
個人情報の取り扱いに関しては，弊社「個人情報保護方針」に則り，適切な管理・保護に努めてまいります。
詳しくは，光村図書ウェブサイトをご覧ください。　www.mitsumura-tosho.co.jp　広報誌の配送停止をご希望の方は，光村図書出版までご連絡ください。

小学校　国語教育相談室 通巻No.163　2015（平成27）年1 月30日発行
発行人＝常田 寛　発行所＝光村図書出版株式会社　東京都品川区上大崎 2-19 -9　〒141-8675　電話 03-3493-2111　
www.mitsumura-tosho.co.jp　E-mail:koho@mitsumura-tosho.co.jp　  印刷所＝協和オフセット印刷株式会社　デザイン＝mg-okada

国

語

教

育

相

談

室

84
no.

小学校

特
集

ま
ど
・
み
ち
お
の
世
界文

章
を
色
分
け
す
る

デ
ジ
タ
ル

書 

写

苦
手
意
識
を

払
拭
す
る
工
夫

学
習
の
主
人
公
は「
子
ど
も
」

国
語

指
導

白
鳥
入
　
花

那
須
正
幹

わ
た
し
と

こ
と
ば



1942年，広島県生まれ。1978年に第1作が発表された「ズッコケ三人組」シリーズは全50巻を数え，2005年からは40代になった三人組の姿
を描いた「ズッコケ中年三人組」シリーズが始まる。主な作品に，『さぎ師たちの空』（ポプラ社），『絵で読む広島の原爆』（福音館書店），「海賊モー
ガン」シリーズ，「お江戸の百太郎」シリーズ，「コロッケ探偵団」シリーズなどがある。

　

小
学
校
の
頃
は
と
ん
と
本
を
読
ま
な
か
っ
た
が
、
中
学
に

入
っ
て
か
ら
本
を
読
み
始
め
た
。
中
で
も
『
次
郎
物
語
』
は
、

中
学
高
校
時
代
何
度
も
読
み
返
し
、
主
人
公
の
本
田
次
郎
に
い

た
く
共
感
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
題
の
「
白
鳥
入
芦
花
」
は
、

中
学
に
入
学
し
た
次
郎
が
、
兄
に
連
れ
ら
れ
て
、
朝
倉
と
い
う

教
師
の
家
に
遊
び
に
出
か
け
た
と
き
見
た
扁へ
ん

額が
く

の
文
字
で
あ
る
。

次
郎
が
意
味
を
問
う
と
、
先
生
は
こ
ん
な
話
を
し
て
く
れ
た
。

　
「
芦あ
し

の
花
は
真
っ
白
に
群
れ
て
咲
く
。
そ
の
中
に
真
っ
白
な

白
鳥
が
入
り
込
む
と
、
姿
は
見
え
な
く
な
る
。
し
か
し
、
芦
の

花
は
ゆ
ら
ゆ
ら
揺
れ
る
」

　

手
元
に
本
が
な
い
の
で
、
記
憶
だ
け
を
頼
り
に
書
い
て
い
る

の
だ
が
、
朝
倉
先
生
は
そ
ん
な
説
明
を
し
た
は
ず
だ
。
次
郎
は
、

先
生
の
言
う
芦
花
の
光
景
を
心
の
中
に
描
い
て
み
る
。

　

じ
つ
は
兄
の
恭
一
た
ち
は
、
先
生
の
家
で
「
白
鳥
会
」
と
い

う
サ
ー
ク
ル
を
作
り
、
自
由
な
論
壇
を
楽
し
ん
で
い
た
の
だ
。

や
が
て
次
郎
も
白
鳥
会
に
入
り
、
学
校
を
追
わ
れ
た
先
生
を

慕
っ
て
上
京
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
後
の
話
。

　

愛
読
者
で
あ
っ
た
私
も
、「
白
鳥
入
芦
花
」
と
い
う
言
葉
が

い
た
く
気
に
入
り
、
自
分
も
芦
花
の
中
の
白
鳥
の
よ
う
に
な
り

た
い
と
思
っ
た
。
誰
に
も
姿
を
見
せ
ず
、
そ
れ
で
も
芦
花
を
揺

ら
せ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
人
間
に
な
り
た
い
。

　

私
は
現
在
児
童
向
け
の
物
語
を
生
業
に
し
て
い
る
。
一
般
文

学
と
違
い
、
子
ど
も
は
作
者
の
名
前
に
は
、
あ
ま
り
関
心
が
な

い
。
子
ど
も
読
者
に
と
っ
て
は
、
作
品
そ
の
も
の
が
面
白
く
感

動
的
で
あ
れ
ば
満
足
で
、
誰
が
書
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
ど

う
で
も
良
い
わ
け
だ
。

　

で
き
れ
ば
私
も
白
鳥
に
な
っ
て
、
大
勢
の
子
ど
も
た
ち
の
心

を
揺
ら
め
か
す
よ
う
な
作
品
を
書
き
た
い
と
念
じ
て
い
る
。
し

か
し
、
ま
だ
ま
だ
そ
の
境
地
に
な
れ
ず
、
真
っ
黒
な
鳥
が
や
た

ら
騒
が
し
く
芦
花
を
か
き
回
し
て
い
る
よ
う
な
作
品
ば
か
り
書

い
て
い
る
の
だ
。

児
童
文
学
作
家
　
那な

須す

正ま
さ

幹も
と

02

14

18

ろ
　
　
　
　
か
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ま
ど
・
み
ち
お
の
世
界

0203

特
集

作
家　

中
川
李
枝
子

ま
ど
さ
ん
の
う
た
　
大
好
き

なかがわ・りえこ

1935年，北海道生まれ。保育士とし
て働きながら執筆活動に入る。『いやい
やえん』『子犬のロクがやってきた』『ぐ
りとぐら』『そらいろのたね』『ももいろ
のきりん』など著書多数。光村図書小
学校『国語』教科書編集委員。

　

作
家
に
な
る
つ
も
り
は
な
く
て
日
本
一
の
保
育

士
を
目
標
と
し
た
私
は
、
小
さ
い
保
育
園
で
十
七

年
間
、
二
歳
か
ら
就
学
ま
で
の
幼
児
と
苦
楽
を
共

に
し
た
。

　

幼
児
は
遊
び
な
が
ら
育
つ
。
遊
び
こ
そ
心
身
の

成
長
の
糧
、
一
分
一
秒
お
ろ
そ
か
に
で
き
な
い
。

想
像
力
豊
か
な
子
は
遊
び
上
手
、
自
分
を
存
分
に

開
放
し
心
身
の
バ
ラ
ン
ス
も
安
定
し
て
い
る
。
そ

こ
で
保
育
と
は
子
ど
も
の
持
っ
て
生
ま
れ
た
想
像

力
を
育
て
る
こ
と
だ
と
気
付
い
た
。
絵
本
、
お
話
、

歌
が
大
い
に
影
響
す
る
。
良
質
の
も
の
を
選
ぼ

う
！

　

歌
と
い
え
ば
、
ま
ど
・
み
ち
お
。
私
は
秘
か
に

ま
ど
さ
ん
を
「
子
ど
も
の
歌
の
王
様
」
と
決
め
て

い
た
。
ま
ど
さ
ん
の
楽
譜
は
全
部
持
っ
て
い
る
つ

も
り
だ
が
、
特
に
必
需
品
と
し
て
愛
用
し
た
の
は

二
冊
。
い
ず
れ
も
フ
レ
ー
ベ
ル
館
出
版
で
あ
る
。

　
「
ぞ
う
さ
ん  

ま
ど
・
み
ち
お　

子
ど
も
の
歌

100
曲
集
」

　
「
ご
は
ん
を　

も
ぐ
も
ぐ　

お
か
あ
さ
ん
と
子

ど
も
の
た
め
の
歌
曲
集
」（
磯
部
俶
作
曲
）　

　

ま
ど
さ
ん
は
自
分
の
作
品
に
つ
い
て
前
書
き
で

「
ツ
マ
ラ
ヌ
童
謡
で
は
な
い
」
と
は
っ
き
り
述
べ

て
い
る
。「
ツ
マ
ラ
ヌ
童
謡
と
は
曲
で
は
な
く
モ

ン
ク
の
方
の
こ
と
で
」
と
断
っ
た
上
で
「
ツ
マ
ラ

ヌ
童
謡
と
は
、
そ
の
モ
ン
ク
が
精
神
の
白
熱
化
に

よ
る
所
産
と
は
い
え
な
い
。
つ
ま
り
詩
で
は
な
い

童
謡
の
こ
と
で
す
」。

　

幼
児
の
生
活
に
歌
は
欠
か
せ
な
い
。
保
育
園
も

幼
稚
園
も
歌
で
始
ま
り
歌
で
終
わ
る
。
こ
と
ば
よ

り
先
に
歌
を
覚
え
る
の
は
子
守
唄
か
ら
始
ま
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
と
ば
の
こ
こ
ろ
よ
さ
、
リ
ズ
ム
感

が
子
ど
も
の
全
身
を
引
き
つ
け
る
。
そ
の
線
上
に

「
ま
ど
・
み
ち
お
」
大
王
が
い
る
。

　

ま
ど
さ
ん
の
モ
ン
ク
は
子
ど
も
に
面
白
く
、

は
っ
き
り
と
よ
く
わ
か
る
。
極
上
の
哲
学
的
ユ
ー

モ
ア
が
二
歳
の
子
に
通
じ
る
の
だ
。
ま
だ
舌
の
回

ら
な
い
子
が
「
さ
っ
き
の
お
手
紙　

ご
用
事
な
あ

に
」
と
か
「
な
ん
だ
か
少
し
淋
し
い
と
尻
尾
も
一

本
つ
け
ま
し
た
」
と
く
す
く
す
笑
い
な
が
ら
歌
う
。

　

ま
ど
さ
ん
に
「
は
し
る
の　

だ
い
す
き
」（
佐

藤
眞
作
曲
）
を
保
育
園
で
毎
日
元
気
い
っ
ぱ
い
歌
っ

て
ま
す
と
報
告
し
た
ら
「
土
・
草
・
風
・
足
・
胸
・

顔
、
順
々
に
並
べ
た
だ
け
で
、
曲
が
い
い
の
で
す
」

と
謙
遜
さ
れ
た
。

　

モ
ン
ク
が
良
い
か
ら
作
曲
家
も
白
熱
化
し
て
素

晴
ら
し
い
曲
を
つ
け
た
と
確
信
す
る
。

　

私
は
今
も
、
昔
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
歌
っ
た

ま
ど
さ
ん
の
歌
を
口
ず
さ
ん
で
は
名
モ
ン
ク
に
感

心
し
て
し
ま
う
。

　

ま
ど
さ
ん
の
う
た　

思
い
つ
く
ま
ま
に
。

　
　

ぞ
う
さ
ん

　
　

お
さ
る
が　

ふ
ね
を　

か
き
ま
し
た

　
　

や
ぎ
さ
ん　

ゆ
う
び
ん

　
　

は
し
る
の　

だ
い
す
き

　
　

ご
は
ん
を　

も
ぐ
も
ぐ

　

ま
だ
ま
だ　

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
人
間
を
テ
ー
マ
に
し
た
詩
か
ら
、
小
さ
な
生
き
物
を
見
つ
め
た
詩
、
ほ
こ
り
や
お
な
ら

の
こ
と
を
書
い
た
詩
ま
で
、
た
く
さ
ん
の
作
品
を
遺の
こ

し
て
く
れ
た 

ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
。

　
今
回
は
、
昨
年
二
月
に
百
四
歳
で
亡
く
な
っ
た 

ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
の
特
集
で
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
方
た
ち
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
エ
ッ
セ
イ
や
、
ま
ど
さ
ん
の
詩
と
出
会
っ
た
子
ど

も
た
ち
の
授
業
リ
ポ
ー
ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

ま
ど・み
ち
お
の
世
界

特
集



ま
ど
・
み
ち
お
の
世
界

特
集

0405

児
童
文
学
作
家　

山
下
明
生

詩
人
・
絵
本
作
家　

石
津
ち
ひ
ろ

向こ

う

日じ

つ

性
の
極
致

ま
ど
さ
ん
の 

二
つ
の
詩

　

