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宮
澤　

発
問
研
究
で
す
ね
。
他
教
科
で
は
普

通
に
行
わ
れ
て
い
る
発
問
研
究
が
、
書
写
の

時
間
で
は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
い
ん
で
す
。

　

藤
井
先
生
は
「〝
金
〟
が
〝
か
ね
へ
ん
〟
に

な
る
と
、
ど
こ
が
ど
う
変
化
す
る
の
か
な
」

と
発
問
し
、「
右
上
が
り
に
な
る
」「
右
は
し

が
そ
ろ
う
」
な
ど
の
「
へ
ん
の
原
則
」
や
、「
ぶ

つ
か
ら
な
い
、
ゆ
ず
り
合
う
」
と
い
う
「
へ

ん
の
原
理
」
を
子
ど
も
た
ち
に
考
え
さ
せ
て

い
ま
し
た
。
発
問
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち

に
思
考
さ
せ
、
書
写
の
「
原
理
・
原
則
」
を

身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

　

ま
た
、
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
の
で
、

書
写
の
時
間
で
も
子
ど
も
た
ち

に
話
し
合
い
を
さ
せ
た
り
、
自

分
の
意
見
を
発
表
さ
せ
た
り
す

る
場
を
積
極
的
に
つ
く
っ
て
い

き
た
い
で
す
ね
。

宮
澤　
「
書
写
」は
、
高
校
芸
術
科
「
書
道
」
の

よ
う
に
、
高
度
な
技
術
や
表
現
方
法
を
学
ぶ
場

で
は
な
く
、
文
字
を
正
し
く
整
え
て
書
く
た
め

の
知
識
「
原
理
・
原
則
」を
理
解
し
、
そ
れ
ら
を

ふ
ま
え
た
技
能
を
養
う
こ
と
を
目
指
す
の
で
す
。

　

私
は
、
大
学
の
「
書
道
」
の
授
業
で
は
、
約

半
分
は
「
書
写
」
の
学
習
内
容
で
あ
る
筆
使
い
、

字
形
、
配
列
な
ど
の
「
原
理
・
原
則
」
を
徹
底

し
て
考
え
さ
せ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
整
っ
た
字
形
と
整
っ
て
い
な
い
字

形
を
並
べ
て
見
せ
て
、「
ど
っ
ち
の
字
形
が
整
っ

て
書
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
全
員
が
整
っ
た
字
形
を
指
差
し
ま
す

が
、「
な
ぜ
、
整
っ
て
い
る
と
思
う
の
？
」
と

聞
く
と
、「
何
と
な
く
そ
う
思
う
」
と
か
「
そ

う
教
わ
っ
て
き
た
」
と
か
、
あ
ま
り
上
手
く
答

え
ら
れ
な
い
。
ほ
と
ん
ど
が
教
師
を
目
指
す
学

生
た
ち
で
す
が
、小
・
中
学
校
で
学
ぶ
べ
き
「
原

理
・
原
則
」
に
関
し
て
意
識
を
し
て
こ
な
か
っ

た
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
理
解
し
て

書
く
と
た
ち
ま
ち
字
形
が
整
い
や
す
く
、
他
の

文
字
に
も
応
用
で
き
る
こ
と
に
深
く
感
動
す
る

よ
う
で
す
。

　
「
な
ぜ
整
っ
た
字
形
に
見
え
る
の
か
」
の
「
な

ぜ
」
の
部
分
を
、
小
学
生
の
頃
か
ら
追
究
さ
せ

て
い
き
た
い
と
強
く
思
い
ま
す
。

宮
澤　
「
書
道
」
と
の
混
同
が
あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。
私
は
、
書
写
の
力
と
い
う
の
は
、

ど
ん
な
筆
記
具
で
あ
れ
「
全
員
が
達
す
る
こ
と

の
で
き
る
レ
ベ
ル
の
字
形
、
そ
の
書
き
方
」
と

考
え
て
い
ま
す
。
文
字
の
造
形
性
を
求
め
た
り
、

高
度
な
技
術
に
よ
る
線
を
出
し
た
り
す
る
必
要

は
ま
っ
た
く
な
い
ん
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
み
ん
な
が
共
有
で
き
る
知
識

と
技
能
を
身
に
付
け
れ
ば
よ
い
わ
け
で
す
か
ら
、

書
道
の
心
得
が
な
く
と
も
書
写
の
授
業
は
「
誰

に
で
も
で
き
る
」
と
と
ら
え
、
自
信
を
も
っ
て

指
導
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
す
が
、
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
も

う
、
ま
と
め
の
時
間
に
な
っ
て
し
ま
う
（
笑
）。

思
考
す
る
場
や
時
間
の
設
定
が
少
な
い
の
が

ち
ょ
っ
と
残
念
で
す
ね
。

　

