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追
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（
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下
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デ
ジ
タ
ル

書 

写

毛
筆
指
導
を
硬
筆
に

生
か
す
工
夫

自
分
に
酔
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中
谷
日
出

わ
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と

こ
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ば

文
学
教
材
の
授
業
づ
く
り

　

平
成
29
年
度
用
教
科
書

訂
正
箇
所



神奈川県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科修了。広告プランニング，広告映像アートディレクターとして活動後，ＮＨＫに入局し，
番組のアートディレクション，ＮＨＫロゴマークデザイン，長野オリンピック国際発信公式映像 映像監督などに携わる。また，グッド
デザイン賞の審査委員，アートとテクノロジーの融合を目的とした WEB TV「木曜新美術館」館長も務める。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
解
説
委
員
　
中な

か

谷や

日ひ

出で

　

私
は
、
テ
レ
ビ
や
観
衆
の
前
で
話
す
こ
と
、
い
わ
ゆ
る

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
仕
事
に
し
て
い
ま
す
。

　

よ
く
聞
か
れ
る
質
問
に
、「
ど
う
し
た
ら
上
手
く
プ
レ

ゼ
ン
が
出
来
る
ん
で
し
ょ
う
か
？
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

質
問
に
私
は
こ
う
答
え
ま
す
。『
自
分
に
酔
う
』
こ
と
で

す
ね
、と
。『
自
分
に
酔
う
』
と
い
う
言
葉
の
印
象
は
、「
思

い
上
が
り
」
や
「
う
ぬ
ぼ
れ
」
な
ど
あ
ま
り
よ
い
イ
メ
ー

ジ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
私
は
、『
自
分
に
酔
う
』
こ
と
は
、

表
現
を
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
、
成
功
す
る
最
大
の
秘ひ

訣け
つ

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。『
自
分
に
酔
う
』
こ
と
は
、
自

分
が
や
っ
て
き
た
訓
練
や
培
っ
て
き
た
知
識
の
対
価
で
す
。

「
あ
ん
な
に
練
習
し
て
き
た
の
だ
か
ら
…
。
あ
ん
な
に
取

材
し
た
の
だ
か
ら
…
」と
い
う
自
分
の
誇
り
。だ
か
ら
、「
み

ん
な
に
自
分
の
戦
う
姿
を
、
自
分
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を

見
て
欲
し
い
」
と
思
え
る
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
で
私
た
ち
に
感
動
を
与
え
て
く
れ
た
ア
ス
リ
ー
ト

た
ち
の
戦
い
の
あ
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
見
て
い
つ
も
思

う
こ
と
、
ま
た
、
メ
ジ
ャ
ー
に
な
っ
た
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン

な
ど
ア
ー
チ
ス
ト
に
い
つ
も
思
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
自
分

に
酔
っ
て
な
い
人
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
。
逆
に
言
う
と
、

自
分
に
酔
わ
な
い
と
、
よ
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
で
き
な

い
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。

　

私
は
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
内
容
を
時
間
が
あ

る
限
り
、
広
く
そ
し
て
深
く
取
材
し
ま
す
。
そ
し
て
集
め

た
膨
大
な
情
報
を
要
約
し
て
、
簡
潔
に
わ
か
り
や
す
く
伝

え
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
、
私
は
心
の
中
で
「
こ
ん
な
に

面
白
い
情
報
を
、
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
集
め
て
分
析
し
て

ま
と
め
た
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
、
み
ん
な
に
早
く
伝

え
た
い
」
と
思
う
よ
う
に
、『
自
分
に
酔
う
』
努
力
を
し

て
い
ま
す
。
私
た
ち
日
本
人
は
、
謙
虚
に
つ
つ
ま
し
や
か

に
ふ
る
ま
う
こ
と
が
素
敵
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
と
て
も
素
敵
な
こ
と
で
す
。
私
も
、
こ

れ
か
ら
も
そ
ん
な
日
本
人
で
い
た
い
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。

で
も
、そ
れ
に
加
え
て
心
の
中
で
「
私
は
、こ
ん
な
に
や
っ

て
き
た
の
だ
か
ら
ス
ゴ
イ
ん
で
す
よ
！
」
と
完
全
に
よ
い

意
味
で
『
自
分
に
酔
う
』
こ
と
が
で
き
る
と
、
さ
ら
に
私

た
ち
日
本
人
の
よ
さ
が
、
日
本
人
の
本
当
の
オ
リ
ジ
ナ
リ

テ
ィ
ー
の
あ
る
強
み
が
、
出
て
く
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
あ
、
み
ん
な
で
自
分
に
酔
い
ま
し
ょ
う
⁉︎
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撮
影
：
長
岡
博
史

0203

文
学
教
材
の

授
業
づ
く
り

文学教材の
授業づくり

は
じ
め
に

筑
波
大
学
附
属
小
学
校 
教
諭

　
桂か

つ
ら		

聖さ
と
し

大
造
じ
い
さ
ん
が
、

に
よ
っ
て
、

残
雪
を「
た
か
が
鳥
」と

見
下
し
て
い
た　

ハ
ヤ
ブ
サ
か
ら

仲
間
の
ガ
ン
を
助
け
、

け
が
を
し
て
も

に
ら
み
つ
け
る

残
雪
の
姿
を
見
る
こ
と

初め

きっかけ

に
な
る
話
。

終わり

残
雪
を

い
か
に
も
頭
領
ら
し
い
、     

堂
々
た
る
態
度
だ
と

思
う
よ
う

今
号
の
特
集
テ
ー
マ
は
、
文
学
教
材
の
授
業
づ
く
り
で
す
。

筑
波
大
学
附
属
小
学
校 

桂
聖
先
生
に
、「
わ
た
し
は
お
ね
え
さ
ん
」（
二
年
下
）
を
例
に
、

指
導
計
画
の
立
て
方
や
、
具
体
的
な
指
導
方
法
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
す
。

桂
先
生
の
実
際
の
授
業
の
様
子
を
リ
ポ
ー
ト
し
た
ペ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

そ
し
て
最
後
に
、
秋
田
大
学
大
学
院 

阿
部
昇
先
生
に
、
本
実
践
の
ポ
イ
ン
ト
を
分
析
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。▲図 1　中心人物 大造じいさんの変化

1965年山口県生まれ。日本授
業UD学会理事長，全国国語
授業研究会理事。著書に，『国
語授業UDのつくり方・見方』

（学事出版），『文学授業のユニ
バーサルデザイン』（東洋館出
版社）などがある。光村図書
小学校『国語』教科書編集委員。

授
業
で
楽
し
く
学
ん
で
い
く
た
め
の
ア
イ
デ
ア
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

文
学
教
材
の
論
理
的
な
読
み
方

　

文
学
教
材
は
、
次
の
七
つ
の
観
点
（
※
）
か
ら
論

理
的
に
読
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ま
す
。

❶
作
品
の
構
造

❷
視
点

❸
人
物

❹
主
題

❺
文
学
の
表
現
技
法

❻
文
種

❼
活
動
用
語

　

こ
の
中
で
特
に
大
切
な
の
が
、
❸
の
「
人
物
」

の
観
点
か
ら
読
む
力
で
す
。
概
し
て
言
え
ば
、
低

学
年
で
は
、「
中
心
人
物
の
気
持
ち
の
変
化
の
大

体
を
読
み
取
る
力
」、
中
学
年
で
は
「
中
心
人
物

の
気
持
ち
の
変
化
を
明
確
に
読
み
取
る
力
」、
高

学
年
で
は
「
登
場
人
物
の
相
互
関
係
の
変
化
を
読

み
取
る
力
」
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
教
科
書
に
は
、

一
年
か
ら
六
年
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
教
材
が

載
っ
て
い
ま
す
。
ど
の
教
材
で
も
、
中
心
人
物
の

変
化
を
追
う
こ
と
が
主
な
学
習
に
な
っ
て
い
る
と

言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
中
心
人
物
の
変
化
を
捉

え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
高
学
年
で
そ
の
教
材
の

主
題
に
迫
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

文
学
教
材
で
何
を
教
え
る
の
か

　

文
学
教
材
の
授
業
で
は
「
文
学
教
材
の
論
理
的

な
読
み
方
」
を
教
え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
四
年
の
文
学
教
材
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」

で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
教
室
で
「
ご
ん
の
心
情
を
読

み
深
め
る
」
授
業
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

れ
と
同
時
に
「
心
情
の
読
み
深
め
方
」
を
指
導
し

て
い
る
教
室
は
、
そ
う
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

  

心
情
を
読
み
深
め
る
に
は
、「
会
話
文
」「
行
動

描
写
」「
心
内
語
」「
副
詞
的
表
現
」「
情
景
描
写
」

な
ど
の
表
現
に
着
目
し
ま
す
。
ま
た
、「
中
心
人

物
の
心
情
の
変
化
」「
登
場
人
物
の
相
互
関
係
の

変
化
」
を
捉
え
ま
す
。

  

こ
う
し
た
読
み
方
を
段
階
的
・
系
統
的
に
指
導

し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

  

た
だ
し
、
こ
う
し
た
読
み
方
を
使
っ
て
解
釈
す

る
の
は
、
子
ど
も
（
読
者
）
で
す
。
私
た
ち
教
師

は
、
子
ど
も
に
解
釈
を
押
し
つ
け
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
解
釈
の
ツ
ー
ル
と
し
て
の
読
み
方
を
教

え
て
、
子
ど
も
自
ら
が
解
釈
を
深
め
て
、
作
品
を

適
切
に
評
価
で
き
る
よ
う
に
指
導
し
ま
す
。

  

本
稿
で
は
、
文
学
教
材
の
論
理
的
な
読
み
方
を
、

　

図
１
は
、「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」（
五
年
）

の
中
心
人
物
の
変
化
を
図
解
し
た
も
の
で
す
。
ど

の
文
学
教
材
も
大
抵
こ
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
中
心
人
物
の
心
情
や
、
も
の

の
見
方
・
考
え
方
は
、
あ
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に

大
き
く
変
化
す
る
の
で
す
。

　

中
心
人
物
の
変
化
を
視
覚
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ

う
に
、
私
の
授
業
で
は
、
い
つ
も
こ
の
図
を
示
す

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。「
初
め
」「
き
っ
か
け
」「
終

わ
り
」
で
中
心
人
物
を
捉
え
て
い
く
こ
と
は
、
物

語
の
要
約
に
も
な
り
ま
す
。
低
学
年
の
場
合
は
教

師
が
整
理
し
て
示
し
、
中
学
年
に
な
っ
た
ら
、
自

分
で
書
け
る
よ
う
に
し
ま
す
。
そ
し
て
、
高
学
年

の
場
合
は
、
図
を
使
っ
て
主
題
を
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
発
達
段
階
に
応
じ
て

指
導
し
て
い
き
ま
す
。

※
観
点
①
〜
⑦
の
詳
細
は
、『
筑
波
発 

読
み
の
系
統
指
導
で
読
む
力
を
育
て
る
』（
東
洋
館
出
版
社
）参
照
。



0405
文学教材の
授業づくり

教
材
研
究
と
指
導
計
画
づ
く
り

能
動
的
な
学
び
を
つ
く
る
工
夫

「わたしはおねえさん」
指導計画（全6時間）

第
１
時

第
１
〜
３
時 第1次

作品「わたしはおねえさん」の
いいところは？

 １時　すみれちゃんの変化をおおまかに捉える。
（読み聞かせ，気持ちの変化に着目，
他の話の紹介）

第2次
すみれちゃんって，どんな子？

 ２時　すみれちゃんの言動から人物像を捉える。
（音読，言ったこと・したこと・気持ちを
自分と比べる）

 ３時　すみれちゃんの人物像から変化を捉える。
（「なぜ，かわいく見えたのか？ 」人物
像から変化を捉える，自分と比べる）

第3次
小学生の物語を読んで，
あらすじを紹介しよう

  ４時　「わたしはおねえさん」のあらすじにつ
いて話し合う。（あらすじの紹介のし
かたを確認する）

  ５時　小学生（できれば1 〜 3年生）が中心人
物の物語を読む。

（人物像やあらすじを考えながら読む）
 ６時　読んだ本の人物像やあらすじを紹介し合

う。（班や全体で話し合う）

　

こ
こ
か
ら
は
、「
わ
た
し
は
お
ね
え
さ
ん
」（
二

年
下
）
を
例
に
、
文
学
教
材
の
授
業
づ
く
り
に
つ

い
て
お
伝
え
し
ま
す
。

ね
ら
い
を
明
確
に

　
「
わ
た
し
は
お
ね
え
さ
ん
」
は
、
小
学
二
年
生

の
女
の
子
す
み
れ
ち
ゃ
ん
が
登
場
す
る
物
語
。
学

習
者
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
等
身
大
の
人
物
で
す
。

教
科
書
に
は
、「
じ
ん
ぶ
つ
と
自
分
を 

く
ら
べ
て

読
も
う
」
と
い
う
単
元
の
目
標
が
掲
げ
ら
れ
て
お

り
、「
あ
ら
す
じ
を
紹
介
す
る
」
と
い
う
言
語
活

動
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
稿
で
は
、
次
の
よ

う
な
指
導
計
画
を
立
て
ま
し
た
（
資
料
１
）。

　