私
の
仕
事
部
屋
の
本
棚
に
は
、（『
ま
ど
・
み
ち

お
全
詩
集
』
の
編
集
者
と
し
て
知
ら
れ
る
）
伊
藤

英え
い

治じ

さ
ん
が
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
、
ま
ど
・
み
ち

お
さ
ん
の
写
真
が
置
い
て
あ
り
ま
す
。
写
真
の
中

の
ま
ど
さ
ん
は
、
い
つ
も
穏
や
か
な
口
調
で
私
に

問
い
か
け
て
き
ま
す
。

―
―
自
然
や
物
が
語
り
か
け
て
く
れ
る
も
の
に
、

き
ち
ん
と
耳
を
傾
け
て
い
る
か
？　

私
た
ち
が

「
宇
宙
の
意
志
」
に
生
か
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
こ

と
を
、
忘
れ
て
は
い
な
い
か
？　

言
葉
が
自
由
に

遊
び
た
が
っ
て
い
る
の
を
、
妨
げ
て
は
い
な
い

か
？
…
…
と
。

　

こ
ん
な
ふ
う
に
私
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
し
く
指

標
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
る
、
ま
ど
さ
ん
の
作

品
の
中
か
ら
、
二
つ
の
詩
を
選
ん
で
ご
紹
介
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
一
つ
目
の
詩
か
ら
。

　
　
ふ
る
ふ
る
　
ふ
る
ふ
る
　
ゆ
き
が
　
ふ
る

　
　
ゆ
き
を
　
み
あ
げ
て
　
た
つ
　
ぼ
く
に

　
　
ふ
る
ふ
る
　
ふ
る
ふ
る
　
ゆ
き
が
　
ふ
る

　
　
と
つ
ぜ
ん
　
ぼ
く
は
　
の
ぼ
っ
て
く

　

ま
ど
さ
ん
の
詩
集
を
ひ
も
と
い
て
い
る
と
、
草

原
に
寝
っ
こ
ろ
が
っ
て
、
日ひ
な
た向

ぼ
っ
こ
し
て
い
る

よ
う
な
、
幸
せ
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　

う
さ
ぎ
の
子
ど
も
は
う
さ
ぎ
の
子
ど
も
で
、

　
　
う
さ
ぎ
に
　
う
ま
れ
て
／
う
れ
し
い
　
う
さ

　
　
ぎ
／
は
ね
て
も
／
は
ね
て
も
／
は
ね
て
も
／

　
　
は
ね
て
も
／
う
さ
ぎ
で
　
な
く
な
り
ゃ
し
な

　
　
い
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
う
さ
ぎ
）

と
、
う
さ
ぎ
に
生
ま
れ
た
喜
び
を
う
た
い
ま
す
。

　

ぞ
う
の
子
ど
も
は
ぞ
う
の
子
ど
も
で
、

　
　
ぞ
う
さ
ん
／
ぞ
う
さ
ん

　
　
お
は
な
が
　
な
が
い
の
ね

　
　
そ
う
よ
／
か
あ
さ
ん
も
　
な
が
い
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ぞ
う
さ
ん
）

と
、
生
き
る
幸
せ
を
短
い
言
葉
に
凝
縮
し
ま
す
。

　

慈
愛
の
目
で
命
を
見
つ
め
る
ま
ど
さ
ん
の
姿
勢

は
、
初
期
の
作
品
か
ら
徹
底
し
て
い
ま
す
。
私
は

ま
ど
さ
ん
の
、
次
の
作
品
が
大
好
き
で
す
。　
　

　
　
あ
る
い
て
も
あ
る
い
て
も
日
向
だ
っ
た
の
。

　
　
海
鳴
が
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
の
。

　
　

　
　
せ
か
い
じ
ゅ
う
か
ら
　
た
だ
　
ひ
と
り

　
　
そ
ら
へ
　
そ
ら
へ
と
　
の
ぼ
っ
て
く

　
　
ふ
と
　
き
が
つ
く
と
　
ゆ
き
が
　
ふ
る

　
　
ゆ
き
を
　
み
あ
げ
て
　
た
つ
　
ぼ
く
に

　
　
ふ
る
ふ
る
　
ふ
る
ふ
る
　
ゆ
き
が
　
ふ
る

（
ゆ
き
が 

ふ
る
）

　

こ
の
詩
の
中
で
“
ぼ
く
”
は
、
自
然
を
ま
る
ご

と
体
で
受
け
止
め
、
奥
深
い
と
こ
ろ
で
、
宇
宙
と

一
体
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
“
ぼ
く
”
が
感

じ
る
、
高
揚
感
と
孤
独
感
に
、
魂
が
揺
さ
ぶ
ら
れ

て
し
ま
う
の
で
す
。
さ
ら
に
は
、
読
み
手
で
あ
る

私
も
ま
た
、“
ぼ
く
”
と
と
も
に
雪
の
中
を
、
空

の
高
み
へ
と
登
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

続
い
て
二
つ
目
の
詩
。

　
　　

　
み
か
ん
　
み
か
ん

　
　
ま
っ
か
だ
ね

　
　
や
ま
で
　
ゆ
う
や
け

　
　
み
て
た
で
し
ょ

　　
　
み
か
ん
　
み
か
ん

　
　
道
の
両
側
か
ら
、

　
　
山
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
、

　
　
日
の
丸
が
見
送
っ
て
い
た
の
。

　　
　
お
船
が
待
っ
て
る
よ
う
な
気
が
し
て
、

　
　
足
が
ひ
と
り
で
急
い
じ
ゃ
っ
た
の
。

　　
　
ホ
ホ
ケ
タ
ン
ポ
ポ
は
指
の
先
か
ら
、

　
　
フ
ル
ン
　
フ
ル
ン
　
飛
ん
で
い
っ
て

　
　
も
う
お
母
さ
ま
に
は
茎
だ
け
し
か
あ
げ
ら
れ

　
　
な
い

　
　
　
と
思
っ
た
の
。

　　
　
い
そ
い
で
も
い
そ
い
で
も
日
向
だ
っ
た
の
。

　　
　
―
―
ね
、
お
母
さ
ま
。

　
　
僕
、
あ
の
時
生
ま
れ
て
来
た
ん
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
（
生
ま
れ
て
来
た
時
）

　　

こ
の
詩
が
発
表
さ
れ
た
一
九
三
七
年
は
、
日
本

が
日
中
戦
争
と
い
う
長
い
戦
争
に
突
入
す
る
暗
い

時
代
で
し
た
。
そ
う
し
た
世
相
を
つ
き
ぬ
け
て
、

　
　
つ
め
た
い
ね

　
　
ば
ん
に
は
　
お
ほ
し
さ
ま

　
　
み
て
た
で
し
ょ

（
み
か
ん
）

　

こ
の
自
然
へ
の
愛
情
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
、
簡
潔

な
詩
を
声
に
出
し
て
読
ん
で
い
る
と
、
私
の
心
は

い
つ
し
か
故
郷
で
あ
る
愛
媛
の
、
み
か
ん
山
へ
と

誘い
ざ
な

わ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

目
の
前
に
は
、
美
し
い
夕
焼
け
空
や
輝
く
星
空

が
広
が
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
み
か
ん
の
甘
酸
っ

ぱ
い
味
や
香
り
に
五
感
が
満
た
さ
れ
、
私
は
こ
の

上
な
く
、
し
あ
わ
せ
な
気
持
ち
に
な
る
の
で
す
。

ま
ど
さ
ん
の
目
は
、

　
風
も
虹
も
や
ま
び
こ
も
／
ま
だ
赤
ん
ぼ
う

　
だ
っ
た
こ
ろ
の
／
宇
宙
の
ふ
る
さ
と
の

　　
　
（
ぬ
け
た
歯
）

ど
こ
か
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
ん
な
宇
宙
の
ど
こ
か
か
ら
、
ま
ど
さ
ん
は
お

日
さ
ま
の
あ
た
る
道
を
あ
る
い
て
あ
る
い
て
、
百

歳
ま
で
生
き
て
き
ま
し
た
。
ま
さ
に
向
日
性
の
極

致
で
す
。

　

偶
然
で
す
が
、
一
九
三
七
年
は
、
私
の
生
ま
れ

た
年
で
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
私
は
、
こ
の
詩

を
自
分
自
身
へ
の
応
援
歌
に
し
て
い
ま
す
。
心
が

萎
え
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、
繰
り
返
し
口
ず
さ
ん

で
い
る
の
で
す
。

いしづ・ちひろ

1953年，愛媛県生まれ。フランス滞
在を経て，詩人，絵本作家，翻訳家へ
の道を歩む。主な作品に『あしたのあた
しはあたらしいあたし』『ほんとうのじ
ぶん』『おじいちゃんとのやくそく』『わ
たしのひみつ』などがある。

やました・はるお

1937年，東京都生まれ。児童文学作
家。主な作品に『海のしろうま』『ま
つげの海のひこうせん』『カモメの家』，
翻訳に「バーバパパ」シリーズなどがある。
光村図書小学校『国語』3年上巻に，「海
をかっとばせ」が掲載されている。
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作
家
・
評
論
家　

野
上　

暁

微
細
な
も
の
へ
の
優
し
い
眼
差
し

信
州
大
学 
教
授　

藤
森
裕
治

子
ど
も
と
共
に
在
る

　
　
ぼ
く
が
　
こ
こ
に
　
　
　
　
ま
ど
・
み
ち
お

　
　
ぼ
く
が
　
こ
こ
に
　
い
る
と
き

　
　
ほ
か
の
　
ど
ん
な
も
の
も

　
　
ぼ
く
に
　
か
さ
な
っ
て

　
　
こ
こ
に
　
い
る
こ
と
は
　
で
き
な
い

　
　
も
し
も
　
ゾ
ウ
が
　
こ
こ
に
　
い
る
な
ら
ば

　
　
そ
の
ゾ
ウ
だ
け

　
　
マ
メ
が
　
い
る
な
ら
ば

　
　
そ
の
一
つ
ぶ
の
　
マ
メ
だ
け

　
　
し
か
　
こ
こ
に
　
い
る
こ
と
は
　
で
き
な
い

　
　
あ
あ
　
こ
の
ち
き
ゅ
う
の
　
う
え
で
は

　
　
こ
ん
な
に
　
だ
い
じ
に

　
　
ま
も
ら
れ
て
い
る
の
だ

　
　
ど
ん
な
も
の
が
　
ど
ん
な
と
こ
ろ
に

　
　
い
る
と
き
に
も

　
　
そ
の
「
い
る
こ
と
」
こ
そ
が

　
　
な
に
に
も
　
ま
し
て

　
　
す
ば
ら
し
い
こ
と
　
と
し
て

　

ぼ
く
の
中
の
ま
ど
さ
ん
は
、
あ
の
飄ひ
ょ
う

々ひ
ょ
う

と
し
た

風
貌
と
と
も
に
、『
ま
ど
・
み
ち
お
全
詩
集
』
の

中
か
ら
、
い
ま
で
も
し
な
や
か
に
語
り
か
け
続
け

て
く
れ
る
。

　

ま
ど
さ
ん
の
詩
は
、『
ま
め
つ
ぶ
う
た
』
の
ま

え
が
き
で
自
身
で
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
動

物
や
虫
や
花
や
石
こ
ろ
、
月
や
星
や
太
陽
や
、
海

や
山
や
風
や
雨
ま
で
、
森
羅
万
象
を
う
た
い
あ
げ
、

不
思
議
な
遠
近
感
で
世
界
を
燦さ
ん

然ぜ
ん

と
輝
か
せ
て
み

せ
る
。
幼
児
で
も
わ
か
る
優
し
い
言
葉
で
、
命
の

素
晴
ら
し
さ
を
う
た
う
。『
ま
め
つ
ぶ
う
た
』
は
、

こ
れ
ま
で
何
度
読
み
返
し
た
だ
ろ
う
か
。
読
む
た

び
に
、
清す
が

々す
が

し
い
気
分
に
浸
れ
て
気
持
ち
が
安
ら

ぐ
の
だ
。

　

全
体
が
五
つ
に
分
か
れ
て
い
る
が
、最
初
の「
と

お
い　

と
こ
ろ
―
生
き
も
の
の
う
た
」
の
第
一

作
「
や
さ
し
い　

け
し
き
」
は
、こ
の
詩
集
の
テ
ー

マ
と
と
も
に
、
ま
ど
さ
ん
の
自
然
観
や
生
命
観
を

象
徴
し
て
い
る
よ
う
で
味
わ
い
深
い
。

　
「
あ
ち
ら
に
は　

山
／
こ
ち
ら
に
は　

海
／
川

が　

山
の
た
よ
り
を
あ
つ
め
て
は
／
マ
ラ
ソ
ン
で

／
海
へ　

お
く
り
と
ど
け
」
と
始
ま
り
、「
そ
し

　