思
考
し
て
書
く
と
、
一
枚
目
と
三
枚
目
の
筆

使
い
や
字
形
は
明
ら
か
に
変
化
し
ま
す
。た
っ
た

一
時
間
の
授
業
で
成
果
が
目
に
見
え
る
の
で
課

題
解
決
型
授
業
に
し
や
す
い
。
ま
た
メ
タ
認
知

（
※
１
）
の
最
た
る
も
の
だ
と
言
う
方
も
い
ま
す
。

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
も
、「
表
現
力
・

思
考
力
・
判
断
力
」
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
書
写
の
時
間
で
も
ぜ
ひ
思
考
す
る
場
や
時

間
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

宮
澤　
「
考
え
て
書
く
」
と
変
わ
る
ん
で
す
よ
。

藤
井
先
生
の
授
業
で
は
、「
な
ぜ
こ
う
な
る

の
？
」
と
疑
問
を
投
げ
か
け
、
子
ど
も
た
ち
に

考
え
さ
せ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
「
思

考
す
る
場
」
を
、
き
ち
ん
と
つ
く
っ
て
い
る
ん

で
す
ね
。

　

書
写
の
時
間
っ
て
、
先
生
も
子
ど
も
も
思
考

が
停
止
し
が
ち
な
ん
で
す
。「
今
日
、
書
く
字

の
ポ
イ
ン
ト
は
こ
こ
だ
よ
。
じ
ゃ
あ
、
お
手
本

見
な
が
ら
書
い
て
み
よ
う
」
と
説
明
し
、
子
ど

も
は
手
本
や
教
科
書
を
見
な
が
ら
ひ
た
す
ら
手

を
動
か
し
、
先
生
は
そ
の
様
子
を
眺
め
て
い
た

り
、
と
き
に
は
手
を
取
っ
て
指
導
し
た
り
も
し

前
号
（
小
学
校
国
語
教
育
相
談
室
68
号
）
で
、
藤
井
浩
治
先
生
の
授
業
を
レ
ポ
ー
ト
し
、

書
写
授
業
の
魅
力
を
目
の
当
た
り
に
し
た
、
ピ
ッ
ち
ゃ
ん
と
ペ
ン
ち
ゃ
ん
。

今
回
は
、
教
科
書
の
編
集
委
員
で
あ
る
宮
澤
正
明
先
生
に
、

こ
れ
か
ら
の
書
写
指
導
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
や
、

新
し
い
教
科
書
の
魅
力
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
。
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書
写
の
授
業
で
は
、

「
原
理
・
原
則
」
を

子
ど
も
と
い
っ
し
ょ
に

考
え
よ
う
！

書
写
の
授
業
を
変
え
よ
う

前 回 の 授 業 レ ポ ー ト、
とてもおもしろかった
ね。書写についてもっ
と知りたくなったよ。 

そうだね。宮澤先生に
いろいろ聞いてみよう！

ペンちゃんピッちゃん

子
ど
も
た
ち
を
思
考
さ
せ
る

た
め
に
、
書
写
授
業
で
心
が

け
る
こ
と
は
何
で
す
か
。

「
原
理
・
原
則
」
を
身
に
付

け
さ
せ
る
こ
と
は
、
な
ぜ

大
事
な
の
で
し
ょ
う
か
。

書
写
の
授
業
は
「
難
し
い
」

と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
先

生
も
多
い
よ
う
で
す
が
…
。

藤
井
先
生
の
授
業
を
見
て
、
た
っ
た
45
分
で
子
ど
も
た
ち
の
字
が

ぐ
ん
と
う
ま
く
な
っ
た
の
で
、
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。

か
ね
へ
ん
の
「
原
理
・
原
則
」
を
子
ど

も
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
考
え
る
。
こ
の

よ
う
な
場
面
を
授
業
の
な
か
に
た
く
さ

ん
つ
く
り
た
い
（
写
真
は
藤
井
先
生
の

授
業
の
一
コ
マ
）。

※１　メタ認知 : 自分の行動や思考を、客観的に判断し認識すること。
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の
部
分
は
ど
の
よ
う
に
接
し
て
い
る
か
な
。