前
ペ
ー
ジ
で
述
べ
た
と
お
り
、
文
学
教
材
は
、

「
中
心
人
物
の
変
化
」
を
捉
え
る
こ
と
が
学
習
の

中
心
に
な
り
ま
す
。「
わ
た
し
は
お
ね
え
さ
ん
」

の
場
合
、
教
科
書
64
ペ
ー
ジ
の
す
み
れ
ち
ゃ
ん
の

気
持
ち
が
変
化
す
る
場
面
が
教
材
の
山
場
で
あ
り
、

こ
れ
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な

り
ま
す
（
資
料
２
）。
教
師
は
つ
い
、
一
つ
の
教
材

か
ら
多
く
の
こ
と
を
教
え
た
く
な
り
ま
す
が
、
複

数
の
こ
と
を
一
度
に
教
え
よ
う
と
す
る
と
、
結
局

ど
れ
も
中
途
半
端
に
な
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
計
画
を
立
て
る
際
、
ね
ら
い
を
絞
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

▲資料 3　 センテンスカードを使った授業の様子

し
、
子
ど
も
た
ち
に
間
違
い
探
し
を
さ
せ
ま
す
。

な
ぜ
そ
の
順
序
だ
と
お
か
し
い
の
か
、
理
由
を
考

え
さ
せ
な
が
ら
行
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
間
違

い
探
し
の
よ
う
な
活
動
が
大
好
き
で
す
。
張
り

切
っ
て
取
り
組
む
中
で
、
物
語
の
あ
ら
す
じ
を
つ

か
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

今
回
の
授
業
で
は
、
す
み
れ
ち
ゃ
ん
の
気
持
ち

の
変
化
に
着
目
さ
せ
る
た
め
に
カ
ー
ド
を
使
用
し

ま
す
（
次
ペ
ー
ジ
資
料
４
）。
こ
の
七
枚
の
カ
ー
ド

は
、
あ
ら
す
じ
を
つ
か
め
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
す
み
れ
ち
ゃ
ん
の
行
動
や
気
持
ち
の
変
化
に

　

前
ペ
ー
ジ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
指
導
の
ね
ら
い

を
明
確
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
が
、
こ
こ
で
注

意
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
ね
ら
い
は
、

あ
く
ま
で
も
教
師
が
教
え
た
い
こ
と
で
あ
り
、
こ

れ
を
子
ど
も
が
学
び
た
い
こ
と
に
転
化
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
が
自
ら
考
え
た
く
な
る
、

話
し
た
く
な
る
よ
う
な
能
動
的
な
授
業
を
つ
く
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
い
く
つ
か

の
手
立
て
が
必
要
で
す
。

山
場
に
着
目
さ
せ
る

　

第
一
時
の
導
入
で
は
、
教
材
の
読
み
聞
か
せ
を

行
い
ま
す
。
教
科
書
は
閉
じ
た
ま
ま
で
、
教
師
の

読
み
聞
か
せ
の
み
で
物
語
の
内
容
を
押
さ
え
て
い

き
ま
す
。

　

そ
の
際
、
次
の
場
面
で
読
み
聞
か
せ
を
い
っ
た

ん
止
め
て
、
子
ど
も
た
ち
に
そ
の
後
の
展
開
を
予

想
さ
せ
ま
す
。

・
61
ペ
ー
ジ
の
終
わ
り

（
す
み
れ
ち
ゃ
ん
が
水
や
り
か
ら
戻
っ
て
く
る

と
、
か
り
ん
ち
ゃ
ん
が
ノ
ー
ト
に
ぐ
ち
ゃ
ぐ

ち
ゃ
の
も
の
を
か
い
て
い
る
と
こ
ろ
。）

・
63
ペ
ー
ジ
の
終
わ
り

（
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
の
も
の
は
「
お
花
」
だ
と
知
り
、

す
み
れ
ち
ゃ
ん
が
ノ
ー
ト
を
じ
っ
と
見
つ
め
て

い
る
と
こ
ろ
。）

　

こ
れ
ら
の
場
面
の
展
開
を
予
想
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
自
然
に
中
心
人
物
の
行

動
や
気
持
ち
に
着
目
し
ま
す
。
ま
た
、
教
師
は
子

ど
も
た
ち
の
初
発
の
感
想
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き

る
の
で
、
そ
の
後
の
授
業
計
画
に
も
生
か
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。

す
み
れ
ち
ゃ
ん
の
変
化
を

捉
え
る

　

本
単
元
で
は
、
人
物
の
変
化
を
捉
え
る
た
め
に
、

セ
ン
テ
ン
ス
カ
ー
ド
を
使
っ
て
、
授
業
を
進
め
て

い
き
ま
す
（
資
料
３
）。
こ
の
セ
ン
テ
ン
ス
カ
ー
ド

は
、
教
材
文
全
体
を
数
枚
の
カ
ー
ド
に
ま
と
め
た

も
の
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で

を
一
覧
で
き
る
の
が
特
徴
で
す
。
文
学
教
材
は
大

抵
五
〜
七
枚
に
整
理
で
き
ま
す
。

　

こ
の
カ
ー
ド
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
使
い
方
が
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
カ
ー
ド
の
順
序
を
替
え
て
掲
示

文学教材の単元は，次のように
3次で構成すると分かりやすい。
第1次 …教材の大体の内容を
　　　　理解する
第2次 …論理的な読み方を学ぶ
第3次 …第2次で学んだ読み方
　　　　を活用する

※ 最後に必ず活用させて，
学習方法の有効性を子ど
もに実感させることが大
切です。

▲資料 2　2 年下Ｐ64-65

▲資料 1

すみれちゃんの気持ちが変化する場面。
本教材を学習するうえで重要な部分です。
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あ
ら
す
じ
を
ま
と
め
る

　

第
三
次
で
は
、
自
分
が
読
ん
だ
本
の
あ
ら
す
じ

を
紹
介
す
る
活
動
を
行
い
ま
す
。
こ
の
活
動
に
入

る
前
に
、
ク
ラ
ス
全
員
が
よ
く
知
っ
て
い
る
物
語

を
例
に
し
て
、
あ
ら
す
じ
の
ま
と
め
方
を
学
習
し

ま
す
。

　
「
あ
ら
す
じ
ク
イ
ズ
」
と
題
し
、
文
章
の
初
め
・

終
わ
り
・
き
っ
か
け
か
ら
、
こ
れ
が
何
の
物
語
な

の
か
子
ど
も
た
ち
に
当
て
さ
せ
ま
す
。
最
初
に
、

資
料
５
の
よ
う
に
、〈
①
初
め
〉
と
〈
②
終
わ
り
〉

だ
け
を
提
示
し
ま
す
。
こ
の
時
点
で
答
え
が
分

か
っ
た
子
ど
も
に
は
、
分
か
っ
て
い
な
い
子
ど
も

に
向
け
て
ヒ
ン
ト
を
出
さ
せ
ま
す
。

　

次
に
、
資
料
６
の
よ
う
に
、〈
③
き
っ
か
け
〉

の
部
分
を
提
示
し
ま
す
。
あ
ら
す
じ
の
ま
と
め
方

を
学
習
す
る
う
え
で
、
こ
の
提
示
順
は
重
要
で
す
。

〈
初
め
〉
と
〈
終
わ
り
〉
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、

そ
れ
に
合
う
〈
き
っ
か
け
〉
を
入
れ
る
と
、
あ
ら

す
じ
が
ま
と
め
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

さ
て
、
左
の
ク
イ
ズ
の
答
え
は
、
お
分
か
り
で

し
ょ
う
か
。
読
者
の
皆
さ
ん
も
よ
く
知
っ
て
い
る

「
お
手
紙
」（
二
年
下
）
で
す
。

　

ク
イ
ズ
形
式
に
す
る
目
的
は
、
子
ど
も
の
思
考

を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
で
す
。
自
然
に
話
し
た
く

な
る
、
考
え
た
く
な
る
授
業
に
な
り
ま
す
。

話
し
合
い
活
動

　

低
学
年
の
場
合
、
自
分
の
考
え
を
書
い
て
表
現

す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
授
業
の
中
で
、

ど
ん
な
発
言
を
す
る
か
が
重
要
で
す
。
友
達
と
の

交
流
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
見
え
な
か
っ
た
も
の
が

見
え
て
く
る
の
が
話
し
合
い
活
動
で
す
。
そ
の
中

で
、
子
ど
も
た
ち
自
身
も
話
し
合
い
活
動
の
意
義

を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
国
語
は
、
一
部

の
理
解
力
の
優
れ
た
子
ど
も
だ
け
で
授
業
が
進
み
、

傍
観
者
の
子
ど
も
を
つ
く
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
、
話
し
合
い
活

動
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
手
立
て
で
慎
重
に

進
め
て
い
き
ま
す
。

■
友
達
の
意
見
を
説
明
さ
せ
る

　

誰
か
が
発
言
し
た
ら
、「
今
、
○
○
さ
ん
が
言
っ

た
こ
と
分
か
る
？
」
と
問
い
か
け
、
他
の
児
童
に

説
明
さ
せ
ま
す
。
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意

見
が
よ
り
明
確
に
な
り
ま
す
。
理
解
で
き
て
い
な

い
子
に
と
っ
て
は
、
同
じ
内
容
を
も
う
一
度
聞
け

る
チ
ャ
ン
ス
に
も
な
り
ま
す
。

■
ペ
ア
で
の
話
し
合
い
活
動
を
設
定
す
る

　

全
員
に
発
言
の
機
会
を
設
け
る
た
め
に
は
、
ペ

ア
で
の
話
し
合
い
が
有
効
で
す
。
一
対
一
な
の
で
、

ど
の
子
も
発
言
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

第
４
時

 
全 
時

 

全 

時

着
目
で
き
る
よ
う
に
整
理
し
て
あ
り
ま
す
。
具
体

的
な
使
い
方
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

第
一
時
の
読
み
聞
か
せ
の
後
、
七
枚
の
セ
ン
テ

ン
ス
カ
ー
ド
を
黒
板
に
貼
り
、
い
ち
ば
ん
い
い
と

思
っ
た
場
面
は
ど
れ
か
選
ば
せ
ま
す
。
一
人
一
人

が
自
分
の
意
見
を
も
つ
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
全

員
を
起
立
さ
せ
、
カ
ー
ド
の
番
号
を
決
め
た
子
ど

も
か
ら
座
る
と
い
う
ル
ー
ル
に
し
ま
す
。
そ
し
て
、

ど
う
し
て
そ
の
場
面
が
い
い
と
思
っ
た
の
か
、
そ

の
理
由
を
説
明
す
る
場
を
設
け
ま
す
。
最
初
に
自

分
の
意
見
を
明
確
に
す
る
の
は
、
次
の
「
三
つ
の

読
む
力
」
で
述
べ
る
ね
ら
い
に
よ
る
も
の
で
す
。

三
つ
の
読
む
力

　

下
段
の
図
２
は
、
文
章
を
読
む
と
き
の
「
三
つ

の
読
む
力
」
を
図
式
化
し
た
も
の
で
す
。

　

評
価
読
み
は
、
確
認
読
み
や
解
釈
読
み
が
ベ
ー

ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
確
認
読
み
や
解

釈
読
み
に
終
始
す
る
授
業
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て

魅
力
的
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
文
章
を
読
む
と
い
う

こ
と
は
、
本
来
、
共
感
し
た
り
疑
問
を
も
っ
た
り

す
る
な
ど
、
評
価
し
な
が
ら
読
む
と
い
う
こ
と
で

す
。
適
切
に
評
価
し
な
が
ら
読
め
る
読
み
手
を
育

て
る
こ
と
が
、
国
語
科
の
目
標
で
あ
る
は
ず
で
す
。

　

そ
こ
で
、
図
２
の
矢
印
の
よ
う
に
、
あ
え
て
評

価
読
み
か
ら
入
り
、
解
釈
読
み
、
確
認
読
み
を
行

い
、
ま
た
評
価
読
み
に
戻
る
と
い
う
順
番
に
し
ま

す
。
最
初
に
自
分
の
意
見
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、

教
材
に
主
体
的
に
向
き
合
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

教
材
文
を
読
ん
で
、
初
発
の
感
想
を
交
流
す
る

と
い
う
指
導
は
よ
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
単
に
、

「
ど
う
だ
っ
た
？
」
と
問
い
か
け
て
も
、
あ
り
き

た
り
の
意
見
し
か
出
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の

よ
う
な
漠
然
と
し
た
問
い
か
け
に
す
ぐ
答
え
ら
れ

る
の
は
、
一
部
の
理
解
力
の
優
れ
て
い
る
子
ど
も

だ
け
で
す
。

　

い
っ
ぽ
う
、
上
段
の
資
料
４
の
よ
う
に
、
七
つ

の
選
択
肢
を
作
り
、「
い
ち
ば
ん
い
い
と
思
っ
た

場
面
は
ど
こ
？
」
と
問
い
か
け
れ
ば
、
誰
も
が
答

え
や
す
く
な
り
ま
す
。
肝
心
な
の
は
、
な
ぜ
い
い

と
思
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
述
べ
ら
れ
る
か
ど

う
か
で
す
。
考
え
る
手
が
か
り
が
あ
る
と
、
全
員

の
子
ど
も
が
具
体
的
に
考
え
や
す
く
な
り
ま
す
。▲図 2　三つの読む力

▼資料 5　「あらすじクイズ」
　まずは〈①初め〉と〈②終わり〉を提示。

▼資料 6
　最後に，〈③きっかけ〉を提示。

※
話
し
合
い
活
動
の
具
体
例
は
、
次
ペ
ー
ジ
か
ら
の
授
業
リ
ポ
ー
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▲資料 4　「わたしはおねえさん」センテンスカード　　　す…すみれちゃん　　か…かりんちゃん