私
が
校
長
を
務
め
る
信
州
大
学
教
育
学
部
附
属

長
野
小
学
校
で
は
、
数
年
前
か
ら
「
子
ど
も
と
共

に
在
る
学
び
の
創
造
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た
教

育
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
子
ど
も
を
教
え
導
く

管
理
者
と
し
て
の
教
師
か
ら
、
子
ど
も
と
共
に
学

び
生
き
る
人
間
と
し
て
の
教
師
に
な
っ
て
、
豊
か

な
学
校
文
化
を
創
造
し
よ
う
と
い
う
研
究
で
す
。

　

い
ま
こ
こ
に
あ
る
素
材
に
教
師
も
子
ど
も
も
共

に
胸
を
躍
ら
せ
、
夢
中
に
な
っ
て
活
動
し
、
し
ば

し
ば
失
敗
し
、
葛
藤
し
、
省
察
し
、
そ
し
て
、
学

び
の
歴
史
を
紡
い
で
い
く
。
そ
う
い
う
変
化
と
流

動
と
実
在
感
に
満
ち
た
学
び
を
子
ど
も
と
同
じ
目

線
で
経
験
し
、
意
味
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
環
境

を
目
指
し
て
い
ま
す
。
引
用
し
た
ま
ど
さ
ん
の
詩

は
、
同
校
の
信
念
を
見
事
に
言
い
表
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
詩
が
謳う
た

う
の
は
、
だ
れ
一
人
あ
な
ど
ら
れ

る
こ
と
も
、
他
の
だ
れ
か
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る

こ
と
も
な
い
関
係
を
持
ち
、そ
こ
に
「
い
る
こ
と
」

そ
の
も
の
が
「
な
に
に
も　

ま
し
て　

す
ば
ら
し

い
こ
と　

と
し
て
」、「
だ
い
じ
に　

ま
も
ら
れ
て

い
る
」
世
界
で
す
。
こ
の
詩
は
、
そ
の
よ
う
な
美

し
い
世
界
が
決
し
て
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、「
こ

て　

な
ん
お
く
ま
ん
年
／
と
う
と
う
あ
る
日　

生

ま
れ
で
て
き
ま
し
た
／
か
ず
か
ぎ
り
な
い　

生
き

も
の
た
ち
が
／
笑
い
さ
ざ
め
き
な
が
ら
…
／
こ

の　

や
さ
し
い
け
し
き
を
／
も
っ
と　

や
さ
し

く
す
る
た
め
に
」
と
結
ば
れ
る
。

　

川
が
マ
ラ
ソ
ン
で
山
の
便
り
を
届
け
る
と
い
う

表
現
は
、
長
い
道
の
り
を
く
ね
く
ね
と
た
ど
る
イ

メ
ー
ジ
が
視
覚
化
さ
れ
て
い
て
う
き
う
き
す
る
。

　
「
も
う
ひ
と
つ
の
目
―
に
ん
げ
ん
の
う
た
」
の

最
初
の
作
品
も
示
唆
的
だ
。

　
「
は
た
ら
き
と
お
し
て
／
こ
ん
な
に
小
さ
く

な
っ
た　

せ
っ
け
ん
が
／
あ
た
し
の
目
に
は　

ど

う
し
て
も
／
せ
っ
け
ん
の
／
お
ば
あ
さ
ん
の
よ
う

に
は　

見
え
な
い
／
せ
っ
け
ん
の
／
あ
か
ち
ゃ
ん

の
よ
う
に　

見
え
て
／
か
わ
い
い
」
と
始
ま
り
、

ば
か
な
目
だ
な
あ
と
思
う
け
ど
、
そ
う
思
え
る
の

は
も
う
一
つ
の
素
晴
ら
し
い
目
が
見
張
っ
て
い
て

く
れ
る
か
ら
だ
と
続
く
。

　

川
も
石せ
っ

鹸け
ん

も
、
ま
ど
さ
ん
に
よ
っ
て
擬
人
化
さ

れ
命
を
吹
き
込
ま
れ
る
。
シ
ニ
カ
ル
な
中
に
ユ
ー

モ
ア
が
あ
る
。
人
生
が
あ
る
。

　
「
さ
ん
ぱ
つ
は　

き
ら
い
―
け
し
つ
ぶ
う
た
」

の
ち
き
ゅ
う
」
が
持
つ
摂
理
そ
の
も
の
だ
と
い
う

こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
す
べ
て
の
い
の

ち
が
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
し
て
共
に
在
る
こ

と
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
い
と
な
み
に
は
必
要
な
の
だ

と
教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

学
校
と
い
う
世
界
で
「
だ
い
じ
に　

ま
も
ら
れ

て
い
る
」
の
は
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
教
師
も
、同
僚
や
管
理
職
か
ら
「
だ
い
じ
に
」

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
学
校
全
体
が

「
ち
き
ゅ
う
」
な
の
で
す
か
ら
。

　

校
長
、
教
師
、
職
員
、
保
護
者
、
そ
し
て
子

ど
も
た
ち
が
共
に
「
い
る
こ
と
」。
こ
れ
こ
そ
が
、

最
も
す
ば
ら
し
い
教
育
環
境
な
の
で
す
。

で
は
、「
ケ
ム
シ
」
と
い
う
題
の
詩
が
、「
さ
ん

ぱ
つ
は　

き
ら
い
」。
世
界
一
短
い
詩
と
言
え
そ

う
だ
が
、
こ
の
一
言
に
含
蓄
が
あ
る
。「
カ
マ
キ

リ
」
の
「
お
も
ち
ゃ
の　

カ
ン
ガ
ル
ー
」
も
、
ゼ

ン
マ
イ
仕
掛
け
で
跳
ね
る
ブ
リ
キ
の
お
も
ち
ゃ
を

思
わ
せ
る
。「
カ
ニ
」
の
「
な
き
な
が
ら
に
／
わ

ら
い
な
が
ら
に
」
や
、「
ノ
ミ
」
の
「
あ
ら
わ
れ

る
／
ゆ
く
え
ふ
め
い
に　

な
る
た
め
に
」
も
、
小

さ
な
生
き
も
の
を
見
る
観
察
眼
の
鋭
さ
と
、
眼
差

し
の
優
し
さ
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
だ
。「
ま
め
つ
ぶ
う

た
」
か
ら
「
け
し
つ
ぶ
う
た
」
ま
で
、
縦
横
無
尽

に
微
細
な
世
界
を
映
し
出
し
、
そ
こ
か
ら
宇
宙
に

ま
で
飛ひ

翔し
ょ
う

す
る
。
人
や
物
や
自
然
や
宇
宙
に
対
す

る
、
限
り
な
い
慈
し
み
が
心
を
打
つ
の
だ
。

ふじもり・ゆうじ

1960年，長野県生まれ。信州大学教
育学部教授。教育学博士。専門は国
語科教育学（授業研究），日本民俗学。
著書に『国語科授業研究の深層』『死
と豊穣の民俗文化』などがある。光村
図書小学校『国語』教科書編集委員。

のがみ・あきら

1943年，長野県生まれ。作家，
評論家。日本ペンクラブ常任理
事，「子どもの本」委員会担当。
著書に『子ども学　その源流へ』

『越境する児童文学』などがある。
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「
へ
え
、
そ
う
か
」「
な
る
ほ
ど
ね
」
と
い
う
子

ど
も
た
ち
の
声
を
受
け
て
、「
み
ん
な
、
な
る
ほ

ど
と
思
っ
た
で
し
ょ
う
。
題
名
と
合
わ
せ
て
楽
し

む
詩
だ
っ
て
言
っ
た
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
す

よ
」
と
先
生
。
そ
し
て
、「
こ
れ
も
、
ま
ど
・
み

ち
お
さ
ん
の
詩
で
す
」
と
言
い
な
が
ら
、
違
う
紙

を
貼
り
出
す
。

　

こ
の
詩
の
題
名
は
何
だ
ろ
う
。「
あ
り
」「
山
登

り
」「
お
み
こ
し
」
と
次
々
に
発
言
す
る
子
ど
も

た
ち
に
先
生
が
出
し
た
ヒ
ン
ト
は
「
野
菜
の
名

前
」。
そ
し
て
、四
角
い
枠
に
題
名
を
書
き
入
れ
た
。

　
「
さ
っ
き
の
『
ケ
ム
シ
』
も
『
も
や
し
』
も
、

詩
の
中
に
題
名
の
言
葉
は
入
っ
て
い
な
い
け
ど
、

題
名
を
聞
い
た
と
き
、
な
る
ほ
ど
な
っ
て
思
う
で

し
ょ
う
。
ど
う
し
て
か
な
」
と
言
い
な
が
ら
、
先

生
は
黒
板
に
書
き
出
し
た
（
右
写
真
参
照
）。

　
「
ね
っ
。
見
た
目
の
様
子
と
か
、
動
き
と
か
、

は
た
ら
き
と
か
、
本
当
に
特
徴
を
う
ま
く
捉
え
て

い
る
。
題
名
と
合
わ
せ
て
楽
し
む
詩
だ
と
言
っ

た
意
味
が
分
か
っ
た
で
し
ょ
う
」。
そ
う
言
う
と
、

先
生
は
さ
ら
に
別
の
詩
を
紹
介
す
る
。「
分
か
っ

た
」「
き
っ
と
、
こ
ん
な
題
名
だ
よ
」
と
、
前
よ

り
も
元
気
よ
く
全
員
の
手
が
挙
が
っ
た
。

ま
ど
さ
ん
に
挑
戦
し
よ
う

　
「
じ
ゃ
あ
、
今
度
は
み
ん
な
に
詩
を
作
っ
て
も

ら
い
ま
す
。
ま
ど
さ
ん
み
た
い
に
短
い
詩
、
題
名

を
聞
い
た
ら
、
あ
っ
、
そ
う
か
と
思
う
詩
を
四
行

以
内
で
作
っ
て
み
よ
う
」
と
投
げ
か
け
な
が
ら
、

先
生
は
黒
板
に
題
名
の
例
を
並
べ
た
。

　
・
シ
マ
ウ
マ
　
　

　
・
い
び
き
　
　

　
・
け
し
ゴ
ム
　

　
・
ミ
ミ
ズ
　
　
　

　
・
ノ
ミ

　
「
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
こ
の
中
か
ら
一
つ
題
名

を
選
ん
で
ね
」。
先
生
が
言
い
終
わ
る
の
を
待
ち

き
れ
な
い
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
は
、
グ
ル
ー
プ

で
の
話
し
合
い
を
始
め
た
。

こ
れ
っ
て
、
詩
な
の
？

　
「
今
日
は
、
詩
の
勉
強
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

詩
は
詩
な
ん
だ
け
れ
ど
…
…
」。
青
山
先
生
は
そ

う
切
り
出
し
な
が
ら
、
黒
板
に
紙
を
貼
り
出
し
た
。

　
「
こ
れ
だ
け
？
」「
詩
の
題
名
？
」「
続
き
は
あ

る
の
？
」
と
ざ
わ
つ
く
子
ど
も
た
ち
を
前
に
、
先

生
は
「
題
名
じ
ゃ
な
い
よ
。
題
名
は
別
に
あ
る
の
。

こ
れ
が
全
部
」
と
答
え
る
。
そ
う
し
て
、
貼
り
出

し
た
紙
の
右
側
に
四
角
い
枠
を
書
き
、
そ
の
下
に

「
ま
ど
・
み
ち
お
」
と
、
作
者
の
名
前
を
書
き
入

れ
た
。

　
「
こ
れ
は
、
ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
の
一
行
詩
。

俳
句
よ
り
短
い
ね
。
題
名
と
合
わ
せ
て
楽
し
む
詩

で
す
よ
。『
さ
ん
ぱ
つ
』
と
い
う
言
葉
か
ら
、
こ

ん
な
題
名
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
考
え
て
み
て
」
と
、

先
生
が
投
げ
か
け
る
。

　