ど
ん
な
と
き
に
そ
う
な
る
の
か
な
。

点
画
の
組
み
立
て
方
を
考
え
て
書
こ
う

２

画
の

接せ
っ

し
方

書
い
て
た
し
か
め
よ
う
。

学
習
を
生
か
し
て
書
こ
う
。

ふ
り
返
ろ
う

●「
口
」
と
「
田
」
の
最さ
い

後
の
画
の

　
接
し
方
の
ち
が
い
が
分
か
っ
た
。

●
画
の
接
し
方
に
気
を
つ
け
て
、

　「
虫
」
な
ど
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
。

画
の
接
し
方
の
ち
が
い

た
て
画
が
出
る
。

中
に
点
画
を
書
い
て
か
ら

「
□
」の
形
を
と
じ
る
と
き
、

横
画
が
出
る
。

た
て
画
が
出
る
。

中
に
何
も
書
か
ず
に

「
□
」の
形
を
と
じ
る
と
き
、

横
画
が
出
る
。

少
し
で
も

早
く
次
の
画
に

近
づ
き
た
い
な
。

次
は
内
側が
わ

の

「
口
」
を
書
く
か
ら
、

い
っ
た
ん
お
休
み

し
よ
う
。

同
じ
よ
う
な

「
口
」の
形
で
も

接
し
方
が

ち
が
う
ね
。

8

8

9

9

じ
く

ほ
先 ほ

は
ら

や
っ
て
み
よ
う

ほ
先
の
向
き
は
、
時と

計け
い

の
短
い
は
り
が

指
し
て
い
る
方
向こ

う

と
同
じ
だ
よ
。

横
画
を
書
く
と
き
の
ほ
先
の
向
き
を
知
ろ
う
。

ほ
先
の
向む

き
を
知
ろ
う

２

横よ
こ

画

ほ
先
の
向
き

筆
の
部ぶ

分
の
よ
び
方

筆
で
書
く
前
に
、
大
き
く
空
書
き
し
て
み
よ
う
。

ほ先の向き

○

△

△

③終
しゅう

筆（書き終
お

わり）

○

△

と止める。

筆を止めてから，ほ先の
方へ少しおし上げる。

下におさえない。

ほ先がさい後に
はなれる。

○

△

筆のじくは回さずに，
同じ力で運

はこ

ぶ。

②送
そう

筆（書いているとちゅう）

ほ先の向きをかえない。

と下ろす。

ほ先の向きに気をつけて，
筆をゆっくり下ろす。

①始
し

筆（書き始め）

ほ先を横に向けない。

ほ先を上に向けない。 始
筆
・
送
筆
・

終
筆
の
書
き
方

の
こ
と
を
、

「
筆
使
い
」

と
い
う
よ
。

と動
うご

かす。

手
を
筆
の
ほ
に

し
た
つ
も
り
で

書
い
て
み
よ
う
。

10

10

11

11

左
右
や
上
下
の
組
み
立
て
方
に
気
を
つ
け
て
、
字
形
を
整
え
て
書
こ
う
。

わ
く
わ
く
★
漢
字
教
室
〔
左
右
・
上
下
の
組
み
立
て
方
〕

国
語

左
の
部
分
を
せ
ま
く
書
く
。

上
下
の
組
み
立
て
方

左
右
の
組
み
立
て
方

部
分
の
大
き
さ

上
の
部
分
を
せ
ま
く
書
く
。

上
下
を
同
じ
く
ら
い
に
書
く
。

上
の
部
分
を
広
く
書
く
。

右
の
部
分
を
少
し
せ
ま
く
書
く
。

左
右
を
同
じ
く
ら
い
に
書
く
。

次
の
よ
う
な
書
き
方
も

あ
る
よ
。

同
じ
左
右
・
上
下
の

組
み
立
て
方
で
も
、

い
ろ
い
ろ
な
書
き
方

が
あ
る
ん
だ
ね
。

点
画
の
つ
な
が
り
に

気
を
つ
け
て
書
く
と
、

字
形
が
整
う
ん
だ
っ
た
ね
。

22

22
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理
」
も
載
せ
ま
し
た
（
※
２
）。
こ
う
す
る
こ
と

で
、「
口
・
田
」
以
外
の
文
字
を
書
く
と
き
に

応
用
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。
今
ま
で
先
生
方

が
「
な
ぜ
？
」
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
答
え

が
載
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
発
問
も
し
や

す
い
。
こ
れ
は
大
き
な
進
歩
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
新
し
い
教
科
書
で
は
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

主
教
材
を
墨
の
濃
淡
で
示
し
、
穂
先
の
流
れ
が

視
覚
的
に
と
ら
え
や
す
い
よ
う
に
工
夫
し
て
い

ま
す
（
※
３
）。
ま
た
、
絵
解
き
を
多
く
入
れ
た

り
、「
ト
ン
・
ス
ー
ッ
・
ト
ン
」
の
よ
う
に
擬

音
語
で
示
し
た
り
（
※
４
）、
こ
ん
な
ふ
う
に
基

本
点
画
の
横
画
を
見
開
き
で
ワ
イ
ド
に
示
し
た

り
も
し
て
い
ま
す
（
※
５
）。

　