きっかけ

す
「
お
ね
え
さ
ん
っ
て
、

ち
ょ
っ
ぴ
り
え
ら
く
て 

や
さ
し
く
て
、

が
ん
ば
る
も
の
で
、

あ
あ
、
二
年
生
に
な
っ
て

し
あ
わ
せ
。」

①
す
「
何
よ
、
こ
れ
。」

か
「
お
花
。」

す
「
お
花
。

　
　

こ
れ
が
お
花
な
の
。」

か 

ま
ど
の
外
を
ゆ
び
さ
し
て
、

　
　
「
お
花
。」

④
　

で
も
、
し
ゅ
く
だ
い
を

は
じ
め
よ
う
と
し
た
ら
、

外
が
気
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

す
「
そ
う
だ
、
コ
ス
モ
ス
に

　
　

お
水
を

　
　

や
ら
な
く
ち
ゃ
。」

②

す
み
れ
ち
ゃ
ん
が 

水
を

や
っ
た
ば
か
り
の
コ
ス
モ
ス
が

さ
い
て
い
ま
す
。

　

す
み
れ
ち
ゃ
ん
は
、

も
う
い
ち
ど
、
ノ
ー
ト
を

見
ま
し
た
。
じ
っ
と
。
ず
っ
と
。

⑤ 　

出
し
っ
ぱ
な
し
の

す
み
れ
ち
ゃ
ん
の
ノ
ー
ト
に
、

二
さ
い
に 

な
っ
た

妹
の
か
り
ん
ち
ゃ
ん
が
、

え
ん
ぴ
つ
で
、
何
か
を

か
き
は
じ
め
た
の
で
す
。

③
「
あ
は
は
。」

す
み
れ
ち
ゃ
ん
は

わ
ら
い
だ
し
ま
し
た
。

コ
ス
モ
ス
に
な
ん
か

ち
っ
と
も
見
え
な
い

ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
の
絵
が
、

か
わ
い
く
見
え
て
き
た
の
で
す
。

⑥
　

け
し
か
け
て
、

で
も 

け
す
の
を 

や
め
て
、

す
み
れ
ち
ゃ
ん
は
、

つ
ぎ
の
ペ
ー
ジ
を

ひ
ら
き
ま
し
た
。

⑦

すみれちゃんの
人物像結末 かりんちゃんの絵に対する

否定的な気持ち
かりんちゃんの絵に対する
肯定的な気持ち

事件のはじまり

〇
〇
〇
を
も
ら
え
な
く
て
、

不
幸
せ
だ
と
思
っ
て
い
た

Ａ
さ
ん
が
、

【
ど
ん
な
中
心
人
物
が
】

 

※
中
心
人
物
の
人
物
像

幸
せ
な
気
持
ち
に
な
っ
た
話

 

【
ど
う
な
っ
た
（
ど
う
し
た
）
話
】

  

※
結
末

〇
〇
〇
を
も
ら
え
な
く
て
、

不
幸
せ
だ
と
思
っ
て
い
た

Ａ
さ
ん
が
、

【
ど
ん
な
中
心
人
物
が
】

 

※
中
心
人
物
の
人
物
像

Ｂ
く
ん
が

〇
〇
〇
を
書
い
た
こ
と
を

聞
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

【
〜
に
よ
っ
て
】

 

※
き
っ
か
け

幸
せ
な
気
持
ち
に
な
っ
た
話

【
ど
う
な
っ
た
（
ど
う
し
た
）
話
】

 

※
結
末

①

①

②

② ③

評価

解釈

確認
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こ
こ
か
ら
は
、
桂
先
生
が
実
際
に
ど
ん

な
授
業
を
さ
れ
た
の
か
、
本
誌
編
集
部
が

リ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　

本
時
は
、
教
材
の
山
場
で
あ
る
、
す
み

れ
ち
ゃ
ん
が
笑
い
だ
し
た
場
面
に
迫
る
学

習
で
す
。
第
一
時
の
初
発
の
感
想
で
は
、

こ
の
場
面
の
す
み
れ
ち
ゃ
ん
の
行
動
が
理

解
で
き
な
い
と
い
う
子
ど
も
が
多
数
い
ま

し
た
。
本
時
の
学
習
で
、
子
ど
も
た
ち
の

考
え
は
ど
の
よ
う
に
変
容
す
る
の
で
し
ょ

う
か
。

＊　
　

＊　
　

＊

　

黒
板
に
は
、
第
一
時
か
ら
使
用
し
て
い

る
、
七
枚
の
セ
ン
テ
ン
ス
カ
ー
ド
が
貼
っ

て
あ
り
ま
す
。
授
業
の
冒
頭
、
桂
先
生
は
、

④
〜
⑥
の
場
面
（
下
図
参
照
）
に
つ
い
て
、

全
員
に
問
い
か
け
ま
し
た
。

「
な
ぜ
、
か
わ
い
く
見
え
た
の
か
？
」
　

授
業
リ
ポ
ー
ト
「
わ
た
し
は
お
ね
え
さ
ん
」
第
３
時
　
※
指
導
計
画
は
ｐ
４
参
照

先
生　

④
の
場
面
が
マ
イ
ナ
ス
で
、
⑥
の
場
面
が

プ
ラ
ス
。
こ
の
図
の
意
味
が
分
か
る
人
は
い
る
？

※
こ
の
学
級
で
は
、
登
場
人
物
の
気
持
ち
を
プ
ラ
ス

と
マ
イ
ナ
ス
で
表
現
す
る
方
法
を
、
他
の
単
元
で

経
験
し
て
い
ま
す
。

児
童　
（
数
名
挙
手
）

先
生　

じ
ゃ
あ
、
ま
ず
は
隣
り
ど
う
し
で
意
見
を

交
換
し
て
み
よ
う
。　
　
　

　

こ
の
よ
う
に
、
ペ
ア
で
の
話
し
合
い
を
取
り
入

れ
て
、
授
業
の
傍
観
者
を
つ
く
ら
な
い
よ
う
に
配

慮
し
ま
す
（
P
７
参
照
）。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
全

員
で
話
し
合
い
を
行
い
ま
す
。

児
童　

き
っ
か
け
が
あ
っ
て
、
マ
イ
ナ
ス
か
ら
プ

ラ
ス
に
変
わ
っ
た
ん
だ
と
思
う
。

先
生　

そ
う
だ
ね
。
⑤
の
場
面
が
き
っ
か
け
だ
ね
。

何
が
マ
イ
ナ
ス
と
プ
ラ
ス
な
の
？

児
童
Ａ　
（
④
の
場
面
の
）「
何
よ
、
こ
れ
。」
が

マ
イ
ナ
ス
で
、（
⑥
の
場
面
の
）「
か
わ
い
く
見
え

て
き
た
」
が
プ
ラ
ス
。

先
生　

今
、
Ａ
さ
ん
が
言
っ
た
こ
と
は
分
か
る
？

分
か
る
人
、
も
う
一
回
説
明
し
て
み
て
。

　

一
部
の
児
童
だ
け
で
授
業
が
進
ま
な
い
よ
う
、

A
さ
ん
の
発
言
内
容
を
別
の
児
童
に
説
明
さ
せ
ま

す
（
P
７
参
照
）。

児
童　
「
何
よ
、こ
れ
。」が
マ
イ
ナ
ス
で
、「
ぐ
ち
ゃ

ぐ
ち
ゃ
の
絵
が
、
か
わ
い
く
見
え
て
き
た
」
が
プ

ラ
ス
の
気
持
ち
。

先
生　

誰
の
気
持
ち
？

児
童　

す
み
れ
ち
ゃ
ん
。

先
生　

④
の
場
面
で
は
、
す
み
れ
ち
ゃ
ん
が
マ
イ

ナ
ス
の
気
持
ち
だ
っ
た
の
が
、
⑤
の
き
っ
か
け
で
、

プ
ラ
ス
の
気
持
ち
に
変
わ
っ
た
ん
だ
ね
。

児
童　

こ
こ
（
④
）
で
、か
り
ん
ち
ゃ
ん
は
お
花
っ

て
気
づ
い
て
ほ
し
か
っ
た
の
に
、
す
み
れ
ち
ゃ
ん

は
こ
れ
が
お
花
な
の
か
分
か
ら
な
く
て
マ
イ
ナ
ス
。

で
も
、
じ
っ
と
ず
っ
と
見
て
い
た
ら
、
か
わ
い
く

見
え
て
き
た
か
ら
、「
じ
っ
と
。
ず
っ
と
。」が
き
っ

か
け
で
、
こ
っ
ち
（
⑥
）
が
プ
ラ
ス
。

先
生　

じ
っ
と
ず
っ
と
見
て
い
た
ら
、
ぐ
ち
ゃ
ぐ

ち
ゃ
の
絵
が
か
わ
い
く
見
え
て
き
た
ん
だ
よ
ね
。

こ
の
気
持
ち
分
か
る
？

分
か
る
人
。（
半
分
く
ら
い
挙
手
）　

分
か
ら
な
い
人
。（
半
分
く
ら
い
挙
手
）

み
ん
な
、
自
分
の
意
見
が
正
直
に
言
え
て
い
い
ね
。

分
か
ら
な
い
人
が
大
勢
い
る
か
ら
勉
強
し
て
い
る

ん
だ
よ
ね
。
で
は
、
今
日
の
学
習
の
め
あ
て
は
こ

れ
で
す
。

筑
波
大
学
附
属
小
学
校

桂か
つ
ら		

聖さ
と
し	

先
生

二
年
生
（
三
十
二
名
）

す
「
何
よ
、
こ
れ
。」

か
「
お
花
。」

す
「
お
花
。

　
　

こ
れ
が
お
花
な
の
。」

か 

ま
ど
の
外
を
ゆ
び
さ
し
て
、

　
　
「
お
花
。」

④

す
み
れ
ち
ゃ
ん
が 

水
を

や
っ
た
ば
か
り
の
コ
ス
モ
ス
が

さ
い
て
い
ま
す
。

　

す
み
れ
ち
ゃ
ん
は
、

も
う
い
ち
ど
、
ノ
ー
ト
を

見
ま
し
た
。
じ
っ
と
。
ず
っ
と
。

⑤「
あ
は
は
。」

す
み
れ
ち
ゃ
ん
は

わ
ら
い
だ
し
ま
し
た
。

コ
ス
モ
ス
に
な
ん
か

ち
っ
と
も
見
え
な
い

ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
の
絵
が
、

か
わ
い
く
見
え
て
き
た
の
で
す
。

⑥

▲「わたしはおねえさん」センテンスカード④〜⑥の場面

きっかけ

−＋
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そ
う
言
い
な
が
ら
、
桂
先
生
は
本
時
の
め
あ
て

「
な
ぜ
、
か
わ
い
く
見
え
た
の
か
？
」
を
板
書
し

ま
し
た
。そ
し
て
、前
時
に
学
習
し
た
す
み
れ
ち
ゃ

ん
の
人
物
像
に
つ
い
て
思
い
出
さ
せ
ま
す
。

先
生　

す
み
れ
ち
ゃ
ん
は
ど
ん
な
子
だ
っ
け
？ 

児
童　

外
が
気
に
な
る
子
。

先
生　

ど
こ
に
書
い
て
あ
っ
た
？

児
童　

宿
題
を
や
ろ
う
と
し
た
ん
だ
け
ど
、「
コ

ス
モ
ス
に
お
水
を
や
ら
な
く
ち
ゃ
。」
っ
て
。
宿

題
じ
ゃ
な
い
こ
と
を
考
え
て
る
。

先
生　

な
る
ほ
ど
。
み
ん
な
も
、
宿
題
を
し
よ
う

と
思
っ
た
ん
だ
け
ど
、
他
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て

…
…
っ
て
い
う
経
験
あ
る
？

児
童　

あ
る
よ
！　

宿
題
を
や
ろ
う
と
し
た
ら
、

飼
っ
て
い
る
メ
ダ
カ
が
気
に
な
っ
て
…
…
。
ず
っ

と
見
て
い
た
ら
、
お
母
さ
ん
に
怒
ら
れ
た
。

児
童　

宿
題
を
や
ろ
う
と
し
た
ら
、
お
や
つ
が
食

べ
た
く
な
っ
て
、
そ
の
後
テ
レ
ビ
を
見
ち
ゃ
っ
た
。

先
生　

今
の
話
、
自
分
も
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る

な
あ
っ
て
思
っ
た
人
い
る
？

　