思
い
思
い
の
発
言
を
す
る
子
ど
も
た
ち
に
向

か
っ
て
、「
じ
ゃ
あ
、
ヒ
ン
ト
。
生
き
物
の
名
前

が
題
名
で
す
」。
先
生
が
そ
う
告
げ
る
と
、
一
斉

に
子
ど
も
た
ち
の
手
が
挙
が
っ
た
。「
ラ
イ
オ
ン
」

「
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
」「
羊
」。
ど
れ
も
「
さ
ん
ぱ
つ
」

が
嫌
い
な
感
じ
が
す
る
。
こ
こ
で
先
生
が
、
四
角

い
枠
に
題
名
を
書
き
込
む
。

ま
ど
さ
ん
の
詩
に
出
会
う

筑
波
大
学
附
属
小
学
校　

青
山
由
紀
先
生　
　

 

×
四
年
生
（
三
十
九
名
）

　
ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
の
詩
に
出
会
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
感
じ
、

ど
ん
な
発
見
を
す
る
の
で
し
ょ
う
。

　
青
山
由
紀
先
生
に
よ
る
四
年
生
の
詩
の
授
業
の
一
時
間
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

う
え
を

し
た
へ
の

お
お
さ
わ
ぎ

う
え
を

し
た
へ
の

お
お
さ
わ
ぎ

も
や
し
　
　
ま
ど
・
み
ち
お

ケ
ム
シ
　
　
ま
ど
・
み
ち
お

さ
ん
ぱ
つ
は
　
き
ら
い

さ
ん
ぱ
つ
は
　
き
ら
い

▲身振りを交えながら，自分が考えた生き物を発表する。

◀五つの中のどの題名を選ぶか話し合う。
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ま
ど
さ
ん
っ
て
、

さ
す
が
だ
ね

　

ま
ど
さ
ん
の
詩
が
貼
り
出
さ
れ
る
た
び
に
、
子

ど
も
た
ち
か
ら
歓
声
が
わ
く
。「
ま
ど
さ
ん
っ

て
、頭
が
よ
す
ぎ
る
」「
頭
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
く
て
、

頭
が
柔
ら
か
い
ん
だ
よ
」「
想
像
力
が
豊
か
な
ん

だ
」。　

　

自
分
た
ち
も
「
見
た
目
の
様
子
」「
動
き
」「
は

た
ら
き
」
と
い
っ
た
特
徴
を
捉
え
て
、
短
い
詩

を
作
っ
た
経
験
の
後
だ
け
に
、「
ま
ど
さ
ん
っ
て
、

さ
す
が
だ
ね
」
と
い
う
思
い
が
自
然
と
生
ま
れ
て

く
る
。

　

そ
ん
な
子
ど
も
た
ち
の
様
子
を
見
な
が
ら
、
授

業
の
終
わ
り
に
、
先
生
は
一
枚
の
紙
を
黒
板
に
貼

り
出
し
、
み
ん
な
に
コ
ピ
ー
を
配
っ
た
。

　

紙
に
あ
る
の
は
、
遠
く
か
ら
見
た
ら
二
重
丸
に

し
か
見
え
な
い
、
円
の
形
に
並
ん
だ
文
字
だ
（
上

写
真
参
照
）。

　
「
こ
れ
も
、
ま
ど
さ
ん
の
詩
で
す
。
こ
ん
な
詩

も
書
い
て
い
た
ん
だ
ね
」。
先
生
が
そ
う
伝
え
る

と
、「
え
え
っ
、
こ
れ
も
詩
な
の
」「
ど
こ
か
ら
読

む
の
か
な
」
と
言
い
な
が
ら
、
み
ん
な
は
真
剣
に

そ
れ
に
見
入
っ
て
い
る
。
今
度
は
こ
ん
な
詩
に
挑

戦
す
る
ぞ
と
言
い
た
げ
な
ま
な
ざ
し
だ
っ
た
。

■
青
山
先
生
が
授
業
で
使
っ
た
詩

　「
ケ
ム
シ
」「
も
や
し
」

　「
は
が
き
」「
シ
マ
ウ
マ
」

　「
い
び
き
」「
け
し
ゴ
ム
」

　「
ミ
ミ
ズ
」「
ノ
ミ
」

　「
わ
ま
わ
し
　
ま
わ
る
わ
」

　
「
何
に
す
る
？
」「
や
っ
ぱ
り
シ
マ
ウ
マ
じ
ゃ
な

い
」
と
い
う
題
名
の
相
談
も
あ
れ
ば
、
一
度
考
え

た
詩
を
「
も
っ
と
短
く
削
ろ
う
よ
」
と
話
し
合
っ

て
い
る
グ
ル
ー
プ
も
あ
る
。

　

十
五
分
後
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
発
表
へ
と
授
業

は
進
ん
だ
。
画
用
紙
に
書
い
た
短
い
詩
を
、
最
初

は
題
名
を
隠
し
て
発
表
し
、
聞
い
た
み
ん
な
が
題

名
を
当
て
合
う
。
正
解
が
出
た
ら
、
題
名
を
入
れ

て
、
自
分
た
ち
が
作
っ
た
詩
を
も
う
一
度
読
む
。

   

一
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
発
表
が
終
わ
る
と
、
先
生

は
、「
今
の
題
名
は
『
ミ
ミ
ズ
』
だ
っ
た
ね
。
じ
ゃ

あ
、
こ
れ
を
見
て
。
ま
ど
さ
ん
が
書
い
た
『
ミ
ミ

ズ
』
よ
」
と
、
ま
ど
さ
ん
の
詩
を
貼
り
出
す
。
次

に
別
の
グ
ル
ー
プ
が
発
表
す
る
と
、
や
は
り
同
じ

題
名
の
ま
ど
さ
ん
の
詩
を
貼
り
出
し
た
。

授
業
を
終
え
て
　

青
山
先
生
の
お
話

　

ま
ど
さ
ん
の
詩
を
通
し
て
、
対
象
の
特

徴
を
捉
え
、
短
い
言
葉
で
そ
れ
を
表
す
お

も
し
ろ
さ
を
知
る
こ
と
が
、
今
回
の
授
業

の
ね
ら
い
で
し
た
。

　

題
名
と
合
わ
せ
て
「
な
る
ほ
ど
」
と
思

う
こ
と
が
大
事
な
の
で
、
子
ど
も
た
ち
に

は
、「
な
ぞ
な
ぞ
や
ク
イ
ズ
の
詩
じ
ゃ
な

い
よ
」
と
伝
え
ま
し
た
。

　

読
ん
だ
り
聞
い
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、

自
分
た
ち
で
作
っ
て
、
そ
れ
を
ま
ど
さ
ん

の
詩
と
比
べ
て
み
る
こ
と
で
、「
ま
ど
さ

ん
っ
て
、
す
ご
い
ね
」
と
い
う
実
感
に
つ

な
が
っ
た
気
が
し
ま
す
。

子どもたちが
書いた詩

まどさん
の詩

ミ
ミ
ズ

　
よ
う
ふ
く
は
　
ち
き
ゅ
う
で
す

　
オ
ー
バ
ー
は
　
う
ち
ゅ
う
で
す

　
　
─
ど
ち
ら
も

　
　
　
一
ま
い
き
り
で
す
が

い
び
き

　
ね
じ
を
　
ま
く

　
ね
じ
を
　
ま
く

　
ゆ
め
が
　
と
ぎ
れ
な
い
よ
う
に

シ
マ
ウ
マ

　
手
製
の

　
お
り
に

　
は
い
っ
て
い
る

い
び
き

　
お
お
き
く

　
ち
い
さ
く

　
よ
な
か
の
　
が
っ
き

シ
マ
ウ
マ

　
昔
の
テ
レ
ビ
が

　
走
っ
て
い
る

ミ
ミ
ズ

　
こ
わ
い
　
こ
わ
い

　
都
会
の
地
面
は

　
足
だ
ら
け

あおやま・ゆき

東京都生まれ。全国国語授業研究会
常任理事。使える授業ベーシック研
究会常任理事。著書に『話すことが好
きになる子どもを育てる』『古典が好
きになる──まんがで見る青山由紀の
授業アイデア10』などがある。光村図
書小学校『国語』教科書編集委員。

▲グループで考えた詩を画用紙に書く。

▼自分たちが作った詩を，グループ全員で読む。
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小
学
校
『
国
語
』
教
科
書
に
、「
か
ざ
ぐ
る
ま
」「
と
も
だ
ち
」「
た
ん
ぽ
ぽ
」

な
ど
の
名
前
が
付
い
た
の
は
、
昭
和
五
十
五
年
か
ら
で
す
。
五
十
八
年
か
ら
は
、

教
科
書
の
名
前
に
ち
な
ん
だ
扉
の
詩
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
年

か
ら
三
年
ま
で
の
扉
の
詩
は
、
ま
ど
さ
ん
の
作
品
で
す
。

　

学
習
指
導
書
に
は
、「
扉
の
詩
に
寄
せ
て
」

と
題
し
て
、
ま
ど
さ
ん
の
言
葉
を
掲
載
し
て
い

ま
す
。
そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

ま
ど
さ
ん
と
教
科
書

　
小
学
校
『
国
語
』
教
科
書
に
も
、
ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
の
作
品

が
数
多
く
掲
載
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
現
在
使
わ
れ
て
い
る
教
科
書

は
も
ち
ろ
ん
、
今
の
大
人
が
子
ど
も
だ
っ
た
頃
の
教
科
書
に
も
、

ま
ど
さ
ん
の
作
品
が
あ
り
ま
し
た
。

■
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た 
ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
の
作
品

・「
犬
が
あ
る
く
」（
一
年
下
）
昭
和
46
年
〜
51
年

・「
あ
あ
、
ど
こ
か
か
ら
」（
三
年
上
）
昭
和
46
年
〜
51
年

・「
お
さ
る
が
　
ふ
ね
を
　
か
き
ま
し
た
」

　
　
　
　

 　
　
（
一
年
上
）
昭
和
52
年
〜
60
年
／
平
成
23
年
〜
26
年

・「
ケ
ム
シ
」「
い
び
き
」「
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
」「
え
ん
と
つ
」

　
　
　
　
　

 　
（
四
年
下
）
昭
和
58
年
〜
60
年

・「
き
り
か
ぶ
の
赤
ち
ゃ
ん
」（
一
年
下
）
平
成
４
年
〜
11
年

・「
く
ま
さ
ん
」（
二
年
上
）
平
成
４
年
〜
16
年

・「
朝
が
来
る
と
」（
三
年
上
）
平
成
４
年
〜
７
年

・「
と
も
だ
ち
」（
一
年
上
）
平
成
14
年
〜
22
年

・「
ア
サ
ガ
オ
」（
四
年
上
）
平
成
14
年
〜
16
年

・「
キ
リ
ン
」（
三
年
上
）
平
成
17
年
〜
22
年

・「
は
し
る
　
し
る
し
る
」

　
　
　
　
　

 　
（
三
年
下
）
平
成
23
年
〜
現
在

・「
せ
ん
ね
ん
　
ま
ん
ね
ん
」

　
　
　
　
　

 　
（
六
年
）
平
成
23
年
〜
現
在

▲「おさるが　ふねを　かきました」（１年上）は，昭和52年から60年まで掲載され，平成23年に再登場した。
上の表紙は，昭和52年度版の教科書。

◀『国語』３年下「あおぞら」

扉
の
詩
に
寄
せ
て
　まど
・
み
ち
お

　

私
た
ち
は
ず
い
ぶ
ん
空
を
汚
し
て
い
ま

す
が
、
ま
だ
青
空
を
失
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。

た
だ
そ
の
青
空
を
仰
ぎ
見
る
こ
と
は
忘
れ

が
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

青
空
は
今
で
も
、
そ
の
永
遠
を
思
わ
せ

る
よ
う
な
青
さ
で
、
そ
し
て
宇
宙
の
意
志

を
思
わ
せ
る
よ
う
な
ま
ぶ
し
さ
で
、
は
る

ば
る
と
拡
が
っ
て
い
て
く
れ
ま
す
。
こ
の

地
球
上
の
ど
ん
な
生
き
物
の
頭
上
に
も
平

等
に
、
塵
ほ
ど
に
も
分
け
隔
て
な
く
。

　

