには
４つのＨ（Head、Heart、Hand、Health）となっ
て人生の原理を示し、あるときには東・西・
南・北となって世界の平和を象徴して回転
する」と書かれています。弊社の国語教科
書編集を支える理念となった「かざぐるま」
に寄せる先生のこの思いは、60年を経た今
日、教科を越えて教育が目指す方向をも指
し示しています。
　「不易と流行」。言い方は陳腐ですが、そ
れを実現するのは至難です。それでもなお、
目指す子ども像をしっかりもって、力の及
ぶ限りの努力をしていきたいと思いを新た
にしました。

移行期関連資料について
弊社ホームページに、「移行期関連資料」が掲載されていますので、ぜひご活用ください。
http://www.mitsumura-tosho.co.jp/Data/ikou/

■国語

■書写

移行期の年間計画
（１～６年）

現行教科書の単元・教材について、時数や扱い方が変わるとこ
ろをわかりやすく示した年間計画です。

移行措置資料付「学習材例」
（１～６年）

現行教科書の単元・教材の扱いに、新しい学習活動・指導内容
を組み込んで、指導の展開例などを示しました。

移行期の指導に向けて（学年共通） 新学習指導要領の特徴や、移行措置の要点をまとめた資料です。

学習指導要領新旧対照表
（低・中・高学年）

新旧の学習指導要領を並べて表示し、変更された部分や、新規
で加わった点をわかりやすく示しました。

移行期の指導のために
（学年共通）

「古典を楽しむ」「知って安心『PISA 型読解力』」…など、新学
習指導要領の特徴的な部分をピックアップし、解説しました。

移行措置のポイント（学年共通） 学習指導要領の＜新・旧＞対照表や、低・中・高学年それぞれ
の移行措置のポイントを示しました。

移行措置資料（１～６年） 移行措置に関連する指導要領の新規事項をわかりやすく示した
年間指導計画です。