こ
の
問
い
か
け
に
は
、ほ
と
ん
ど
の
児
童
が「
あ

る
！　

あ
る
！
」
と
大
き
な
声
で
反
応
し
ま
し
た
。

宿
題
を
や
ろ
う
と
し
た
け
れ
ど
、
コ
ス
モ
ス
に
水

を
や
り
に
行
っ
た
す
み
れ
ち
ゃ
ん
の
行
動
に
は
、

共
感
で
き
る
よ
う
で
す
。

先
生　

他
に
、「
す
み
れ
ち
ゃ
ん
っ
て
、
こ
ん
な

子
」
っ
て
い
う
の
は
あ
る
？

児
童　

歌
を
歌
う
の
が
好
き
な
子
。

先
生　

こ
の
中
に
も
、
歌
を
歌
う
の
が
好
き
な
人

は
い
る
？

児
童　
（
数
名
挙
手
）

先
生　

ど
ん
な
と
き
に
歌
う
の
？

児
童　

勉
強
し
て
つ
ま
ん
な
く
な
っ
た
と
き
と
か
、

集
中
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、
歌
い
な
が
ら
や
る
。

先
生　

な
る
ほ
ど
。
じ
ゃ
あ
、こ
の
場
面
（
資
料
４

①
）
を
も
う
一
度
声
に
出
し
て
読
ん
で
み
よ
う
。

全
員　
「
お
ね
え
さ
ん
っ
て
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
え
ら

く
て 

や
さ
し
く
て
、
が
ん
ば
る
も
の
で
、
あ
あ
、

二
年
生
に
な
っ
て
し
あ
わ
せ
。」

先
生　

み
ん
な
も
す
み
れ
ち
ゃ
ん
と
同
じ
二
年
生

だ
け
ど
、
今
の
場
面
に
書
い
て
あ
る
す
み
れ
ち
ゃ

ん
の
気
持
ち
が
分
か
る
人
は
い
る
？

児
童　

分
か
る
！　

例
え
ば
、
一
年
生
に
分
か
ら

な
い
こ
と
を
教
え
て
あ
げ
た
り
、
道
に
迷
っ
た
と

き
に
こ
っ
ち
だ
よ
っ
て
教
え
て
あ
げ
た
り
す
る
の

は
偉
い
。

先
生　

偉
い
し
、
優
し
い
ね
。
す
み
れ
ち
ゃ
ん
っ

て
、
そ
う
い
う
子
な
ん
だ
ね
。

　

す
み
れ
ち
ゃ
ん
の
人
物
像
が
は
っ
き
り
し
て
き

た
と
こ
ろ
で
、
桂
先
生
は
、
教
材
の
山
場
で
あ
る
、

す
み
れ
ち
ゃ
ん
の
気
持
ち
の
変
化
に
つ
い
て
も
う

一
度
、
問
い
か
け
ま
し
た
。

先
生　

じ
ゃ
あ
、
⑥
の
場
面
の
「
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ

の
絵
が
、
か
わ
い
く
見
え
て
き
た
」
っ
て
ど
う
い

う
こ
と
か
な
？

児
童　

二
歳
の
か
り
ん
ち
ゃ
ん
が
、
が
ん
ば
っ
て

絵
を
描
い
た
ん
だ
な
〜
っ
て
思
っ
た
。
ま
だ
二
歳

な
の
に
、
一
生
懸
命
描
い
た
か
ら
か
わ
い
く
見
え

た
。

　

こ
の
と
き
、
複
数
の
児
童
か
ら
、「
そ
う
か
〜
」

と
納
得
す
る
声
が
上
が
り
ま
し
た
。
第
一
時
で
は
、

こ
の
と
き
の
す
み
れ
ち
ゃ
ん
の
気
持
ち
が
理
解
で

き
な
か
っ
た
多
数
の
児
童
が
、
確
信
し
た
表
情
で

ど
ん
ど
ん
発
言
を
し
始
め
ま
し
た
。

児
童　

な
ぜ
か
わ
い
く
見
え
た
か
と
い
う
と
、

じ
っ
と
見
て
い
た
か
ら
だ
と
思
う
。

児
童　

付
け
足
し
！　

一
年
生
は
じ
っ
と
ず
っ
と

見
る
っ
て
つ
ま
ん
な
く
て
や
ら
な
い
で
し
ょ
。
で

も
二
年
生
に
な
っ
て
、
優
し
く
な
っ
た
か
ら
じ
っ

と
ず
っ
と
見
れ
て
、
そ
れ
で
か
わ
い
く
見
え
た
。

児
童　

す
み
れ
ち
ゃ
ん
の
妹
が
描
い
た
絵
だ
か
ら

か
わ
い
く
見
え
た
ん
だ
よ
。
知
ら
な
い
二
歳
の
子

が
描
い
た
ら
か
わ
い
く
見
え
な
い
と
思
う
。

先
生　

な
る
ほ
ど
。
自
分
の
妹
だ
か
ら
こ
そ
、
か

わ
い
く
見
え
た
ん
だ
。

児
童　

昔
、
自
分
も
あ
ん
な
下
手
な
絵
を
描
い
て

い
た
な
あ
っ
て
思
い
出
し
て
、
そ
ん
な
自
分
が
笑

え
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
。

先
生　

そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
ね
。

じ
ゃ
あ
、
自
分
に
も
し
も
妹
が
い
た
と
し
て
考
え

て
み
て
。
ノ
ー
ト
を
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
さ
れ
ま
し

た
。
さ
あ
、
ど
う
す
る
？

児
童　

え
ー
！　

消
す
か
も
…
…
。

児
童
Ｂ　

僕
の
妹
は
二
歳
だ
か
ら
、
こ
ん
な
ふ
う

に
、
め
っ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
の
絵
を
持
っ
て
く
る
こ
と

が
あ
る
よ
。「
に
い
に
ー
、
こ
れ
見
て
」
っ
て
言

い
な
が
ら
持
っ
て
く
る
。

先
生　

そ
の
と
き
、
Ｂ
く
ん
は
ど
う
す
る
の
？

児
童
Ｂ　
「
す
ご
い
ね
ー
」
っ
て
言
っ
て
あ
げ
る
。

先
生　

お
っ
、
褒
め
て
あ
げ
る
ん
だ
！

児
童
Ｂ　

う
ん
。
絵
よ
り
も
、
そ
の
言
い
方
が
か

わ
い
い
な
と
思
う
。

児
童　

私
だ
っ
た
ら
、
褒
め
て
あ
げ
て
、
ま
た
描

い
て
ね
っ
て
言
っ
て
あ
げ
る
。

児
童　

私
は
ノ
ー
ト
を
一
枚
ち
ぎ
っ
て
、
こ
れ
に

描
い
て
い
い
よ
っ
て
渡
す
。

先
生　
「
何
こ
れ
ー
」っ
て
怒
る
人
は
い
な
い
の
？

児
童　

僕
は
「
何
こ
れ
ー
」
っ
て
言
う
！　

す
み

れ
ち
ゃ
ん
の
気
持
ち
は
ち
ょ
っ
と
だ
け
分
か
る
け

ど
、
僕
は
違
う
な
あ
。

　

す
み
れ
ち
ゃ
ん
の
気
持
ち
に
近
づ
い
た
と
こ
ろ

で
、
授
業
終
了
の
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
り
ま
し
た
。
児

童
の
発
言
は
尽
き
ず
、「
も
う
終
わ
り
な
の
？
」

と
い
う
声
が
上
が
る
ほ
ど
。

　

桂
先
生
は
、
最
後
に
、「
な
ぜ
、
か
わ
い
く
見

え
た
の
か
」、
自
分
の
意
見
を
ノ
ー
ト
に
書
く
よ

う
声
を
か
け
、
授
業
を
終
え
ま
し
た
。



教
材
の
読
み
方
を
段
階
的
・
系
統
的
に
学
ば
せ
る

　

桂
先
生
の
文
学
の
授
業
の
特
長
は
二
つ
あ
り
ま

す
。
一
つ
目
は
そ
の
作
品
を
読
む
こ
と
を
通
し

て
、
子
ど
も
た
ち
に
文
学
の
「
読
み
方
」
を
し
っ

か
り
と
指
導
し
学
ば
せ
て
い
る
こ
と
で
す
。
文
学

の
授
業
で
は
そ
の
作
品
を
読
む
こ
と
に
は
熱
心
で

も
、
そ
れ
を
通
し
て
ど
う
い
う
力
を
つ
け
る
か
が

曖
昧
な
場
合
が
あ
る
の
で
す
が
、
桂
先
生
は
子
ど

も
た
ち
に
「
読
む
力
」
を
し
っ
か
り
つ
け
て
い
ま

す
。
二
つ
目
は
、
そ
の
「
読
む
力
」
を
行
き
当
た

り
ば
っ
た
り
で
な
く
、
段
階
的
・
系
統
的
に
つ
け

て
い
く
と
い
う
戦
略
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

だ
か
ら
、子
ど
も
た
ち
は
前
の
教
材
で
学
ん
だ「
読

み
方
」
を
、
次
の
教
材
の
読
み
取
り
で
生
か
す
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
新
し
い「
読
み
方
」

を
学
ん
で
い
く
の
で
す
。

　
「
わ
た
し
は
お
ね
え
さ
ん
」
を
学
習
す
る
の
は

二
年
生
で
す
の
で
、
子
ど
も
は
そ
れ
以
前
に
そ
う

た
く
さ
ん
「
読
み
方
」
は
学
ん
で
い
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
こ
で
学
ん
だ
「
中
心
人

物
の
変
化
」
を
捉
え
る
こ
と
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

に
気
を
つ
け
て
読
む
こ
と
、
伏
線
に
気
を
つ
け
て

読
む
こ
と
な
ど
は
、
三
年
以
降
の
文
学
の
授
業
で

十
分
生
き
て
い
き
ま
す
。

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
着
目
し
た
読
み

　

桂
先
生
は
、
物
語
の
中
で
最
も
大
き
な
節
目
と

な
る
部
分
で
あ
る
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
核
と
し
て

読
み
を
深
め
て
い
ま
す
。
こ
の
物
語
で
は
、
中
心

人
物
の
変
化
が
い
ち
ば
ん
大
き
い
「『
あ
は
は
。』

／
す
み
れ
ち
ゃ
ん
は
わ
ら
い
だ
し
ま
し
た
。
〜
か

わ
い
く
見
え
て
き
た
の
で
す
。」
が
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
で
す
。
こ
の
部
分
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
物

語
を
読
み
取
る
う
え
で
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

　

先
生
の
援
助
も
あ
り
ま
す
が
、
子
ど
も
た
ち
は

自
然
と
こ
の
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
着
目
し

て
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
マ
イ
ナ
ス
か
ら

プ
ラ
ス
に
変
わ
っ
た
。」「
二
歳
の
か
り
ん
ち
ゃ
ん

が
、
一
生
懸
命
描
い
た
か
ら
か
わ
い
く
見
え
た
。」

な
ど
の
読
み
取
り
を
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
れ
に
関
わ
っ
て
「
評
価
読
み
」
を
位

置
づ
け
て
い
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

導
入
部
や
展
開
部
の
伏
線
に
も
気
づ
か
せ
る

  

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
至
る
ま
で
の
導
入
部
の
設

定
、
展
開
部
の
伏
線
な
ど
へ
の
着
目
も
、
物
語
の

読
み
取
り
で
は
大
切
で
す
。

　

桂
先
生
の
授
業
で
は
、
導
入
部
の
「
お
ね
え
さ

ん
っ
て
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
え
ら
く
て 

や
さ
し
く
て
、

が
ん
ば
る
も
の
で
、
あ
あ
、
二
年
生
に
な
っ
て
し

あ
わ
せ
。」
と
い
う
設
定
に
し
っ
か
り
戻
り
な
が

ら
読
み
取
り
が
進
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
展
開
部

で
宿
題
を
や
ろ
う
と
し
た
す
み
れ
ち
ゃ
ん
が
花
に

水
を
や
り
に
行
っ
て
し
ま
う
と
い
う
伏
線
に
も
着

目
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

二
年
生
で
も
、
丁
寧
な
指
導
が
あ
れ
ば
こ
こ
ま

で
の
読
み
取
り
が
可
能
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

を
「
読
み
方
」
と
し
て
身
に
つ
け
、
次
の
作
品
の

読
み
取
り
で
生
か
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

桂
先
生
の
授
業
づ
く
り
の
ポ
イ
ン
ト
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文学教材の
授業づくり

教
材
の
特
性
と
授
業
の
ね
ら
い

  

こ
の
教
材
で
い
ち
ば
ん
難
し
い
の
は
、「
す
み

れ
ち
ゃ
ん
が
、
か
り
ん
ち
ゃ
ん
の
絵
を
見
て
、
笑

い
だ
し
た
理
由
」
で
す
。

  

確
か
に
、「
コ
ス
モ
ス
に
な
ん
か
ち
っ
と
も
見

え
な
い
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
の
絵
が
、
か
わ
い
く
見
え

て
き
た
の
で
す
」
と
い
う
理
由
は
書
か
れ
て
い
ま

す
。
第
一
時
に
お
い
て
も
、
子
ど
も
は
、
そ
の
理

由
の
表
現
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

  

し
か
し
、「
自
分
の
ノ
ー
ト
へ
の
落
書
き
が
か

わ
い
く
見
え
て
き
た
っ
て
、
こ
の
す
み
れ
ち
ゃ
ん

の
気
持
ち
は
、
な
る
ほ
ど
、
よ
く
分
か
る
っ
て
感

じ
か
な
？
」
と
問
い
返
す
と
、「
う
ー
ん
、
よ
く

分
か
ら
な
い
」
と
言
う
子
が
ほ
と
ん
ど
。

  