た
ぶ
ん
そ
れ
は
、
言
い
聞
か
せ
つ
づ
け

て
い
て
く
れ
る
の
で
し
ょ
う
。「
お
前
た

ち
は
み
ん
な
兄
弟
な
の
だ
よ
。」
と
。
そ

れ
に
気
付
き
も
し
な
い
で
、
他
の
生
き
物

た
ち
へ
の
横
暴
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
自
分

た
ち
同
士
で
さ
え
憎
み
合
い
争
い
合
い
つ

づ
け
て
い
る
こ
の
私
た
ち
人
間
へ
も
。
か

ぎ
り
な
い
辛
抱
強
さ
と
や
さ
し
さ
で
。

（
学
習
指
導
書
三
下
よ
り
）



1

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
使
い
こ
な
そ
う

デジタル教科書を使いこなそう 2

▲図１　第３段落の文章を表示し，線を引いて色分けした画面（「国
語デジタル教科書」本文ビュー）。

※山本朋弘，佐藤幸江，中川一史（2014）「小学校国語の指導者用デジタル教科書の活用
　効果に関する教職年数での比較分析」日本教育メディア学会第 21 回年次大会一般研究

2

4

3
よ
う
」（
四
年
下
「
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
で
伝
え

る
」）
の
事
例
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

単
元
の
指
導
目
標

◎
目
的
に
応
じ
て
、
中
心
と
な
る
語
や
文
を
捉

え
て
段
落
相
互
の
関
係
や
事
実
と
意
見
と

の
関
係
を
考
え
、
文
章
を
読
む
こ
と
が
で
き

る
。（
読
む
⑴
イ
）

○
指
示
語
や
接
続
語
が
文
と
文
と
の
意
味
の
つ

な
が
り
に
果
た
す
役
割
を
理
解
し
、
使
う
こ

と
が
で
き
る
。（
伝
国
イ

（ク）
）

単
元
の
指
導
計
画

（
全
八
時
間
）

▼
第
一
時

　

教
科
書
の
写
真
を
見
て
思
っ
た
こ
と
を
話
し

合
い
、
学
習
計
画
を
立
て
る
。

文
章
を
色
分
け
し
な
が
ら

読
む

　

文
章
に
線
を
引
き
、
色
分
け
し
な
が
ら
読
む

─
─
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
使
わ
ず
と
も
、
黒
板

や
模
造
紙
な
ど
を
使
っ
て
、
す
で
に
実
践
さ
れ

て
い
る
先
生
は
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
活
用
し
て
い
る
教
師

を
対
象
と
し
た
意
識
調
査
の
結
果
（
※
）
で
は
、

中
堅
以
上
の
教
師
が
よ
り
効
果
を
実
感
し
て
お

り
、よ
く
活
用
す
る
機
能
と
し
て
「
線
を
引
く
」

こ
と
を
最
も
多
く
挙
げ
て
い
ま
す
。「
線
を
引

く
」
と
い
う
機
能
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
授

業
ス
タ
イ
ル
を
変
え
ず
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が

で
き
る
た
め
、
そ
の
こ
と
が
活
用
効
果
の
実
感

へ
つ
な
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

今
回
は
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
使
っ
て
、
文

章
に
線
を
引
き
な
が
ら
読
む
と
い
う
学
習
活
動

を
取
り
入
れ
た
単
元
「
説
明
の
し
か
た
を
考
え

活
用
の
ポ
イ
ン
ト

■	

読
み
取
ら
せ
た
い
こ
と

　

本
教
材
の
筆
者
は
、
写
真
と
文
章
を
対
応
さ

せ
て
「
ア
ッ
プ
」
と
「
ル
ー
ズ
」
の
特
徴
に
つ

い
て
説
明
し
な
が
ら
、「
テ
レ
ビ
で
も
新
聞
で

も
、
受
け
手
が
知
り
た
い
こ
と
や
送
り
手
が
伝

え
た
い
こ
と
は
何
か
を
考
え
て
、
伝
え
方
を
使

い
分
け
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
ま

す
。

　

第
一
段
落
で
は
、
一
枚
目
の
写
真
（
教
科
書

Ｐ
30
）
に
写
っ
て
い
る
物
事
が
客
観
的
に
述
べ

ら
れ
、
最
後
に
「
会
場
全
体
が
、
静
か
に
、
こ

う
ふ
ん
を
お
さ
え
て
、
開
始
を
待
ち
受
け
て
い

る
感
じ
が
伝
わ
り
ま
す
。」
と
結
ん
で
い
ま
す
。

続
く
第
二
段
落
の
最
後
の
一
文
、「
少
し
う
つ

む
い
て
、
目
が
ボ
ー
ル
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の

が
分
か
り
ま
す
。」
に
は
、二
枚
目
の
写
真
（
Ｐ

31
）
に
つ
い
て
の
細
か
い
描
写
が
見
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
第
三
段
落
で
は
、「
初
め
の
画
面
の

よ
う
に
、
広
い
は
ん
い
を
う
つ
す
と
り
方
を

『
ル
ー
ズ
』と
い
い
ま
す
。
次
の
画
面
の
よ
う
に
、

あ
る
部
分
を
大
き
く
う
つ
す
と
り
方
を
『
ア
ッ

プ
』
と
い
い
ま
す
。」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、「
ア
ッ
プ
」と「
ル
ー

ズ
」
を
対
比
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
書
か

れ
て
い
る
部
分
を
写
真
と
対
応
さ
せ
て
確
か
め

な
が
ら
読
ん
で
い
く
こ
と
が
、
文
章
の
内
容
や

説
明
の
し
か
た
の
工
夫
を
読
み
取
る
こ
と
に
つ

な
が
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

■	

写
真
と
文
章
を
対
応
さ
せ
て
読
む

　（
第
二
・
三
時
）

　

本
時
で
は
、
子
ど
も
た
ち
に
、
第
一
〜
三
段

落
中
の
、「
ア
ッ
プ
」
の
定
義
が
書
か
れ
て
い

る
部
分
に
は
赤
い
線
を
、「
ル
ー
ズ
」
の
定
義

が
書
か
れ
て
い
る
部
分
に
は
青
い
線
を
引
か
せ

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。「
ア
ッ
プ
」と「
ル
ー
ズ
」

を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
を
読

み
取
ら
せ
た
い
と
考
え
た
た
め
で
す
。

　

た
だ
、
第
三
段
落
（
図
１
）
に
あ
る
「
広
い

は
ん
い
」「
あ
る
部
分
」
と
い
う
抽
象
的
な
言

葉
が
示
す
も
の
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ

と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
言
葉
や
文
章
の
理
解
が

曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
第
一

段
落
の
「
会
場
全
体
」「
コ
ー
ト
全
体
」「
観
客

席
」
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
ぞ
れ
、
一
枚
目
の
写

真
に
写
っ
て
い
る
ど
の
部
分
を
指
す
の
か
を
考

え
る
よ
う
、
子
ど
も
た
ち
に
投
げ
か
け
ま
し
た
。

　

同
様
に
、
第
二
段
落
で
は
、「
コ
ー
ト
の
中

央
に
立
つ
選
手
」「
ホ
イ
ッ
ス
ル
と
同
時
に
ボ
ー

ル
を
け
る
選
手
」と
い
う
言
葉
と
、写
真
に
写
っ

て
い
る
選
手
を
結
び
付
け
て
考
え
さ
せ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、
言
葉
の
意

味
や
筆
者
の
伝
え
た
い
こ
と
を
よ
り
正
確
に
理

▼
第
二
・
三
時

　
写
真
と
文
章
を
関
係
づ
け
て
、「
ア
ッ
プ
」

「
ル
ー
ズ
」
の
定
義
に
つ
い
て
考
え
な
が
ら
、

第
一
〜
三
段
落
を
読
む
。

▼
第
四
・
五
時

　
写
真
と
文
章
を
関
係
づ
け
て
、
対
比
の
関

係
を
捉
え
な
が
ら
、第
四
〜
六
段
落
を
読
む
。

▼
第
六
時

　
第
七
・
八
段
落
を
読
み
、
筆
者
の
伝
え
た
い

こ
と
を
捉
え
る
。

▼
第
七
・
八
時

　
各
段
落
に
小
見
出
し
を
付
け
、
文
章
の
構

成
を
図
に
ま
と
め
る
。

解
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
写
真
と
文
章
を
対
応
さ
せ
る
、

つ
ま
り
、
写
真
と
文
章
を
行
き
来
し
な
が
ら
読

む
と
き
、
写
真
と
文
章
を
同
時
に
一
つ
の
画
面

上
に
映
す
こ
と
が
で
き
る
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
が

力
を
発
揮
し
ま
す
。

■	

ま
ず
は
写
真
だ
け
を
見
る
（
第
四
・
五
時
）

　

実
は
、
第
二
・
三
時
で
は
、
文
章
を
詳
し
く

読
ん
で
い
く
前
に
、
教
科
書
の
写
真
だ
け
を
見

て
分
か
る
こ
と
を
出
し
合
う
よ
う
に
し
ま
し
た
。

本
時
で
も
、
子
ど
も
た
ち
に
視
覚
的
な
理
解
を

促
す
た
め
に
、
第
二
・
三
時
と
同
じ
よ
う
に
第

四
・
五
段
落
を
読
み
進
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
「
ア
ッ
プ
」
の
写
真
（
Ｐ
32
）
を
見
て
分
か

2
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第
一
回
で
ご
紹
介
し
た
、
挿
絵
を
拡
大
提
示
す
る
手
立
て
に
は
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
た
だ
け

た
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は
、
国
語
の
授
業
で
よ
く
見
ら
れ
る
、「
文
章
に
線
を
引
い
て
色
分
け
し

な
が
ら
読
む
」と
い
う
手
立
て
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

金
沢
星せ
い

稜り
ょ
う

大
学 

教
授
　
佐さ

藤と
う

幸ゆ
き

江え

文
章
を
色
分
け
し
て
、
構
成
を
捉
え
る



デジタル教科書を使いこなそう 2

▶︎図２　教科書 P32・33
の見開きに書き込みをした
画面（「国語デジタル教科
書」教科書ビュー）。

る
こ
と
に
つ
い
て
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
次
の

よ
う
な
発
言
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
こ
れ
は
、
ゴ
ー
ル
を
し
た
選
手
だ
と
思
い

ま
す
。
と
っ
て
も
喜
ん
で
、
走
り
回
っ
て
い
る

感
じ
が
し
ま
す
」

　
「
わ
た
し
も
、
そ
う
思
い
ま
す
。『
ア
ッ
プ
』

だ
と
、
喜
ん
で
い
る
様
子
が
分
か
り
ま
す
」

　

そ
の
後
、
教
師
が
「
ど
う
し
て
喜
ん
で
い
る

と
分
か
る
の
で
し
ょ
う
」
と
問
う
と
、
子
ど
も

た
ち
は
、

　
「
口
を
大
き
く
開
け
て
、
ワ
ー
っ
て
叫
ん
で

走
っ
て
い
る
か
ら
で
す
」

　
「
袖
の
と
こ
ろ
が
ひ
ら
ひ
ら
し
て
い
る
か
ら
、

す
ご
く
喜
ん
で
、
速
く
走
っ
て
い
る
の
だ
と
思

い
ま
す
」

な
ど
と
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
画
面
に
映
し
た

写
真
に
印
を
付
け
な
が
ら
、
気
づ
い
た
こ
と
を

次
々
に
発
言
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
教
師
は
、「
で
は
、
文
章
に
は
、

ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
読
ん
で
み
ま

し
ょ
う
」
と
発
問
し
、
子
ど
も
た
ち
そ
れ
ぞ
れ

に
、
自
分
の
教
科
書
に
線
を
引
き
な
が
ら
読
む

よ
う
指
示
し
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
の
教
科
書
の
「
ア
ッ

プ
」
で
分
か
る
部
分
に
は
赤
、「
ル
ー
ズ
」
で

分
か
る
部
分
に
は
青
の
線
を
引
き
な
が
ら
読
ん

で
い
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え

を
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
画
面
上
に
書
き
込
み
な

う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
姿
が

見
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
初
め
に
、
写
真
だ
け
を
見
て

分
か
る
情
報
を
押
さ
え
た
う
え
で
、
写
真
と
文

章
を
対
応
さ
せ
て
読
み
進
め
た
こ
と
で
、
筆
者

が
選
ん
だ
言
葉
・
表
現
の
意
味
や
意
図
に
目
を

向
け
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
し
た
。

■	

考
え
を
全
体
で
共
有
す
る
（
第
四
・
五
時
）

　