ほ
か
に
も
、
手
軽
に
自
己
評
価
で
き
る
「
ふ

り
返
ろ
う
」（
※
６
）
や
、
国
語
の
教
科
書
と
の

連
携
を
重
視
し
、
漢
字
指
導
と
直
接
リ
ン
ク
し

た
「
わ
く
わ
く
漢
字
教
室
」（
※
７
）
な
ど
も
新

し
い
試
み
で
す
ね
。

宮
澤　

書
写
の
授
業
は
、
開
発
の
余
地
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
他
教
科
で
行
っ
て
い

る
発
問
研
究
や
教
材
研
究
な
ど
を
、
そ
の
ま
ま

書
写
に
当
て
は
め
て
実
践
し
て
み
て
ほ
し
い
で

す
ね
。

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
言
語
活
動
が

一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
て
、
書
写
は

そ
の
一
翼
を
担
う
重
要
な
学
習
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
と
楽
し
み
な
が
ら
、
い
っ
し
ょ

に
考
え
、
学
ん
で
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す

ね
。
新
し
い
教
科
書
が
そ
の
一
助
に
な
る
こ
と

を
願
っ
て
い
ま
す
。

宮
澤　

や
は
り
書
写
の
授
業
で
は
「
原
理
・
原

則
」
を
考
え
た
り
教
え
た
り
し
て
い
き
た
い
の

で
、
そ
う
い
う
紙
面
構
成
に
し
て
い
ま
す
。

　

書
写
の
教
科
書
は
「
見
開
き
の
右
側
に
主
教

材
（
手
本
）、
左
側
に
解
説
」
と
い
う
構
成
に

す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
光
村
の
教

科
書
は
、
ま
ず
「
原
理
・
原
則
」
を
理
解
し
た

後
に
、
大
き
く
書
い
て
そ
の
確
認
に
入
る
た
め
、

右
側
に
「
原
理
・
原
則
」、
左
側
に
「
主
教
材
」

と
い
う
構
成
に
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
新
し
い
教
科
書
で
特
筆
す
べ
き

は
、「
原
理
」
つ
ま
り
「
な
ぜ
そ
う
い
う
書
き

方
を
す
る
の
か
」
を
随
所
に
載
せ
て
い
る
点
で

す
。
今
ま
で
の
教
科
書
で
は
「
原
則
」
は
掲
載

し
て
い
ま
し
た
が
「
原
理
」
的
解
説
や
そ
こ
ま

で
追
究
す
る
内
容
は
載
せ
て
い
な
か
っ
た
と
思

う
ん
で
す
。

　

例
え
ば
、「
口
」「
田
」
の
よ
う
に
、
囲
ま
れ

た
四
角
の
右
下
に
は
二
通
り
の
接
し
方
が
あ
り

ま
す
。「
口
」
で
は
横
画
の
終
筆
が
、「
田
」
で

は
縦
画
の
終
筆
が
そ
れ
ぞ
れ
外
に
出
ま
す
。
今

ま
で
の
教
科
書
は
、
そ
の
「
原
則
」
だ
け
を
載

せ
て
い
ま
し
た
が
、
新
し
い
教
科
書
で
は
、「
原

宮
澤
先
生
が
考
え
る
新
版

教
科
書
の
魅
力
を
教
え
て

く
だ
さ
い
。

最
後
に
、現
場
の
先
生
方
へ
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
！

新
版
教
科
書
で
、

書
写
の
授
業
を
変
え
よ
う
！

主教材（手本） 原理・原則

墨の濃淡で、穂先の動きがわかりやすい。これら
の文字は、宮澤先生の筆によるもの。きれいな濃
淡を出すまで、一文字につき何回も試行錯誤を繰
り返したそうだ。先生の苦労の賜物。

「口」は、次の画へ短い距離で移動しようとする「近道の原理」
が働くため、二画目の終筆が内側に入り、横画の終筆が外に出
る。「田」は、内部に画があるため、二画目で「いったん停止する」
という原理が働き、縦画が外に出る。
　それらの原理を、「回」を使って、わかりやすく解説している。

主なページに自己評価欄
「ふり返ろう」を入れた。

見開きページを使って、大胆にレイアウト。
このようなビジュアルの工夫が随所に見られる。

漢字指導と連携した「わ
くわく漢字教室」。この
コーナー以外にも、国語
の教科書との連携を図る
コーナーが随所にある。

絵解きが多いのも特長。
ピッちゃん、ペンちゃん
が大活躍。

※
３

※
２

※
６

※
５

※
７

※
４

（
平
成
23
年
度
版
／
四
年
）

（
平
成
23
年
度
版
／
五
年
）

（
平
成
23
年
度
版
／
三
年
）

●新版教科書のポイント