つ
ま
り
、「
か
わ
い
く
見
え
て
き
た
」
と
い
う

言
葉
は
確
認
で
き
て
も
、
お
姉
さ
ん
と
し
て
の
す

み
れ
ち
ゃ
ん
の
心
情
変
化
に
は
共
感
で
き
て
い
な

い
の
で
す
。

  

す
み
れ
ち
ゃ
ん
は
、
そ
も
そ
も
「
ち
ょ
っ
ぴ
り

え
ら
く
て　

や
さ
し
く
て
、
が
ん
ば
る
」
お
姉
さ

ん
に
な
り
た
い
子
。
で
も
、
宿
題
を
が
ん
ば
ろ
う

と
し
て
も
、
外
の
花
が
気
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
る
。
第
二
時
で
は
、
そ
ん
な
「
す
み
れ
ち
ゃ

ん
の
人
物
像
」
を
確
認
し
ま
し
た
。

  

そ
の
う
え
で
、
こ
の
第
三
時
で
「
か
り
ん
ち
ゃ

ん
の
絵
が
か
わ
い
く
見
え
た
理
由
」
に
つ
い
て
、

再
度
、
互
い
の
解
釈
を
交
流
す
る
よ
う
に
し
た
の

で
す
。

読
み
方
で
解
釈
を
深
め
る

  

授
業
で
は
、
リ
ポ
ー
ト
に
あ
る
よ
う
に
、「
か

わ
い
く
見
え
た
理
由
」
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

解
釈
が
出
て
き
ま
し
た
。

「
ま
だ
二
歳
な
の
に
、一
生
懸
命
描
い
た
か
ら
」「
二

年
生
に
な
っ
て
、
優
し
く
な
っ
た
か
ら
」「（
自
分

の
）
妹
が
描
い
た
絵
だ
か
ら
」「
昔
、
自
分
も
あ

ん
な
下
手
な
絵
を
描
い
て
い
た
な
あ
っ
て
思
い
出

し
た
（
か
ら
）」
な
ど
、す
み
れ
ち
ゃ
ん
の
よ
う
に
、

お
姉
さ
ん
の
立
場
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
て

い
ま
し
た
。

  

ま
た
、「
も
し
も
自
分
に
妹
が
い
た
と
し
て
、

ど
う
す
る
？
」
と
、
問
い
か
け
た
と
こ
ろ
、「
消

す
か
も
！
」
と
い
う
意
見
が
あ
る
一
方
で
、「
す

ご
い
ね
ー
」「
ま
た
描
い
て
ね
」
と
褒
め
て
あ
げ

る
と
い
う
意
見
も
出
ま
し
た
。

  

「
か
わ
い
く
見
え
た
理
由
」
に
は
、
答
え
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
す
み
れ
ち
ゃ
ん
の
人
物
像

を
関
連
づ
け
た
り
、
す
み
れ
ち
ゃ
ん
と
自
分
を
比

べ
て
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
で
、
解
釈
が
深
ま
り
ま

す
。

  

人
物
像
を
関
連
づ
け
て
気
持
ち
を
読
み
取
っ
た

り
、
登
場
人
物
と
自
分
を
比
べ
て
読
ん
だ
り
す
る

読
み
方
は
、
他
の
文
章
を
読
む
と
き
に
も
使
え
る

「
文
学
教
材
の
読
み
方
」
で
す
。

　

理
論
編
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
よ

う
な
「
論
理
的
な
読
み
方
」
を
教
え
る
こ
と
が
大

切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

1954年東京都生まれ。日本教
育方法学会常任理事，全国大学
国語教育学会理事。著書に，『国
語力をつける物語・小説の「読
み」の授業─ PISA 読解力を超
えるあたらしい授業の提案』『確
かな「学力」を育てるアクティブ・
ラーニングを生かした探究型の
授業づくり』（以上 , 明治図書）
などがある。光村図書小学校・
中学校『国語』教科書編集委員。

秋
田
大
学
大
学
院
教
授
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昇の
ぼ
る

授
業
を
終
え
て

—

桂
先
生
よ
り—
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ム

コ
ラ

教

育

①
何
を
理
解
し
て
い
る
か
、
何
が
で
き
る
か
（
知

識
・
技
能
）

②
理
解
し
て
い
る
こ
と
・
で
き
る
こ
と
を
ど
う
使
う

か
（
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
）

③
ど
の
よ
う
に
社
会
・
世
界
と
関
わ
り
、よ
り
よ
い

人
生
を
送
る
か
（
学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等
） 

　

こ
れ
ら
の
資
質
・
能
力
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
育

ま
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
①
②
③
が
相
互
に

関
連
し
合
い
、
総
合
的
に
育
ま
れ
る
よ
う
な
質
の
高

い
学
習
の
在
り
方
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
こ
で
注
目
さ
れ
た
の
が
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー

ニ
ン
グ
と
い
う
学
び
の
視
点
、
す
な
わ
ち
「
主
体

的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
い
か
に
実
現
す
る
か

と
い
う
学
習
・
指
導
改
善
の
視
点
で
す
。

資
質
・
能
力
と

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

　

二
十
一
世
紀
は
、
い
わ
ゆ
る
「
知
識
基
盤
社
会
」

の
時
代
だ
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
こ
れ
か

ら
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
情
報
化
が
い
っ
そ
う
進
み
、

将
来
の
予
測
が
困
難
な
、
複
雑
で
変
化
の
激
し
い
社

会
状
況
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
時
代

に
あ
っ
て
も
、
子
ど
も
た
ち
が
個
々
の
人
生
を
切
り

ひ
ら
き
、
と
も
に
よ
り
よ
い
社
会
を
創
り
出
し
て
い

け
る
よ
う
、
必
要
な
資
質
・
能
力
を
育
成
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
向
け
て
、
中
央
教
育
審

議
会
（
中
教
審
）
で
は
、
全
て
の
教
科
等
に
お
い
て
、

次
の
三
つ
の
柱
に
基
づ
い
た
資
質
・
能
力
の
構
造
化

を
進
め
て
い
ま
す
。　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は

「
型
」
で
は
な
い

　

「
ア
ク
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
の
は
、
「
活
動
し
て
い

る
形
態
」
の
こ
と
で
は
な
く
、
い
か
に
子
ど
も
た
ち

が
頭
の
中
を
活
動
的
に
し
て
、
し
っ
か
り
と
考
え
て

い
る
か
と
い
う
「
学
び
の
質
」
に
関
わ
る
も
の
で
す
。

新
し
い
方
法
論
が
出
て
く
る
と
、
ど
う
し
て
も
そ
の

展
開
の
し
か
た
に
注
目
が
い
き
ま
す
し
、
な
か
に
は

〝
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
型
の
授
業
〟
を
提
唱

す
る
研
究
者
も
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
特
定
の
指

導
の
型
や
方
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
、

無
限
の
学
習
プ
ロ
セ
ス
か
ら
の
「
学
び
の
質
」
の
問

い
直
し
だ
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

で
は
、
国
語
科
と
は
ど
う
関
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

子
ど
も
と
と
も
に
学
び
を

〝
楽
し
む
〟〝
深
め
る
〟

　

子
ど
も
の
側
か
ら
考
え
る
と
、
特
に
学
び
に
向
か

う
力
は
、
学
習
そ
の
も
の
が
楽
し
く
な
け
れ
ば
育
っ

て
い
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
単
に
何
か
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
生
き
方
や
人
生
と
ど

う
関
わ
る
の
か
を
実
感
し
な
が
ら
、
言
葉
の
働
き
や
、

表
現
す
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
い
く
、
と
い
う
プ

ロ
セ
ス
が
重
要
な
意
味
を
も
ち
ま
す
。

　

今
、
あ
ら
た
め
て
、
生
き
て
い
く
こ
と
と
国
語
の

学
習
と
が
ど
う
つ
な
が
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、

学
び
を
楽
し
む
こ
と
、
深
め
る
こ
と
を
問
い
直
し
て

い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

　
髙
木
先
生
が
会
長
を
務
め
る
「
こ
と
ば
と
学
び
を
ひ
ら
く

会
」
で
研
究
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と

国
語
の
力

❶
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
支
え
る
言
語

　
活
動

　

文
部
科
学
省
の
「
用
語
集
」
で
は
、
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
例
と
し
て
、
問
題
解
決
学
習
や

調
査
学
習
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
等
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
学
習
活
動
を
、
主
体
的
・
協
働
的
で
、
思

考
・
判
断
・
表
現
を
伴
う
深
い
学
び
に
す
る
た
め
に
、

「
話
す
・
聞
く
」
「
書
く
」
「
読
む
」
な
ど
の
言
語

活
動
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の

で
す
。

❷
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
支
え
る
国
語

　
の
力
／
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
育
む

　
国
語
の
力 

　

個
々
の
言
語
活
動
は
、
言
葉
の
力
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
主
体
的
な
言
語
活
動
を
展

開
す
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
通
じ
て
、
言

葉
の
力
は
さ
ら
に
身
に
つ
く
も
の
で
す
。
言
葉
が
も

つ
こ
の
二
つ
の
側
面
を
常
に
考
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
で
し
ょ
う
。

❸
言
葉
へ
の
気
づ
き
を
学
習
の
軸
に

　

中
教
審
の
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
は
、
深

い
学
び
の
た
め
に
重
要
な
「
国
語
科
な
ら
で
は
の
思

考
の
枠
組
み
」
と
し
て
、
「
言
葉
に
着
目
し
て
言

葉
の
働
き
を
捉
え
る
と
い
う
国
語
科
固
有
の
視
点

を
踏
ま
え
、
理
解
し
た
り
表
現
し
た
り
し
な
が
ら

自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め
る
こ
と
」
が
示
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
は
か
ね
て
私
が
重
視
し
て
き
た
「
言

葉
へ
の
気
づ
き
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
す
。
言
葉
の

働
き
や
機
能
に
着
目
さ
せ
、
言
葉
に
関
わ
る
深
い
学

び
を
実
現
す
る
こ
と
が
い
っ
そ
う
求
め
ら
れ
ま
す
。

❹
評
価
の
観
点
が
大
き
く
変
わ
る

　

三
つ
の
柱
に
基
づ
い
た
資
質
・
能
力
の
構
造
化
に

伴
い
、
国
語
科
の
評
価
観
点
は
、
領
域
に
応
じ
た
従

来
の
五
観
点
か
ら
、
「
知
識
・
技
能
」
「
思
考
力
・

判
断
力
・
表
現
力
等
」
「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組

む
態
度
」
の
三
観
点
と
な
る
よ
う
で
す
。
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
の
関
連
や
具
体
的
な
評
価
方
法

等
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
が
待
た
れ
ま
す
が
、

大
き
な
変
更
点
と
し
て
留
意
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ

で
す
。

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と

国
語
の
力

1958 年，静岡県生まれ。横
浜国立大学教授。中央教育審
議会国語ワーキンググループ委
員，全国的な学力調査の実施
方法等に関する専門家検討会
議委員などを歴任する。「ことば
と学びをひらく会」会長。著書
に『「他者」を発見する国語の
授業』（大修館書店）など。光
村図書 小学校・中学校『国語』
教科書の編集委員を務める。

横
浜
国
立
大
学
教
授

　
髙た

か

木ぎ

ま
さ
き

ことばと学びをひらく会
第10回研究大会

■日時：平成28年10月22日（土）10:00〜16:40
■会場：慶應義塾大学 三田キャンパス
■大会テーマ：
　「子どもとともに学びを“楽しむ”“深める”
　 —国語科におけるアクティブ・ラーニングの展開」

特別記念対談
詩人 谷川俊太郎 × 詩人 工藤直子

この他，シンポジウム，ワークショップなど盛りだくさん！
詳細は，本誌同封のリーフレットにてご確認ください。

■参 加 費：一般3,000円／学生・院生1,000円
■申し込み：ウェブサイトより受付中
　　　　　 http://www.kotoba-manabi.jp

ことばと学びをひらく会 検 索



デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
効
果
的
に
活
用
し
よ
う

デジタル教科書を効果的に活用しよう

1

1

　

四
年
下
の
教
科
書
で
学
習
す
る
「
ウ
ナ
ギ
の

な
ぞ
を
追
っ
て
」
は
、
子
ど
も
た
ち
の
知
的
好

奇
心
を
く
す
ぐ
り
、
興
味
を
も
っ
て
読
む
こ
と

が
で
き
る
科
学
読
み
物
で
す
。
子
ど
も
た
ち
は

ま
ず
、
自
分
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
生
き
物
で

あ
る
ウ
ナ
ギ
が
、
実
は
多
く
の
謎
に
包
ま
れ
て

い
る
こ
と
を
知
っ
て
驚
き
ま
す
。
そ
し
て
、
謎

を
解
明
し
て
い
く
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
番
組
の
よ
う

な
展
開
で
書
か
れ
た
文
章
に
引
き
込
ま
れ
て
い

く
と
い
う
、
と
て
も
魅
力
的
な
教
材
で
す
。
し

か
し
、
そ
の
一
方
で
、
時
系
列
に
沿
っ
て
事
実

を
整
理
し
た
り
、
話
題
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
整

理
し
た
り
し
な
が
ら
読
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き

な
い
と
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
難
し
く
感
じ

る
教
材
で
も
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
、
最

初
に
抱
い
た
興
味
を
最
後
ま
で
も
ち
続
け
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
手
立
て