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
画
面
に
、
教
科
書
Ｐ

32
・
33
の
見
開
き
（
第
四
・
五
段
落
）
全
体
を

表
示
し
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
の
考
え
を
書
き

込
ん
で
い
く
う
ち
に
、
赤
い
線
も
青
い
線
も
引

か
れ
て
い
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
子

ど
も
が
出
て
き
ま
し
た
（
右
ペ
ー
ジ
図
２
）。

　

こ
こ
は
、「
ア
ッ
プ
」
で
分
か
ら
な
い
こ
と

が
「
ア
ッ
プ
」
の
特
徴
と
し
て
、「
ル
ー
ズ
」

で
分
か
ら
な
い
こ
と
が
「
ル
ー
ズ
」
の
特
徴
と

し
て
書
か
れ
て
い
る
部
分
で
す
。
本
教
材
の
筆

者
の
説
明
の
し
か
た
の
工
夫
を
知
る
う
え
で
、

重
要
な
部
分
で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
下
の
写
真
の
よ
う
に
、
板
書
で
表

を
使
っ
て
整
理
し
、「
ア
ッ
プ
」の
短
所
と「
ル
ー

ズ
」
の
長
所
、「
ル
ー
ズ
」
の
短
所
と
「
ア
ッ

プ
」
の
長
所
を
線
で
結
び
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
子
ど
も
た
ち
は
、
両
者
が
表
裏
の
関
係
に

あ
る
こ
と
を
視
覚
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

た
よ
う
で
し
た
。
さ
ら
に
、
第
四
・
五
段
落
と

が
ら
、
全
体
で
共

有
し
て
い
き
ま
し

た
。

　

先
ほ
ど
、「
ア
ッ

プ
」
の
写
真
を
見

て
、「
袖
の
と
こ

ろ
が
ひ
ら
ひ
ら
し

て
い
る
」
と
い
う

発
言
が
出
ま
し
た

が
、
そ
れ
と
対
応

し
た
第
四
段
落
の

文
章
で
は
「
ユ
ニ

ホ
ー
ム
は
風
を
は

ら
み
」
と
表
現
さ

れ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
い
た
子
ど
も

た
ち
は
、「
は
ら

む
」
と
い
う
言
葉

の
意
味
や
イ
メ
ー

ジ
を
つ
か
む
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
ル
ー

ズ
」
の
写
真
（
Ｐ

33
）
に
つ
い
て
書

か
れ
た
第
五
段
落
の
文
章
で
は
、「
選
手
た
ち
」

「
喜
び
合
う
」
と
い
う
言
葉
に
着
目
し
、
複
数

形
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
誰
か
と
誰
か
が
互

い
に
何
か
を
す
る
意
味
を
も
つ
「
合
う
」
と
い

も
に
、
長
所
と
短
所
が
逆
接
の
接
続
語
で
つ
な

が
れ
て
い
る
こ
と
を
、
口
々
に
発
言
す
る
様
子

が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

本
教
材
は
、「
ア
ッ
プ
」
と
「
ル
ー
ズ
」
の

特
徴
を
伝
え
る
た
め
に
、
段
落
内
で
そ
れ
ぞ
れ

の
長
所
と
短
所
を
対
比
的
に
書
き
、
さ
ら
に
、

段
落
相
互
の
関
係
も
対
比
的
に
書
か
れ
て
い
ま

す
。
色
分
け
し
な
が
ら
文
章
を
読
み
、
デ
ジ
タ

ル
教
科
書
と
黒
板
と
を
使
い
分
け
な
が
ら
、
一

人
一
人
の
考
え
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
こ
の
文

章
構
成
や
筆
者
の
説
明
の
し
か
た
の
工
夫
を
、

子
ど
も
た
ち
自
ら
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

実
践
か
ら
分
か
る
こ
と

　

本
単
元
で
は
、
色
を
分
け
な
が
ら
文
章
に
線

を
引
き
、
そ
れ
を
全
体
で
共
有
し
た
り
、
文
章

と
写
真
を
対
応
さ
せ
て
読
ん
だ
り
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち
は
、
自
ら
の
気
づ

き
を
も
と
に
、
中
心
と
な
る
語
・
文
を
的
確
に

捉
え
、
文
と
文
と
の
対
比
、
段
落
と
段
落
と
の

対
比
に
目
を
向
け
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

文
章
の
構
成
や
筆
者
の
説
明
の
し
か
た
の
工
夫

を
し
っ
か
り
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う

で
し
た
。

　

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
使
っ
て
、
画
面
上
に
線

を
引
い
て
全
体
で
考
え
を
共
有
し
た
り
、
写
真

を
拡
大
し
て
提
示
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
一
人

の
気
づ
き
が
み
ん
な
の
気
づ
き
と
な
り
、
学
び

が
深
ま
り
、
広
が
り
ま
し
た
。

　

他
学
年
、
他
教
材
で
も
、
ぜ
ひ
こ
の
手
立
て

を
活
用
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
の
授
業
ス
タ
イ
ル
を
変
え
る
こ
と
な
く

取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

5
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連    
載

子
ど
も
た
ち
を

「
書
写
好
き
」
に

子どもたちを「書写好き」に●4

4
⑵
右
手
で
書
く
こ
と
の
指
導
と
配
慮

❶
子
ど
も
自
身
の
納
得
が
大
切

　

冒
頭
で
挙
げ
た
よ
う
に
、
ス
ポ
ー
ツ
の
世
界

で
は
、
左
利
き
が
む
し
ろ
有
利
に
働
く
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
箸
で
ご
飯
を
食
べ
る
、
は

さ
み
を
持
つ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
キ
ー
ボ
ー
ド

を
打
つ
な
ど
、
書
く
こ
と
以
外
の
ほ
と
ん
ど
の

場
面
で
は
、
左
利
き
で
困
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

筆
記
具
や
書
字
動
作
は
、
基
本
的
に
右
利
き
に

と
っ
て
勝
手
が
よ
い
よ
う
に
で
き
て
お
り
、
左

利
き
は
、
文
字
を
書
く
う
え
で
難
点
が
多
く
あ

り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
、「
書
く
と
き
に
だ
け
、
左

利
き
に
は
弱
点
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
子

ど
も
や
保
護
者
に
丁
寧
に
説
明
し
ま
す
。
そ
の

う
え
で
、
子
ど
も
自
身
が
納
得
し
、
書
く
と
き

に
は
右
手
を
使
う
こ
と
に
挑
戦
す
る
意
欲
が
あ

る
よ
う
な
ら
、
右
手
で
書
く
こ
と
を
指
導
し
て

い
き
ま
す
。
こ
の
際
、
あ
く
ま
で
も
、
子
ど
も

と
保
護
者
の
意
思
を
尊
重
し
、
本
人
が
納
得
し

て
取
り
組
め
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が
重
要

で
す
。

❷
初
め
て
筆
記
具
を
持
つ
と
き
が
チ
ャ
ン
ス

　

筆
記
具
を
右
手
で
持
た
せ
る
指
導
は
、
も
ち

ろ
ん
、
子
ど
も
た
ち
が
筆
記
具
を
初
め
て
持
つ

と
き
に
行
う
の
が
最
も
効
果
的
で
す
。
左
手
で

持
つ
こ
と
が
定
着
し
て
し
ま
っ
て
か
ら
で
は
指

導
が
困
難
と
な
り
、
子
ど
も
本
人
へ
の
負
担
も

大
き
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
た
だ
、
多
く
の

子
ど
も
た
ち
は
、
小
学
校
入
学
以
前
か
ら
、
鉛

筆
を
使
い
始
め
ま
す
か
ら
、
初
め
て
使
う
と
き

か
ら
右
手
で
持
つ
指
導
を
行
う
た
め
に
は
、
幼

稚
園
・
保
育
所
と
の
連
携
、
家
庭
教
育
へ
の
働

き
か
け
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、
多
く
の
左
利
き
の
子
ど
も
た
ち

は
、
小
学
校
に
入
学
す
る
頃
に
は
、
左
手
で
鉛

筆
を
持
つ
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

す
。
そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
に
、
右
手
で
持
た

せ
る
よ
う
指
導
す
る
に
は
、
前
述
の
と
お
り
、

彼
ら
自
身
や
保
護
者
の
納
得
が
必
要
で
す
か
ら
、

そ
の
点
は
留
意
し
ま
し
ょ
う
。

　

毛
筆
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が

小
学
校
三
年
で
初
め
て
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
左
利
き
の
子
ど
も
に
右
手
を
使
う

よ
う
勧
め
る
に
は
、
こ
の
毛
筆
入
門
期
で
の
指

導
が
最
重
要
と
な
り
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
左
手
を
使
っ
て
毛
筆
で
書
く
こ
と

の
難
し
さ
を
子
ど
も
に
説
明
し
た
う
え
で
、「
小

筆
や
鉛
筆
は
左
手
を
使
っ
た
ま
ま
で
よ
い
の
で
、

大
き
な
文
字
は
右
手
を
使
っ
て
書
い
て
み
よ

う
」
と
、
優
し
く
声
を
か
け
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
時
期
は
、
利
き
手
に
関
係
な
く
、
全
て

の
子
ど
も
た
ち
が
、
持
ち
慣
れ
な
い
毛
筆
で
、

た
ど
た
ど
し
く
書
く
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

ま
す
。
左
利
き
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、「
自

分
だ
け
が
大
変
だ
」
と
い
う
意
識
が
少
な
い
時

期
で
す
。
こ
の
初
め
て
の
出
会
い
を
、
大
切
に

丁
寧
に
経
験
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

⑶
左
利
き
の
子
ど
も
へ
の
配
慮

　

毛
筆
に
つ
い
て
も
、
左
手
を
使
う
こ
と
が
定

着
し
て
お
り
、
右
手
を
使
っ
て
書
く
こ
と
が
困

難
な
子
ど
も
た
ち
に
書
写
指
導
を
行
う
場
合
に

は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
配
慮
し
ま
し
ょ
う
。

❶
用
具
を
左
右
逆
に
配
置
さ
せ
る

　

通
常
、
机
の
上
に
用
具
を
並
べ
る
と
き
に
は
、

半
紙
を
中
心
に
し
て
、
右
側
に
筆
と
硯
を
、
左

側
に
教
科
書
を
配
置
し
ま
す
。
し
か
し
、
左
利

き
の
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
右
側
に
教
科
書
を
、

左
の
内
側
に
硯
、
外
側
に
筆
を
配
置
す
る
ほ
う

が
書
き
や
す
く
な
り
ま
す
。

❷
穂
先
の
向
き
を
意
識
さ
せ
る

　

右
手
で
は
、
次
ペ
ー
ジ
の
Ａ
の
よ
う
に
、
始

筆
の
穂
先
の
向
き
を
正
し
く
四
十
五
度
の
角
度

に
し
て
書
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
左

手
で
は
そ
れ
が
難
し
く
、
始
筆
の
角
度
が
、
Ｂ

の
よ
う
に
マ
イ
ナ
ス
四
十
五
度（
百
三
十
五
度
）

の
向
き
に
な
り
が
ち
で
す
。
左
利
き
の
子
ど

も
に
と
っ
て
、
始
筆
の
穂
先
の
向
き
を
正
し
く

四
十
五
度
に
向
け
る
こ
と
は
困
難
を
伴
う
も
の

な
の
で
す
。
努
力
し
て
書
い
た
と
し
て
も
、
Ｃ

の
よ
う
に
、
九
十
度
に
向
け
て
し
ま
う
場
合
が

苦
手
意
識
を
払
拭
す
る
工
夫

　
小
学
校
は
、
子
ど
も
た
ち
が
書
写
と
出
会
う
大
切
な
時
期
で
す
。
今
回
は
、
特
に

左
利
き
の
子
ど
も
へ
の
指
導
に
着
目
し
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
、
書
写
へ
の
苦
手

意
識
を
も
た
せ
な
い
よ
う
な
支
援
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、ご
提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

❶
姿
勢
が
崩
れ
や
す
く
、

　

字
形
を
整
え
に
く
い

　

通
常
、
漢
字
や
平
仮
名
の
横
画
は
、
左
か
ら

右
に
書
き
ま
す
。
左
利
き
の
人
が
文
字
を
書
く

場
合
、自
分
の
手
が
、書
き
終
わ
っ
た
線
を
次
々

と
隠
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
左
利
き
の

子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
の
書
い
た
文
字
を
見
よ

う
と
、
右
側
か
ら
文
字
を
の
ぞ
き
こ
む
よ
う
に

し
て
書
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
書

く
と
き
の
姿
勢
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
う
傾
向
に

あ
り
ま
す
。
同
時
に
、
自
分
の
書
く
文
字
が
見

え
に
く
い
た
め
、
当
然
、
字
形
を
整
え
る
こ
と

が
難
し
く
な
り
ま
す
。

❷
筆
圧
を
加
減
し
づ
ら
い

　