を
考
え
ま
し
た
。

❶
子
ど
も
た
ち
の
知
的
好
奇
心
を
く
す
ぐ
る
た

め
の
手
立
て

❷
事
実
と
考
え
の
記
述
に
気
を
つ
け
な
が
ら
、

調
査
の
道
筋
を
読
み
取
っ
た
り
、
調
査
内
容

を
捉
え
た
り
す
る
た
め
の
手
立
て

❸
要
約
や
紹
介
文
を
書
く
活
動
に
つ
な
が
る
手

立
て

　

こ
れ
ら
の
手
立
て
を
よ
り
効
果
的
な
も
の
に

す
る
た
め
に
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
活
用
し
て

い
き
ま
す
。

　

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
に
は
、
資
料
と
し
て
、
画

像
や
動
画
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
教
材

で
は
、「
た
ま
ご
か
ら
ウ
ナ
ギ
が
出
て
く
る
瞬

間
」
や
「
ウ
ナ
ギ
の
成
長
の
様
子
」
な
ど
、
文

章
だ
け
で
は
な
か
な
か
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
箇

所
に
つ
い
て
、
多
く
の
資
料
が
収
録
さ
れ
て
い

ま
す
（
※
１
）。
特
に
ウ
ナ
ギ
の
調
査
を
追
っ
た

動
画
は
、
文
章
で
読
み
取
っ
た
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
の
資
料
と
し
て
有
効
で
す
。

　

ま
ず
、
単
元
の
導
入
と
し
て
、
本
文
を
読

む
前
に
、
ワ
ー
ク
「
は
じ
め
に
」（
※
２
）
を
使

い
、
ウ
ナ
ギ
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
を
出

し
合
い
ま
し
た
。「
ウ
ナ
ギ
の
た
ま
ご
」
の
写

真
を
見
た
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
知
っ

て
い
る
ウ
ナ
ギ
と
は
な
か
な
か
結
び
付
か
な
い

卵
の
姿
に
興
味
津
々
で
し
た
。
さ
ら
に
、「
広

い
海
の
様
子
」
の
写
真
を
見
て
、
そ
も
そ
も
ウ

ナ
ギ
が
海
で
卵
を
産
む
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い

う
子
が
多
く
、
意
外
な
事
実
に
驚
い
て
い
ま
し

た
。「
ウ
ナ
ギ
は
川
に
す
ん
で
い
る
イ
メ
ー
ジ

が
あ
る
け
ど
、ど
う
し
て
海
で
卵
を
産
む
の
か
」

「
広
い
海
の
ど
こ
で
卵
を
産
む
か
な
ん
て
、
ど

う
や
っ
て
見
つ
け
る
の
だ
ろ
う
。
見
つ
か
る
の

か
な
」
な
ど
、
数
々
の
疑
問
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

ウ
ナ
ギ
に
つ
い
て
の
関
心
が
高
ま
っ
た
と
こ
ろ

で
、
文
章
を
読
む
前
に
「
ウ
ナ
ギ
の
調
査
」
の

動
画
を
見
せ
、
内
容
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
せ
る

と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
あ
え
て
こ

の
動
画
は
、
単
元
の
出
口
の
と
こ
ろ
で
見
せ
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
調
査
の
様
子

は
、
言
葉
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
イ
メ
ー
ジ

し
て
ほ
し
い
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
文
章
の
中

に
は
、「
周
り
に
島
一
つ
見
え
な
い
海
の
真
ん

中
」「
あ
ざ
や
か
な
ぐ
ん
じ
ょ
う
色
の
海
」
な

ど
の
叙
述
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
叙
述
を

も
と
に
し
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
な
り
に
海
を

イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
と
考
え

ま
し
た
。
ま
た
、
多
く
の
時
間
と
労
力
を
か
け

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
活
用
場
面
❶

子
ど
も
た
ち
の
知
的
好
奇
心

を
く
す
ぐ
る

▲※ 2　「ウナギのなぞを追って」のワーク「はじめに」 ▲※ 1　「ウナギのなぞを追って」の資料一覧

画像はクリックすると
拡大できる。ウナギ（成
魚）の写真なども用意し
ておくとよいだろう。
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横
浜
市
立
瀬
ヶ
崎
小
学
校 

教
諭

　
髙た

か

﨑さ
き

智さ
と

志し

1974年生まれ。広告代理店
勤務を経験した後 , 27歳で
公立小学校教諭に。横浜市
小学校国語研究会を中心に
市内の国語教育推進に取り
組む。平成24年度文部科学
大臣優秀教員に選ばれる。

　
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
導
入
し
た
も
の
の
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
使
う
と
よ
い
の
か

悩
む
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
号
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
本
連
載
で
は
、

授
業
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
で「
国
語
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
」を
使
え
ば
よ
い
の
か
、

ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が
得
ら
れ
る
の
か
を
お
伝
え
し
ま
す
。

「
ウ
ナ
ギ
の
な
ぞ
を
追
っ
て
」（四
年
下
）

─
画
像
と
文
章
を
関
連
さ
せ
な
が
ら
読
む
こ
と
で
、
読
み
を
深
め
る
─

指導目標
◎自分が興味をもったところを紹介するために，文章の内容を

的確に押さえて要旨を捉えたり，事実と感想，意見などとの
関係を押さえ，自分の考えを明確にしながら読んだりするこ
とができる。【読⑴イ，エ】【伝国⑴イ（ア）】

○文章を読んで考えたことを発表し合い，自分の考えを広げた
り深めたりすることができる。【読⑴オ】

指導計画（全８時間）

第1次 1時 学習の見通しをもち，学習計画を立てる。

第2次 2時 目的に沿って，文章を深く読む。
・事実を時系列に沿って整理しながら読む。
・画像についての説明を考えながら読む。
  （グループで学び合い）3時

4時

第3次 5時 最も興味をもったところを中心に文章を要約する。

6時 興味をもったところについて，自分の考えと関
連させながら紹介文を書く。

7時 紹介文を読み合って感じたことを伝え合い，考
えを深める。

8時 学習を振り返る。

デジタル教科書の活用場面❶
子どもたちの知的好奇心をくすぐる。

デジタル教科書の活用場面❸
要約や紹介文を書く活動につなげる。

デジタル教科書の活用場面❷
事実と考えの記述に気をつけながら，調査の道
筋を読み取ったり，調査内容を捉えたりする。

文章中の　　　は，「国語デジタル教科書」に収録されている資料や機能です。

読
む
こ
と
教
材（
説
明
文
）



デジタル教科書を効果的に活用しよう 1

て
行
う
地
道
な
調
査
の
様
子
は
、
動
画
を
見
れ

ば
一
目
瞭
然
で
す
が
、
そ
れ
で
は
文
章
を
読
む

目
的
が
薄
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
言
葉
を
手
が
か

り
に
し
て
自
分
な
り
に
読
み
取
っ
た
後
に
、「
ウ

ナ
ギ
の
調
査
」
の
動
画
を
見
せ
る
こ
と
で
、
さ

ら
な
る
感
動
や
知
的
好
奇
心
が
生
ま
れ
、
他
の

科
学
読
み
物
へ
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
ま
し
た
。

　

こ
の
教
材
で
は
、
時
系
列
に
沿
っ
て
、
調
査

活
動
に
つ
い
て
の
事
実
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
事
実
を
も
と
に
導
き
出
し
た
筆
者
の
考

え
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
時

系
列
に
沿
っ
て
事
実
を
捉
え
る
た
め
に
、
ワ
ー

ク
「
第
六
段
落
〜
第
八
段
落
の
調
査
結
果
を
た

し
か
め
ま
し
ょ
う
」
を
活
用
し
、
そ
こ
に
描
か

れ
て
い
る
地
図
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
き
さ
の
レ

プ
ト
セ
フ
ァ
ル
ス
、
船
、
海
山
な
ど
の
ア
イ
コ

ン
を
使
い
な
が
ら
、
調
査
を
し
た
場
所
や
日
に

ち
を
整
理
し
て
い
き
ま
し
た
（
※
３
）。
子
ど
も

た
ち
に
は
同
様
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
配
布
し
、

読
み
取
っ
た
事
実
を
自
分
で
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
調
査
を
重
ね
る
ご

と
に
、
だ
ん
だ
ん
ウ
ナ
ギ
の
産
卵
場
所
が
特
定

さ
れ
て
い
く
様
子
を
、
ワ
ー
ク
を
活
用
し
て
視

覚
的
に
整
理
し
て
い
く
こ
と
で
、
調
査
の
道
筋

を
比
較
的
容
易
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
調
査
の
内
容
を
捉
え
る
た
め
に
、
調

査
に
関
連
す
る
画
像
を
示
し
、
そ
の
画
像
に
つ

い
て
の
説
明
を
考
え
る
グ
ル
ー
プ
活
動
を
取
り

入
れ
ま
し
た
。
調
査
に
関
連
す
る
画
像
を
い
く

つ
か
示
し
、
グ
ル
ー
プ
内
で
分
担
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
画
像
に
つ
い
て
の
説
明
を
、
教
科
書
の
叙

述
を
も
と
に
し
な
が
ら
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
※
４
）

に
ま
と
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
グ
ル
ー

プ
内
で
共
有
し
ま
し
た
。
こ
の
活
動
を
通
し
て
、

画
像
と
文
章
を
結
び
付
け
な
が
ら
よ
り
深
く
読

む
こ
と
と
、
グ
ル
ー
プ
内
で
調
べ
た
こ
と
を
共

有
す
る
こ
と
で
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
や

疑
問
点
を
学
び
合
い
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と

を
意
図
し
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
が

担
当
し
た
画
像
に
関
す
る
叙
述
を
よ
く
読
み
、

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
ま

と
め
た
こ
と
を
グ
ル
ー
プ
の
友
達
と
交
流
す
る

こ
と
を
通
し
て
、
内
容
の
理
解
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
関
連
す
る
画
像
は
、
教
科
書

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
や
、
デ
ジ
タ
ル
教
科

書
の
資
料
と
し
て
豊
富
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も

の
の
中
か
ら
、
こ
の
文
章
の
中
心
と
な
る
内
容

に
関
連
す
る
も
の
を
選
び
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
紹
介
文
の
形
式
を
共
有
し
ま
す
。
こ

こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
紹
介
文
の
中
に
要
約
を

位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
紹

介
文
を
書
く
た
め
に
要
約
を
す
る
、
と
い
う
目

的
を
し
っ
か
り
と
捉
え
さ
せ
た
う
え
で
学
習
を

進
め
ま
す
。
そ
し
て
、
自
分
が
興
味
を
も
っ
た

と
こ
ろ
に
つ
い
て
紹
介
す
る
た
め
に
、「
ど
う

し
て
興
味
を
も
っ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
自

分
に
問
い
か
け
な
が
ら
、
要
約
し
て
い
き
ま
す
。

し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
要
約
は
簡

単
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
ワ
ー

ク
「
し
ょ
う
か
い
文
を
書
き
ま
し
ょ
う
」（
※
５
）

を
使
っ
て
、
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、

要
約
の
例
文
を
示
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
教
科

書
画
面
を
開
き
、
例
文
が
ど
ん
な
叙
述
に
着
目

し
な
が
ら
要
約
を
し
た
の
か
、
マ
ー
カ
ー
機
能

と
吹
き
出
し
機
能
を
使
い
、
明
ら
か
に
し
て
い

き
ま
し
た
（
※
６
）。
子
ど
も
た
ち
は
、
要
約
の

手
順
を
視
覚
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

で
、
自
分
の
要
約
に
必
要
な
叙
述
を
選
ん
だ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
を
関
連
付
け
た
り
し
な
が
ら
要
約
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
活
用
し
て

　
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
に
は
魅
力
的
な
画
像
や
動

画
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
素
材
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
に
は
、

何
を
、
ど
の
場
面
で
、
ど
の
よ
う
な
形
で
提
示

す
る
の
か
な
ど
、
授
業
の
ね
ら
い
に
沿
っ
て
、

意
図
的
に
活
用
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

あ
く
ま
で
も
子
ど
も
た
ち
が
言
葉
を
介
し
て
理

解
し
て
い
く
こ
と
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
子
ど

も
た
ち
の
理
解
の
助
け
に
な
っ
た
り
、
さ
ら
に

理
解
を
深
め
た
り
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
画
像
や

動
画
を
活
用
し
て
い
く
と
い
う
視
点
が
大
切
で

す
。

　
今
回
の
単
元
で
取
り
組
ん
だ
要
約
は
、
苦
手

と
す
る
子
ど
も
が
多
い
言
語
活
動
で
す
。
要
約

を
す
る
と
き
に
、
子
ど
も
た
ち
が
悩
む
の
は
、

ど
の
文
を
選
ん
だ
ら
よ
い
の
か
、
ど
う
や
っ
て

自
分
の
言
葉
で
短
く
ま
と
め
れ
ば
よ
い
の
か
と

い
う
点
で
す
。
要
約
の
例
文
を
示
す
だ
け
で
は
、

な
か
な
か
要
約
が
で
き
る
よ
う
に
は
な
り
ま
せ

ん
。
要
約
を
す
る
過
程
を
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書

を
使
っ
て
、
視
覚
的
に
分
か
り
や
す
く
説
明
し

て
い
く
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
は
、
要
約
の
手

順
を
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

教
科
書
の
文
章
を
示
し
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち

と
一
緒
に
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
要
約
の
過
程
を

共
有
し
て
い
く
こ
と
は
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
だ

か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
活
用
場
面
❷

事
実
と
考
え
の
記
述
に
気
を

つ
け
な
が
ら
、
調
査
の
道
筋

を
読
み
取
っ
た
り
、
調
査
内

容
を
捉
え
た
り
す
る

▲※ 3　 「ウナギのなぞを追って」のワーク　　　　　　
「第 6 段落〜第 8 段落の調査結果をたしかめましょう」

▲※ 5　 「ウナギのなぞを追って」のワーク「しょうかい文を書きましょう」

▲※ 6　「ウナギのなぞを追って」の教科書画面

▶︎※ 4　ワークシート（教師が作成したもの）
左側に画像，右側に書き込み欄を設けている。

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
活
用
場
面
❸

要
約
や
紹
介
文
を
書
く

活
動
に
つ
な
げ
る

※５の例文は，どの叙述に着目して要約し
ているのか，マーカーを引いて示す。そし
て，該当する例文を吹き出しに入れて貼付。
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連    
載