右
利
き
の
子
ど
も
は
筆
記
具
を
少
し
右
に
倒

し
て
引
く
よ
う
に
運
筆
し
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
、

左
利
き
の
子
ど
も
は
、
少
し
左
に
倒
し
て
書
く

た
め
、
筆
記
具
の
先
に
向
か
っ
て
押
す
よ
う
に

線
を
引
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
鉛

筆
な
ど
の
先
端
が
硬
い
筆
記
具
の
場
合
、
書
い

て
い
る
と
き
に
必
要
以
上
に
筆
圧
が
強
く
な
り
、

文
字
が
太
く
濃
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、芯
が
折
れ
や
す
か
っ
た
り
、紙
を
突
き
破
っ

て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、

筆
圧
を
弱
め
て
書
こ
う
と
し
て
、
横
画
の
終
筆

を
止
め
ず
に
払
う
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
る

例
も
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
止
め
が
は
っ
き
り
し

な
い
た
め
に
文
字
が
乱
雑
に
見
え
た
り
、
筆
圧

が
弱
い
た
め
に
薄
く
て
読
み
に
く
い
文
字
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
の
で
す
。

⑴
左
利
き
の
特
徴

　

近
年
、
子
ど
も
の
個
性
を
尊
重
す
る
こ
と
を

大
切
に
し
、
左
利
き
を
右
利
き
に
矯
正
し
よ
う

と
す
る
家
庭
が
少
な
く
な
っ
た
た
め
か
、
左
利

き
の
子
ど
も
が
増
え
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

　

野
球
や
サ
ッ
カ
ー
の
よ
う
に
、
ス
ポ
ー
ツ
で

は
、
左
利
き
が
武
器
に
な
る
こ
と
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
文
字
を
書
く
場
合
、
左
利

き
に
は
い
く
つ
か
の
弱
点
が
あ
り
、
左
利
き
の

子
ど
も
た
ち
が
書
写
に
苦
手
意
識
を
も
っ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

左
利
き
の
子
ど
も

へ
の
指
導
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校 
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井い

浩こ
う

治じ

広 島 県生まれ。2008
年度まで広島県尾道市
立土堂小学校に勤務。

山英男校長在籍の３
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堂改革に取り組み，数々
の成果を上げる。光村
図書 小学校・中学校『書
写』教科書編集委員を
務める。



子どもたちを「書写好き」に●4

す
。

　

必
ず
し
も
教
師
が
手
書
き
で
作
ら
な
く
て

も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
を
使

い
、
筆
文
字
・
教
科
書
体
な
ど
の
フ
ォ
ン
ト
で

名
前
を
入
力
し
、
印
刷
す
れ
ば
、
簡
単
に
作
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ラ
ミ
ネ
ー
ト
加
工
を
施
し

て
、
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
に
配
布
す
る
と
よ

い
で
し
ょ
う
。

　

今
回
は
、
左
利
き
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
指
導

と
配
慮
を
中
心
に
、
子
ど
も
の
苦
手
意
識
を
和

ら
げ
る
よ
う
な
指
導
の
あ
り
方
や
工
夫
に
つ
い

て
ご
提
案
し
ま
し
た
。
子
ど
も
の
書
い
た
文
字

を
、
よ
り
形
よ
く
整
っ
て
見
せ
る
工
夫
に
つ
い

て
は
、
全
て
の
授
業
で
と
い
う
よ
り
は
、
時
に

応
じ
て
行
う
の
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

目
的
は
、
子
ど
も
た
ち
の
、
書
写
の
時
間
へ

の
意
欲
を
高
め
る
こ
と
で
す
。
笑
顔
が
あ
ふ
れ
、

わ
く
わ
く
す
る
授
業
を
、
と
も
に
つ
く
っ
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

　

左
利
き
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の

文
字
に
自
信
が
も
て
な
い
子
ど
も
の
苦
手
意
識

を
軽
減
す
る
た
め
に
は
、
授
業
の
充
実
は
言
う

ま
で
も
な
く
、
教
師
の
側
で
、
子
ど
も
た
ち
の

文
字
が
少
し
で
も
整
っ
て
見
え
る
よ
う
な
工
夫

を
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
い
く
つ
か
の
ア
イ

デ
ア
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

⑴
ま
と
め
書
き
の
用
紙
を
工
夫
す
る

　

授
業
の
最
後
に
書
く
、
ま
と
め
書
き
で
は
、

子
ど
も
自
身
が
「
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と

実
感
で
き
る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
、
用
紙
を
工
夫
し
て
み
て
も
よ

い
で
し
ょ
う
。
少
し
高
級
な
和
紙
、
色
画
用
紙
、

マ
ー
ブ
リ
ン
グ
し
た
紙
、
色し
き

紙し

、
板
、
紙
皿
な

ど
、
い
つ
も
の
半
紙
と
は
違
う
用
紙
に
書
く
こ

と
で
、
子
ど
も
の
文
字
が
引
き
立
っ
て
見
え
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

⑵
印
を
押
す

　

ま
と
め
書
き
に
印
を
押
す
こ
と
で
、
子
ど
も

た
ち
に
、
書
家
に
な
っ
た
よ
う
な
気
分
を
味
わ

わ
せ
る
の
も
一
つ
の
工
夫
で
す
。

　

彫
刻
刀
を
使
っ
て
、
消
し
ゴ
ム
な
ど
に
名
前

多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
始
筆
の
穂
先
の
向
き
を
よ
り
意
識

さ
せ
る
た
め
、
穂
先
マ
ー
ク
の
付
い
た
「
か
ご

字
」
の
練
習
用
紙
を
準
備
し
ま
す
。
学
習
指
導

書
の
付
録
Ｃ
Ｄ
─
Ｒ
Ｏ
Ｍ
に
は
、
図
１
の
よ
う

な
「
か
ご
字
」
の
練
習
用
紙
が
収
録
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
を
活
用
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

❹
右
上
が
り
を
意
識
さ
せ
る

　

漢
字
は
、
横
画
を
少
し
右
上
が
り
に
書
く
と
、

文
字
が
整
っ
て
見
え
ま
す
。
し
か
し
、
左
手
で

書
く
場
合
、
左
か
ら
右
上
へ
と
押
し
出
す
よ
う

に
力
を
入
れ
て
線
を
引
く
こ
と
に
な
る
の
で
、

横
画
を
右
上
が
り
に
書
く
こ
と
は
難
し
い
と
い

え
ま
す
。

　

横
画
を
右
上
が
り
に
す
る
こ
と
を
意
識
さ
せ

る
と
き
に
も
、
練
習
用
紙
が
活
用
で
き
ま
す
。

図
２
の
よ
う
に
、
右
上
が
り
の
補
助
線
を
入
れ

た
練
習
用
紙
を
作
成
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の

補
助
線
に
沿
っ
て
書
く
練
習
を
す
る
こ
と
で
、

少
し
右
上
が
り
の
整
っ
た
文
字
を
書
く
感
覚
を

養
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑷
心
が
け
た
い
こ
と

　

左
利
き
の
子
ど
も
た
ち
は
、
文
字
を
書
く
こ

と
へ
の
苦
手
意
識
を
も
つ
こ
と
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
な
ぜ
書
字
が
難
し
い
の
か
、
ど
う
す

れ
ば
そ
れ
を
克
服
で
き
る
の
か
─
─
教
師
と

し
て
、
分
析
や
工
夫
を
怠
ら
な
い
こ
と
が
、
子

ど
も
た
ち
を
「
書
写
好
き
」
に
す
る
こ
と
に
つ

な
が
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

の
一
〜
二
字
を
彫
っ
た
印
を
子
ど
も
た
ち
に
作

ら
せ
て
、
教
室
に
常
備
し
ま
す
。
図
画
工
作
の

時
間
に
作
ら
せ
る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
半
紙

に
朱
の
印
が
入
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の
文
字
が

よ
り
際
立
っ
て
見
え
ま
す
。

⑶
絵
の
具
で
書
く

　

通
常
の
毛
筆
で
は
、
墨
で
文
字
を
書
き
ま
す

が
、
絵
の
具
を
使
っ
て
色
の
付
い
た
文
字
を
書

か
せ
る
こ
と
も
工
夫
の
一
つ
と
い
え
ま
す
。
色

が
付
い
て
い
る
だ
け
で
、
墨
の
文
字
と
は
違
っ

た
見
栄
え
に
な
り
ま
す
。
用
紙
の
工
夫
と
組
み

合
わ
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。

⑷
掲
示
の
し
か
た
を
工
夫
す
る

　

掲
示
の
し
か
た
に
つ
い
て
も
工
夫
が
で
き
ま

す
。
書
写
掲
示
用
の
シ
ー
ト
を
使
う
、
色
や
模

様
の
付
い
た
紙
を
台
紙
に
す
る
、
半
分
に
折
っ

た
厚
紙
の
左
右
に
文
字
を
貼
っ
て
ミ
ニ
屏
風
を

作
る
、
額
に
入
れ
る
な
ど
、
掲
示
の
し
か
た
を

変
え
る
だ
け
で
、
文
字
の
見
え
方
が
変
わ
っ
て

き
ま
す
。

⑸
名
前
の
教
材
文
字
を
与
え
る

　

小
筆
で
書
い
た
名
前
が
形
よ
く
書
け
て
い
る

と
、
ま
と
め
書
き
全
体
の
印
象
も
よ
く
な
り
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
全
員
分
の
、
名
前
の
教
材
文

字
を
準
備
す
る
と
い
っ
た
工
夫
も
考
え
ら
れ
ま

お
わ
り
に

2021

図１：「かご字」の練習用紙の例

図２：補助線入りの練習用紙の例
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見
せ
る
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い
い
ね
え

そ
れ
も

い
い
ね
え

と
し
て
は

学
習
に

な
ら
な
い
わ

そ
…

そ
う
だ
け
ど

子
ど
も
に
は
物
語
を

正
し
く
読
み
取
ら
せ

た
い
よ
ね

で
も
さ
っ
き
の

や
り
方
で
は

他
に
は
？

他
に
は
？

当
た
り
！

国語指導
作・画／あべかよこ　監修／輿水かおり

広島県生まれ。玉川大学教師教育リサーチセンター客員教授。23年の教員生活の後，港区教育委員会指導主事，
東京都教育庁主任指導主事，小学校校長等を経て，現職。光村図書小学校『国語』教科書の編集委員を務める。