楽
し
く
身
に
つ
く

書
写
の
時
間

楽しく身につく書写の時間●

1

1

1951年静岡県生まれ。
静岡県書写書道振興会
副理事長，前静岡県書
写書道教育研究会長。
県内の小・中学校や書
道教室で講師を務める。
光村図書小学校『書写』
教科書編集委員。

備
運
動
と
し
て
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
①
を
使
い
、

鉛
筆
の
ひ
と
筆
書
き
を
さ
せ
ま
す
（
※
１
）。
そ

の
際
、
左
右
の
ひ
げ
の
先
端
が
と
が
っ
て
い
る

こ
と
を
強
調
し
て
お
き
ま
す
。

⑶
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②
（
※
２
）
の
左
上
の
ま
す

に
、
鉛
筆
で
「
木
」
を
書
き
ま
す
。
左
右
の
払

い
の
先
が
と
が
っ
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
た

め
、
こ
の
後
、
毛
筆
で
学
ん
で
い
く
こ
と
を
伝

え
ま
す
。
そ
し
て
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
③
（
※
３
）

を
配
り
ま
す
（
下
敷
き
は
毛
筆
用
に
替
え
る
）。

⑷
「『
木
』
の
左
右
の
払
い
は
、
王
様
の
お
ひ

げ
に
似
て
い
ま
す
。
今
度
は
毛
筆
（
小
筆
）
で
、

二
人
の
王
様
に
似
合
っ
た
お
ひ
げ
を
書
い
て
あ

げ
ま
し
ょ
う
」
と
投
げ
か
け
て
、
小
筆
で
ひ
げ

を
書
か
せ
て
、
左
右
の
払
い
の
感
覚
を
つ
か
ま

せ
ま
す
。

　

ひ
げ
の
書
き
方
の
例
（
※
４
）
に
あ
る
よ
う

に
、
く
ね
っ
た
ひ
げ
で
も
Ｏ
Ｋ
と
い
う
こ
と
で

自
由
に
書
か
せ
ま
す
。
書
い
た
ら
、
隣
ど
う
し

で
ひ
げ
の
先
端
が
と
が
っ
て
い
る
か
確
認
し
合

い
、
相
互
に
批
正
し
ま
す
。

硬
筆
指
導
の
工
夫
（
中
学
年
編
）

毛
筆
指
導
を
硬
筆
に
生
か
す
工
夫

　
今
号
よ
り
、
小
学
校
『
書
写
』
教
科
書
編
集
委
員
の
松
本
健
作
先
生
に
、

硬
筆
指
導
に
つ
い
て
、
三
回
に
わ
た
っ
て
連
載
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
松
本
先
生
は
、
子
ど
も
た
ち
が
意
欲
的
に
書
写
に
取
り
組
め
る
よ
う

さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
さ
れ
て
い
ま
す
。に

つ
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
連
載
で
は
、

子
ど
も
に
興
味
を
も
た
せ
る
授
業
を
展
開
す
る

こ
と
で
、
正
し
く
文
字
を
書
こ
う
と
す
る
意
識

を
高
め
、
姿
勢
・
執
筆
の
改
善
に
つ
な
げ
る
こ

と
を
目
ざ
し
ま
す
。

　

今
回
は
三
年
生
を
例
に
、「
毛
筆
指
導
を
硬

筆
に
生
か
す
工
夫
」
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。

学
習
指
導
要
領
の
「
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容

の
取
扱
い
」
に
も
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、「
毛

筆
を
使
用
す
る
書
写
の
指
導
は
硬
筆
に
よ
る
書

写
の
能
力
の
基
礎
を
養
う
よ
う
指
導
」
す
べ
き

で
す
。
し
か
し
実
際
は
、
今
日
は
毛
筆
、
次
週

は
硬
筆
と
い
う
よ
う
に
、
硬
毛
を
分
断
し
た
指

導
を
し
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
今
回
は
、
毛
筆
と
硬
筆
を
関
連
さ
せ
て

学
習
す
る
こ
と
で
、
左
右
の
払
い
を
習
得
し
て

い
く
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。
毛
筆
が
始
ま
る
三

年
生
の
と
き
か
ら
、
硬
毛
の
関
連
を
し
っ
か
り

図
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　

　

一
時
間
の
授
業
の
中
で
、
毛
筆
と
硬
筆
を
同

時
に
指
導
す
る
事
例
で
す
。
毛
筆
と
硬
筆
の
切

り
替
え
が
素
早
く
で
き
る
よ
う
、
こ
こ
で
は
、

毛
筆
・
硬
筆
両
用
の
両
面
下
敷
き
（
毛
筆
用
下

敷
き
の
裏
が
硬
筆
用
に
な
っ
て
い
る
も
の
）
を

使
用
し
て
い
ま
す
が
、
両
面
下
敷
き
が
入
手
で

き
な
い
場
合
は
、
毛
筆
用
の
下
敷
き
の
下
に
、

硬
筆
用
の
下
敷
き
を
重
ね
る
と
い
う
方
法
で
も

実
践
可
能
で
す
。

⑴
黒
板
に
「
王
さ
ま
の
お
ひ
げ
」
と
書
き
ま
す
。

児
童
は
、
何
が
始
ま
る
の
だ
ろ
う
か
と
不
思
議

そ
う
な
顔
を
し
、授
業
へ
の
期
待
感
を
膨
ら
ま

せ
、教
師
の
次
な
る
言
葉
や
板
書
に
注
目
し
ま
す
。

⑵
次
に
、
教
科
書
22
・
23
ペ
ー
ジ
（
課
題
文

字
「
木
」）
を
開
き
ま
す
。「
王
さ
ま
の
お
ひ
げ
」

を
書
く
こ
と
で
、「
木
」
の
左
右
の
払
い
の
書

き
方
を
学
習
す
る
こ
と
が
本
時
の
目
標
で
あ
る

こ
と
を
伝
え
ま
す
。

　

硬
筆
用
の
下
敷
き
を
用
意
さ
せ
、
書
写
の
準

　

小
学
校
の
硬
筆
指
導
は
、
鉛
筆
が
主
流
で
す

が
、
フ
エ
ル
ト
ペ
ン
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
な
ど
硬
筆

の
筆
記
具
は
多
種
多
様
で
す
。
今
回
か
ら
始
め

る
「
硬
筆
指
導
の
工
夫
」
で
は
、
学
校
生
活
や

日
常
で
い
ち
ば
ん
多
く
使
用
し
て
い
る
鉛
筆
を

核
に
し
て
、
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
て
い
る

筆
記
具
を
選
ぶ
活
動
も
取
り
入
れ
な
が
ら
（
時

に
は
毛
筆
も
）、
硬
筆
の
指
導
法
を
考
え
て
い

き
ま
す
。

　

指
導
は
形
か
ら
入
る
、
と
い
う
こ
と
を
よ
く

聞
き
ま
す
が
、
姿
勢
の
こ
と
や
鉛
筆
の
持
ち
方

ば
か
り
を
厳
し
く
指
導
し
て
も
、
な
か
な
か
身

は
じ
め
に

▲※ 1 　ワークシート①に，鉛筆でひと筆書きをする児童。

▲※ 2　 ワークシート②

▲※ 3　ワークシート③

▲※ 4 　ひげの書き方の例

第１学年の配当漢字 80 字のうち，左右の払いを
含む漢字 17 字が，王様の髪の毛の中に書かれて
いる。楽しみながら，既習漢字を意識させる工夫。

「
王
さ
ま
の
お
ひ
げ
」

で
左
右
の
払
い
を

習
得
す
る
活
動

1
事例
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元
静
岡
市
立
服
織
小
学
校
校
長

　
松ま

つ

本も
と

健け
ん

作さ
く



楽しく身につく書写の時間●

1

1

❷
左
右
の
払
い
は
、
筆
圧
に
注
意
し
な
が
ら
払

い
の
方
向
に
気
を
つ
け
て
書
く
。

❸
右
払
い
は
、
軽
く
止
め
て
か
ら
右
の
方
向
に

払
う
。

⑻
基
準
❶
❷
❸
に
気
を
つ
け
て
「
木
」
を
毛
筆

で
書
き
ま
す
。

・ 

か
ご
文
字
に
な
っ
て
い
る
「
木
」（
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
④
（
※
６
））
に
、
左
右
の
払
い
が
点
線
の

枠
の
中
に
入
る
よ
う
、
筆
圧
に
注
意
し
な
が

ら
書
き
ま
す
。

・ 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
④
を
使
用
し
た
後
、
半
紙
に

一
〜
二
枚
書
い
た
ら
（
※
７
）、
前
後
左
右
の

友
達
と
相
互
に
批
正
し
合
い
、
次
に
書
く
と

き
の
留
意
点
に
し
ま
す
。

が
早
く
終
了
し
ま
す
（
※
９
）。

　

こ
の
活
動
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
小
筆
を

素
早
く
動
か
そ
う
と
す
る
と
、
垂
直
に
近
い
角

度
で
筆
を
握
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

小
筆
の
穂
先
で
線
を
た
ど
っ
て
い
く
の
で
、
自

然
に
筆
の
軸
が
立
っ
て
く
る
わ
け
で
す
（
※
10
）。

　

姿
勢
や
執
筆
の
正
し
い
あ
り
方
を
身
に
つ
け

る
に
は
、
正
し
い
状
態
を
よ
り
長
い
時
間
維
持

す
る
こ
と
で
す
。
と
か
く
、
文
字
の
組
み
立
て

指
導
や
基
本
点
画
の
書
き
方
ば
か
り
が
課
題
視

さ
れ
て
し
ま
う
書
写
で
す
が
、
技
能
習
得
の
い

ち
ば
ん
の
基
本
は
、
道
具
（
鉛
筆
や
筆
）
に
慣

れ
、
一
体
感
を
も
っ
て
学
習
に
臨
む
こ
と
で
す
。

　

三
年
生
に
な
り
、
硬
筆
と
毛
筆
を
利
用
し
て

文
字
を
習
得
し
て
い
く
こ
の
段
階
で
は
、
今
ま

で
以
上
に
姿
勢
や
執
筆
に
こ
だ
わ
っ
た
指
導
が

重
要
に
な
り
ま
す
。
低
学
年
の
と
き
よ
り
も
骨

格
、
体
格
が
し
っ
か
り
し
て
き
た
学
齢
期
だ
か

ら
こ
そ
の
重
点
指
導
で
す
。

⑸
王
様
の
お
ひ
げ
の
書
き
方
を
全
員
で
確
認
す

る
た
め
に
、
数
名
の
児
童
に
黒
板
の
前
に
出
て

も
ら
い
、
水
書
板
で
再
現
さ
せ
ま
す
。

　

左
の
ひ
げ
も
右
の
ひ
げ
も
、
止
ま
る
こ
と
な

く
サ
サ
ッ
ス
ー
ッ
と
書
く
こ
と
、
先
端
を
と
が

ら
せ
て
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
を
確
か
め

た
ら
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②
を
使
用
し
て
、
払
い

の
書
き
方
を
練
習
し
ま
す
（
※
５
）。

⑹
教
科
書
で
、〈
左
払
い
〉〈
右
払
い
〉
と
い
う

用
語
を
確
か
め
、
左
右
の
払
い
の
書
き
方
の
違

い
を
確
認
し
ま
す
。

〈
左
払
い
〉

　

・
途
中
で
止
ま
ら
な
い
。

⑼
下
敷
き
を
硬
筆
用
に
替
え
て
、
ま
と
め
書
き

を
し
ま
す
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②
の
右
上
の
ま
す

に
鉛
筆
で
「
木
」
と
書
き
、
最
初
に
書
い
た
も

の
（
左
上
の
ま
す
）
と
比
べ
な
が
ら
、
左
右
の

払
い
の
違
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
確
か
め
ま

す
（
※
８
）。

※
時
間
が
あ
れ
ば
、
左
右
の
払
い
が
連
続
す
る
漢

字
を
練
習
し
た
り
、
プ
リ
ン
ト
に
し
て
家
で
復

習
し
た
り
す
る
と
定
着
度
は
高
ま
り
ま
す
。

⑽
評
価
は
、
⑺
の
【
基
準
】
に
沿
っ
て
、
授
業

の
終
わ
り
に
、
本
人
が
す
る
か
、
隣
席
の
友
達

ど
う
し
で
行
う
と
効
率
的
で
す
。

※
評
価
の
基
準
が
は
っ
き
り
し
て
い
れ
ば
、
教
師

が
評
価
す
る
よ
り
も
、
児
童
ど
う
し
の
評
価
の

ほ
う
が
関
心
度
は
高
ま
り
ま
す
。

　