こしみず・かおり

ぜ
ん
ぜ
ん
ダ
メ
‼

三
年
生
担
任
の
田
中
先
生

「
モ
チ
モ
チ
の
木
」
の

授
業
中
─
─

学習の主人公は「子ども」
2

2223

医
者
様
を
呼
び
に
行
く

豆
太
の
気
持
ち
が

分
か
る
と
こ
ろ
は

ど
こ
で
す
か
？

今
日
の
国
語
、

盛
り
上
が
っ
た

な
あ
〜

子
ど
も
か
ら

い
ろ
ん
な
意
見
が

出
た
し

は
い
、
じ
ゃ
あ

考
え
て
み
ま
し
ょ
う

「
医
者
様
を

よ
ば
な
く
っ
ち
ゃ
。」

そ
う
ね
え
…

他
に
は
？

「
霜
が
足
に

か
み
つ
い
た
」
！

近
い
！

も
う
ひ
と
息
！

あ
な
た
誰

で
す
か
？

国
語
の
妖
精

コ
ッ
シ
ー

な
ん
だ
け
ど

あ
れ
じ
ゃ

子
ど
も
の
力
は

つ
か
な
い
わ

授
業
の

し
か
た
が

問
題
な
の

失
礼
ね
！

教
科
書
の

内
容
を
き
ち
ん
と

押
さ
え
て
ま
す
！

「
い
た
く
て
、

寒
く
て
、

こ
わ
か
っ
た

か
ら
な
ぁ
。」
！

「
じ
さ
ま
の
死
ん
じ

ま
う
ほ
う
が
、
も
っ
と

こ
わ
か
っ
た
か
ら
」
？

典
型
的
な

「
宝
く
じ
型
」
…

物
語
を
読
ん
で

想
像
を
膨
ら
ま
せ

る
こ
と
は

と
っ
て
も
い
い
こ
と

で
も
授
業
は
た
だ
の

自
由
読
書
に
な
っ
て
は

い
け
な
い
の
よ

子
ど
も
の
発
想
を

何
で
も

豆
太
は
こ
の
と
き

ど
ん
な
気
持
ち

だ
っ
た
の
か
な
…

当
た
っ
た
！

は
い

は
い
！

ひ
い
い
⁉

す
ご
ー
い
！

当
た
り
っ
！

ん
ー
　
そ
う

か
し
ら
？

職
員
用
ト
イ
レ



子
ど
も
は

先
生
の
中
の

正
解
を
当
て
た

が
る
で
し
ょ

ダメな例 私
は
そ
れ
を

「
宝
く
じ
型
授
業
」

っ
て
よ
ん
で
る
の

教
材
研
究
は

ど
う
す
る
の
が

い
い
で
す
か
？

で
も
あ
な
た
の

授
業
で
の

読
み
聞
か
せ
は

す
ご
く

よ
か
っ
た
わ
よ
！

じ
ゃ

こ
れ
か
ら
も

ガ
ン
バ
っ
て
！

ト
イ
レ
の
神
様

あ
り
が
と
う
‼

も
う
一
度

手
引
き
を

や
っ
て
み
よ
う

ふ
ふ
ふ

国
語
の
妖
精

コ
ッ
シ
ー
な
の
‼

あ
…

あ
の
…

「
か
み
の
毛
を

バ
サ
バ
サ
と

ふ
る
っ
て
…
」

「
わ
あ
〜
〜

　
　
　
〜
‼
」

え
…

キ
ャ
ー
！

す
ご
い
迫
力
で

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

子
ど
も
の
目
線
で

手
引
き
に
し
っ
か
り

取
り
組
ん
で
み
て

そ
し
た
ら

子
ど
も
と
一
緒
に

読
み
取
り
た
い

内
容
が

先
生
に
も

見
え
て
き
ま
す
よ

ま
ず
は

教
材
本
文
！

そ
れ
か
ら

手
引
き
！

豆
太

じ
さ
ま

お
と
う

医
者
様─

？

あ
、
お
と
う
は

「
死
ん
だ
」っ
て

書
い
て

あ
る
か
ら
…

う
ん

登
場
人
物

…
…
？

じ
ゃ

な
い
や
！

本
文
に
戻
っ
て

読
ん
で
気
づ
か

せ
る
こ
と
が

大
事
な
の

そ
う

だ
ね
！

…そ
う
か
…

学びの主体は子ども。課題解決に向けて，言葉を根拠に自分の考えをもつ意欲を育てましょう。
新たな発想や独創的な創造力は，「主体的な学びの土壌」が育みます。（コッシー）
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国語指導
2

な
ん
て

答
え
れ
ば

先
生
は

喜
ぶ
か
な
？

他
に
も

さ
っ
き
の
授
業
で

「
モ
チ
モ
チ
の
木
」

の
登
場
人
物
は
誰
？

「
お
と
う
」は

出
て
き
ま

せ
ん
か
ら

子
ど
も
が

言
っ
て
た

の
で
つ
い
…

間
違
い
は
指
摘

す
る
こ
と

お
と
う

出
て

き
た
よ
！

も
う
一
回

読
ん
で
み
て

は
っ
！──

そ
う
か

っ
て
言
っ
て

た
け
ど
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学習指導書のご案内教科書をより効果的に活用できるよう，さまざまな指導
書をご用意しました。先生方の指導をサポートします。

平成27年度版

国 

語
｢話すこと・
聞くこと」の
授業をつくる

（監修：藤森裕治・邑上裕子）

音声言語指導の基礎・基
本を踏まえ，学級の状況
やねらいに応じた授業づ
くりの方法を学年別に提
案します。授業開きに役
立つコミュニケーション
活動のバリエーションな
ど，多彩なアイデアを収
録しています。

１〜６年　全１冊
本体4,000円＋税
　

漢字指導の方法
確かな定着と活用
のために

（監修：阿辻哲次・棚橋尚子）

「理論編」では，漢字指
導の基本的な考え方を解
説。「実践編」では，漢字
指導の基礎となるものを
「形・音・義（意味）」の
観点から選定し，その指
導方法を提案しています。

１〜６年　全１冊
本体4,000円＋税
　

｢書くこと」の
授業をつくる

（監修：松山美重子・佐渡島
紗織）

教科書の「書くこと」教
材を分析し，学級の状況
に合わせて再構成する授
業のつくり方を提案して
います。教科書で扱われ
ている内容を，「思考」
の観点から捉え直すト
レーニングシートを掲載
しています。

１〜６年　全１冊
本体4,000円＋税
　

語彙に着目した
授業をつくる

（監修：甲斐睦朗，編：松川
利広）

「教材編」では，教科書
の「読むこと」教材を分
析し，語彙に着目した指
導事例を掲載。「生活・
学習編」では，年間を通
した語彙指導や他教科と
の連携などを提案。「語
彙表編」では，CD-ROM
を活用した授業展開を提
案しています。
CD▶教科書にある全自立語
を五十音順に整理するとと
もに，全ての語の提出箇所
が分かる表を収録していま
す。

１〜６年　全１冊
本体8,000円＋税
　

情報・メディア
に着目した授業
をつくる

（監修：中川一史）

言葉や文章などの「言語
メディア」と，図表・写
真などの「映像メディ
ア」を結び付けて，情報
の読み取りや，効果的に
表現する力を育てる授業
を解説しています。

１〜６年　全１冊
本体3,500円＋税
　

音読・ 朗読の
指導
伝統的な言語文化と
詩・物語

（監修：田中洋一・吉永幸司）

音読・朗読指導のポイント
や，その意義を示した解
説文，楽しんで取り組め
る授業展開例や音読・朗
読に関する活動のアイデ
アを多数掲載しています。

１〜６年　全１冊
本体4,000円＋税
　

単元づくりに役立つ
「言語活動」
アイデア集

全領域，全学年の言語活
動を網羅した「言語活動
の百科事典」ともいえる
アイデア集です。

１〜６年　全１冊
本体4,000円＋税
　

｢読むこと」の
授業をつくる
文学的な文章編

（監修：髙木まさき）

教科書教材との関連を積
極的に図った，多様な
「読むこと」の指導の提
案を掲載しています。文
学的な文章の指導を観点
別に整理し，解説してい
ます。

１〜６年　全１冊
本体3,500円＋税
　

｢読むこと」の
授業をつくる
説明的な文章編

（監修：髙木まさき）

教科書教材との関連を積
極的に図った，多様な
「読むこと」の指導の提
案を掲載しています。説
明的な文章の指導を観点
別に整理し，解説してい
ます。

１〜６年　全１冊
本体3,500円＋税
　

言語指導の方法
確かな定着と活用
のために

（監修：森山卓郎・森篤嗣）

「理論編」では，「国語
の特質に関する事項」を
項目別に分かりやすく
解説し，「指導編」では，
言語要素ごとに，定着を
図るためのワークシート
とその活用方法を提案し
ています。

１〜６年　全１冊
本体4,000円＋税
　

学習指導書 各単元の指導計画例，計
画例に沿った指導展開例，
指導に役立つ資料を中心
に構成しています。
CD▶「話すこと・聞くこと」
教材に対応した音声資料に
加えて，新たに「読むこと」
「伝統的な言語文化」に関
わる教材の音読・朗読を収
録しています。

１〜６年　各学年２分冊
本体各学年25,000円＋税
　
CD

付

学習指導書
別冊（朱書編）

教科書の紙面をそのまま
活用しました。板書例や
発問例を具体的に示しな
がら，視覚的にも分かり
やすく編集しています。

１〜４年　上・下巻
本体各巻3,000円＋税
５〜６年　各１冊
本体各5,500円＋税

CD
付

授業に役立つ
ワークシート集
　

「学習指導書」で示した
指導展開例に即したワー
クシート集です。授業の
中で有効に活用でき，児
童が主体的に，かつ楽し
みながら取り組めるよう
工夫しています。
CD▶本編のワークシートを
PDF化して収録しています。

１〜６年　各１冊
本体各3,200円＋税
　

指導事例集　
27版対応実践記録

平成27年度版の教科書教
材を，それぞれの地域・
学校・学級の個性に応じ
て授業化し，記録した指
導書です。実際の授業の
臨場感を大切に編集して
います。

１〜６年　各１冊
本体各5,000円＋税
　

学習指導書　
総説編　

教科書の編集方針や構造
を解説し，その全体像や
特色から活用のしかたが
分かるように編集してい
ます。
DVD▶全教材の漢字に振
り仮名を付したデータ，２
年から４年までの「読むこ
と」教材本文を分かち書き
にしたデータを収録してい
ます。

１〜６年　全１冊
本体5,800円＋税
　
DVD

付

CD
付

書 

写
学習指導書 ▶︎朱書編

教科書と同じ体裁の「朱
書編」を新設し，授業の
流れがひと目で分かる，
簡潔な展開例を付してい
ます。
▶︎本編
「総説編」「研究編」で
構成し，年間指導計画資
料・評価規準を収録。ま
た，授業展開に即して，
指導や評価のポイントを
丁寧に示しています。
▶︎別冊資料
全学年に，教科書に準拠
した硬筆ワークシートを
付し，３年以上の全ての
毛筆教材に原寸大資料を
付しています。
DVD▶姿勢・執筆，筆使
いなどの基礎・基本に加え，
教科書に準拠した動画を収
めています。

１〜６年　各１冊
１・２年　
本体各4,000円＋税
３〜６年　
本体各5,000円＋税
 

書写指導の方法 書写の普遍的学習内容を，
項目ごとに整理していま
す。書写要素別に，書き
方のポイントや指導法を
紹介し，書写の普遍的学
習内容を段階的・系統的
に指導できるようになっ
ています。

１〜６年　全１冊
本体2,800円＋税
　

書写の
アイデア集

「書写学習をもっと楽し
く」を合い言葉に，子ど
もたちがわくわくするよ
うな実践のアイデアを集
めています。授業の幅が
広がる１冊です。

１〜６年　全１冊
本体3,500円＋税
　

DVD
付



　今回の特集「まど・みちおの世界」，お
楽しみいただけたでしょうか。
　いずれも高名でお忙しくされている方々
が，「まど・みちおさんの特集なら」と快
く執筆をお引き受けくださいました。ま
た，授業リポートをご紹介した筑波大学附
属小学校の青山由紀先生には，紙面で紹介
した４年生のクラスの他に，２年生のクラ
スでも「まどさんの詩に出会う」授業を見
せていただきました。
　２年生の授業は，先生が板書する「くま
さん」の詩を連ごとに視写しながら，子ど
もたちが感想を言い合うところから始ま
りました。さらに先生は，「タンポポ」の
詩の第一連，「……／でも　どうぶつたち
は／タンポポの　ことを／タンポポとは　
いいません／めいめい　こう　よんでいま

す」までを板書し，「イヌ・ウシ・ハト・
カラス……」と書き出して，「イヌやウシ
は，タンポポをどうよぶでしょう」と投げ
かけると，子どもたちからは次々に発言が
続きました。
　授業の初めに，先生が「まど・みちおさ
んって，知っている？」と聞いたとき，大
勢の子が「知っている」と手を挙げていま
したが，１時間の授業を終えて，子どもた
ちの意識が「知っている人」から「大好き
な人」に変わったのが，はっきり見て取れ
ました。
　４月からは，新しい教科書の使用が始ま
ります。４月発行予定の「小学校国語教育
相談室」（85号）では，新しい教科書のポ
イントや授業に生かすヒントを特集する予
定です。ご期待ください。

広報部便り

板書の文字，
気になったことは
ありませんか？

宮澤正明 編
光村図書
定価：本体1,800円＋税
360ページ　四六判
ISBN978-4-89528-679-4

新・字形と筆順

光村図書の書写ハンドブックの決定版！
■光村図書「書写」教科書─編集委員による手書きの文字
■教科書体活字に即した書きぶり
■全文字に間違えやすい部分に配慮した筆順分解を提示
■日常に役立つ，毛筆楷書，硬筆楷書，硬筆行書の３種を提示
■字形のポイント，許容についての図示
☆付録として「筆順チェックシート」も！