・
な
め
ら
か
に
サ
ッ
と
書
く
。

　

・
始
筆
か
ら
だ
ん
だ
ん
筆
圧
を
な
く
し
て
細

く
な
っ
て
い
く
。

〈
右
払
い
〉

　

・
徐
々
に
筆
圧
を
加
え
る
。

　

・
第
一
画
の
横
画
の
終
筆
の
真
下
あ
た
り
で

い
っ
た
ん
止
ま
り
、そ
の
後
徐
々
に
力
を
抜

い
て
右
の
方
向
に
払
う
よ
う
に
筆
を
運
ぶ
。

⑺
毛
筆
で
「
木
」
を
書
く
と
き
の
基
準
（
気
を

つ
け
る
こ
と
）
を
話
し
合
い
で
確
か
め
ま
す
。

※
授
業
終
盤
の
ま
と
め
書
き
の
評
価
は
、
こ
の
基

準
を
も
と
に
す
る
の
で
、
児
童
に
も
分
か
り
や

す
い
表
現
に
し
ま
す
。

【
基
準
】

❶
左
右
の
払
い
は
、
先
端
を
細
く
す
る
。

　

国
語
科
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
書
写
は
、
技
能

教
科
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。
道
具
に
数
多
く

触
れ
、
道
具
を
使
い
こ
な
し
、
道
具
を
正
し
く

扱
う
こ
と
に
慣
れ
た
者
が
上
達
の
道
を
歩
ん
で

い
き
ま
す
。
児
童
が
無
理
な
く
道
具
を
使
い
こ

な
せ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
活

動
を
し
ま
す
。

⑴
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
⑤
に
、
鉛
筆
で
ひ
と
筆
書
き

を
し
ま
す
。
そ
の
際
、
か
か
っ
た
時
間
を
計
り

ま
す
。

⑵
小
筆
に
持
ち
替
え
、
⑴
で
使
用
し
た
用
紙
に

墨
で
ひ
と
筆
書
き
を
し
ま
す
。

※
⑴
と
⑵
の
所
要
時
間
を
比
較
す
る
と
、
ほ
と
ん

ど
の
児
童
が
鉛
筆
よ
り
も
小
筆
の
と
き
の
ほ
う

▲※ 5　 ワークシート②を使用して，払いの練習をする児童。

▲※ 6 　ワークシート④

◀※ 8 　左上の「木」は，授業の最初に書いたもの。右上の「木」は，ま
とめ書き。左上の「木」に比べて，右上の「木」は払いが意識されている。

▲※ 9 　ワークシート⑤に，鉛筆と
小筆でひと筆書きしたもの。

▲※ 10　筆の軸がしっかり立っている。

▲※ 7 　ワークシート④を使用した後、半紙に「木」を書く。

ひ
と
筆
書
き
で
、

筆
記
具（
鉛
筆
・
小
筆
）

に
慣
れ
る
活
動

2
事例

2223



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

2425

国語指導 指導の意図を忘れずに！
7

六
年
生
担
任

杉
田
先
生

わ
あ
、
こ
れ
は

す
て
き
ね
！

文
学
史
年
表
を

使
っ
た

本
の
紹
介
ね
？

漫
画
の
本

な
ど
も
あ
っ
て

と
っ
つ
き
や
す
い

と
思
う
ん
で
す

す
ご
く
い
い
わ
ね

で
は
こ
の
単
元
で
の

ね
ら
い
は
何
？

は
い

「
伝
統
文
化
を

楽
し
む
」で
す

ま
ず
は
一
時
間
目
に

「
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
」

で
文
学
史
を
確
認
し
て

Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
能
や
歌
舞
伎
、

人
形
浄
瑠
璃
、
落
語
の

映
像
を
鑑
賞
し
ま
し
た

二
時
間
目
、

「
狂
言

　
柿
山
伏
」の

映
像
を
鑑
賞

こ
こ
ま
で
が
今
日

の
授
業
で
す

残
り
の
三
〜
五
時
間
目
は

演
技
に
磨
き
を
か
け

狂
言
の
型
を
学
び

衣
装
も
工
夫
し
て
作
り

い
や
、

う
ま
い
け
ど
さ
！

え
？

え
え
!?

な
る
ほ
ど
ー

言
い
回
し
の
お
も
し
ろ
さ
を

体
感
す
る
た
め
に

役
割
を
決
め
て

演
じ
ま
し
た

は
い

子
ど
も
が
興
味
を

も
て
る
よ
う
に

教
科
書

154
・
155
ペ
ー
ジ
の

年
表
に
関
連
す
る

本
を
入
れ
て

み
ま
し
た

こ
の
154
ペ
ー
ジ
か
ら
の

「
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
」

「
狂
言

　
柿
山
伏
」

「『
柿
山
伏
』に
つ
い
て
」

の
授
業
は
ど
ん
な
ふ
う

に
考
え
て
い
る
の
？

伝
統
文
化
の

扱
い
方
に
は

悩
み
ま
す
が

そ
ん
な
と
き
こ
そ

「
ね
ら
い
を
は
っ
き
り

さ
せ
る
」こ
と
が
重
要
だ

な
っ
て
思
っ
て
い
ま
す

す
ば
ら
し
い
！

そ
れ
は
私
が
い
つ
も

言
っ
て
い
る
こ
と
よ
！

コ
ッ
シ
ー

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
！

く
わ
け
で
え
ぬ
お

や
ま
ぶ
し
で
え
す
！
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子どもにどんな力をつけるのか，指導意図の明確な言語活動をデザインしましょう。単なる「楽しい活動」
で終わることなく，「楽しい学び」につながる確かな授業をあなたのアイデアで。（コッシー）

こ
の
単
元
の
ね
ら
い
は

何
だ
っ
た
っ
け
？

あ
ー
!?

じ
ゃ
な
く
て

言
い
回
し
や
型
は

本
当
に
お
も
し
ろ

い
ん
だ
け
ど

そ
こ
だ
け
に

夢
中
に
な
る
と

ね
ら
い
か
ら
外
れ

て
き
ち
ゃ
う
か
ら

気
を
つ
け
て

あ
ー
、

そ
れ
は
…

そ
れ
に

「
柿
山
伏
」の
演
技
で

三
時
間
使
っ
た
ら

「『
柿
山
伏
』に
つ
い
て
」

が
学
べ
な
く

な
っ
ち
ゃ
う
わ

解
説
な
ん
で

読
む
だ
け
で

い
い
か
な
っ
て

よ
く
な
い
っ
！

い
つ
の
間
に
…
？

な
ん
と

い
た
そ
う
!!

い
や
、

う
ま
い
け
ど
ね

「『
柿
山
伏
』を
教
え
る
」

で
は
な
く
て

「『
柿
山
伏
』を
通
し
て

伝
統
文
化
を
楽
し
む
」

の
が
ね
ら
い
で
し
ょ

「
伝
統
文
化
を
楽
し
む
」

だ
っ
た
で
し
ょ
う
が
！

人
間
国
宝
の

山
本
東
次
郎
さ
ん
が

書
い
た
こ
の
解
説
文
は

狂
言
の
本
質
を

語
っ
て
い
る
の

こ
こ
で
は

「
伝
統
文
化
を
楽
し
む
」

が
ね
ら
い
だ
け
ど

単
元
を
超
え
て

伝
統
文
化
に
興
味
が

も
て
る
よ
う
に
な
る

と
い
い
わ
ね

ど
う
い
う

ふ
う
に
？

あ
れ
は
漫
画
や

ア
ニ
メ
の
祖

は
い

例
え
ば
前
の

単
元
で
学
ん
だ

「
鳥
獣
戯
画
」

狂
言
は
コ
ン
ト
の
祖

み
た
い
よ
ね

つ
ま
り
今
の
世
の
中

と
お
ん
な
じ
部
分
も

あ
る
の
よ

そ
こ
に
子
ど
も
が
気
づ
け

る
と
楽
し
く
な
っ
て
く
る

と
思
う
わ
よ

は
い
！

が
ん
ば
り
ま
ー
す

な
る
ほ
ど

そ
う
言
う
子
ど
も

が
い
ま
し
た

コ
ン
ト

み
た
い
！

だ
か
ら
、

「『
柿
山
伏
』に
つ
い
て
」を

一
度
読
ん
で
か
ら

「
狂
言

　
柿
山
伏
」
を
学
ぶ

ほ
う
が
理
解
し
や
す
い

か
も
し
れ
な
い
わ
ね

そ
れ
を
表
し
た
の
が

狂
言
な
の

そ
う
で
す
ね
え

そ
う
か
ー

人
間
は
愚
か
で
滑
稽
な

部
分
も
あ
る
け
れ
ど

愛
す
べ
き
存
在
だ

は
い
！

あーーーーー !?

「
柿
山
伏
」を

完
璧
に
演
じ
る
！



国語　平成29年度用教科書　訂正箇所のお知らせ

　平成29年度用1〜4年上巻および5・6年教科書では，平成28年度用教科書から以下の
箇所を訂正いたします。校内の先生方でご確認のうえ，ご指導の際には十分ご留意く
ださいますようお願い申しあげます。

書写　平成29年度用教科書　訂正箇所のお知らせ

　平成29年度用教科書では，平成28年度用教科書から以下の箇所を訂正いたします。
校内の先生方でご確認のうえ，ご指導の際には十分ご留意くださいますようお願い申
しあげます。

学年 巻 ページ 行など 28年度 29年度

4年 上 7 上段11 段落をとらえ、 段落とその内容をとらえ、

122 下段4 記録を活用して 記録
ろく

を活用して

5年
162 欄外 （挿入） 自ら

（※「自」の「みずから」の読みの学習箇所）

165 欄外 自ら （削除）

184 下段5 出来事や事件 出来事や事件
けん

6年
71 枠内 自分と本の関わりについて考

える
自分と本との関わりについて
考える

82 作例 中学生以下は、入場無料。 高校生以下は、入館無料。

98 下段3-4 「予想される反論に対する考
え」

「予想される反論・それに対す
る考え」

129 キャプション
詩「雨ニモマケズ」を書いた手
帳。賢治の死後，発見された。

　詩「雨ニモマケズ」を書いた
手帳。賢治の死後，発見された。

（※冒頭を1字下げる）

131 上段12 なぜ、十二月にしか なぜ、  「十二月」 にしか 

158 下段3 これはいかなこと。
　　　（どうしたことか）

これはいかなこと。

162 4 　　　（どうしたことか）

これはいかなこと。 これはいかなこと。

240 上段10 自分と本の関わりについて考
える

自分と本との関わりについて
考える

244 左列2段目 まじめに、「てつがく」したり 真面目に、「てつがく」したり

259 作者紹介 一九一二年、静岡県生まれ。 一九一二年〜二〇一五年。静岡
県生まれ。

学年 ページ 行など 28年度 29年度

3年 34 中段

　（※ローマ字一覧表／ 4年 p39，　
　　  5年 p37，6年 p39も同様）

　（※ローマ字一覧表／ 4年 p39，　
　　  5年 p37，6年 p39も同様）

1
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1

3

2
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2
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　一般財団法人「言語教育振興財団」では，小・中・高等学校，大学，教育研究団体
等を対象とし，今後の情報化・国際化の進展を踏まえ，言語教育（国語教育・外国語
教育等）の充実・発展を図るために，理論と実践の分野について優れた研究開発を行
う団体または個人に対して助成します。

平成29年度「言語教育振興財団」研究助成金一般公募のお知らせ

助成内容 ①言語教育の内容・方法に関するもの（教育内容・方法部門）
②言語教育教材の質的向上に関するもの（教材部門）
③教育機器を利用した言語教育の在り方に関するもの（教育機器部門）

研究期間 平成 29 年４月〜 30 年３月（原則１年間）

応募資格 言語教育（国語，英語，日本語等）に関して研究開発を行う教員及び教育開
発を行う小・中・高等学校・大学・教育研究団体（学校の学年・教科単位を
含む），上記に準ずると見倣される団体及び個人

助成件数及び金額 助成件数は50件まで
助成金額は１件につき20万〜 40万円

（団体の場合は40万円まで，個人の場合は30万円まで）

応募方法・
締め切り

・研究開発活動についての企画書または実施した実践報告書等の参考書類を添え
て，別に定める「助成金交付申請書」を，平成 28年12月22日（木）必着で，
当財団事務局に郵送。

・「助成金交付申請書」を希望される方は，返信用封筒（82円切手添付）を同封
の上，当財団事務局までお申し込みください。

・この応募要項については，都道府県教育委員会等の推薦の場合も同様に扱います。

決定・発表 当財団「選考委員会」にて選考を行い，選考結果は平成29年２月末までに文
書にて通知します。平成 29年３月末に銀行振り込みで交付します。

問い合わせ先 一般財団法人言語教育振興財団  事務局
〒 141-0021  東京都品川区上大崎 2-19-9
TEL 03-3493-7340　FAX 03-3493-2174
E-mail:gengo-k@star.ocn.ne.jp


