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海
洋
生
物
学
者
　
塚つ

か

本も
と

勝か
つ

巳み

　

し
ば
し
ば
講
演
や
出
前
授
業
に
出
か
け
て
ゆ
く
。
話
の
最
後
に

よ
く
使
う
言
葉
が
、
こ
れ
だ
。
元
に
な
っ
た
話
は
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン

と
も
ピ
カ
ソ
と
も
言
わ
れ
る
。
真
偽
の
ほ
ど
は
定
か
で
は
な
い
が
、

ピ
カ
ソ
が
好
き
な
の
で
、
学
生
や
若
手
研
究
者
に
彼
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

　

九
十
歳
を
超
え
た
ピ
カ
ソ
に
、
こ
う
尋
ね
た
者
が
あ
っ
た
。

「
数
あ
る
あ
な
た
の
名
作
の
中
で
、
最
高
傑
作
は
ど
れ
で
す
か
？
」

　

ピ
カ
ソ
は
即
座
に
答
え
た
。

「
ネ
ク
ス
ト 

ワ
ン
！
」

　

老
境
に
あ
る
ピ
カ
ソ
が
見
せ
た
、
衰
え
を
知
ら
ぬ
旺
盛
な
創
作

意
欲
に
驚
く
と
同
時
に
、
人
間
が
本
来
も
っ
て
い
る
、
底
抜
け
に

明
る
く
前
向
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
私
自
身
大
い
に
勇
気
づ
け
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
動
物
は
旅
を
す
る
か
？

　

魚
は
ど
の
よ
う
に
回
遊
す
る
の
か
？

　

も
う
四
十
年
以
上
も
、
魚
を
材
料
に
動
物
の
回
遊
行
動
を
研
究

し
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
ア
ユ
や
サ
ケ
、
ハ
ゼ
や
ウ
ナ
ギ
な
ど
、
た
く
さ
ん

の
回
遊
魚
を
研
究
し
て
き
た
が
、
ウ
ナ
ギ
に
か
け
た
時
間
が
い
ち

ば
ん
長
い
。
他
の
魚
に
比
べ
、
ウ
ナ
ギ
の
生
態
に
は
謎
が
多
か
っ

た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

　

川
の
魚
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
ウ
ナ
ギ
は
、
実
は
遥
か
海
の

彼
方
で
生
ま
れ
る
。
は
る
ば
る
何
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
の
旅
を
し

て
、
成
長
の
た
め
川
に
や
っ
て
く
る
の
だ
。
そ
し
て
親
に
な
る
と
、

自
分
が
生
ま
れ
た
外
洋
の
産
卵
場
を
目
指
し
て
正
確
に
戻
っ
て
ゆ

き
、
卵
を
産
ん
で
一
生
を
終
え
る
。

　

こ
ん
な
に
も
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
、不
思
議
が
い
っ
ぱ
い
の
一
生
を
送

る
た
め
、
ウ
ナ
ギ
は
研
究
者
の
心
を
つ
か
ん
で
離
さ
な
い
。
ひ
と

た
び
ウ
ナ
ギ
を
研
究
す
る
と
、
す
っ
か
り
ハ
マ
っ
て
し
ま
う
わ
け
だ
。

　

二
〇
〇
九
年
五
月
、
私
た
ち
は
つ
い
に
ウ
ナ
ギ
の
卵
を
採
集
す

る
こ
と
に
成
功
し
た
。
世
界
初
の
発
見
で
あ
る
。
そ
こ
は
マ
リ
ア

ナ
海
溝
の
北
約
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
点
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
で
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
二
千
四
百
年

も
続
い
た
ウ
ナ
ギ
産
卵
場
の
謎
は
完
全
に
解
明
さ
れ
た
。
し
か
し
、

研
究
は
モ
グ
ラ
叩
き
の
よ
う
に
、
一
つ
謎
が
解
け
る
と
、
ま
た
す

ぐ
新
た
な
謎
が
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

今
私
に
は
、
あ
の
真
っ
暗
で
広
大
な
海
の
中
、
ど
の
よ
う
に
し

て
雄
ウ
ナ
ギ
と
雌
ウ
ナ
ギ
が
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
な
ぜ

産
卵
は
あ
の
地
点
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
知
り
た
い
こ
と

が
た
く
さ
ん
で
き
た
。
心
の
中
で
「
ネ
ク
ス
ト 

ワ
ン
！
」
と
つ

ぶ
や
き
な
が
ら
次
の
航
海
に
向
け
て
準
備
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
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&
　
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の

実
現
の
た
め
に
は
、
今
後
、
学
校
図
書
館

の
役
割
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、
深
い

学
び
を
支
え
る
場
と
し
て
の
学
校
図
書

館
を
取
り
上
げ
ま
す
。
運
営
の
し
か
た
、

効
果
的
な
活
用
の
し
か
た
な
ど
に
つ
い

て
、
司
書
教
諭
の
先
生
や
学
校
司
書
の
方

に
お
伺
い
し
ま
し
た
。

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
も
と
、
学
校
図
書
館
を
ど
の
よ
う
に
活
用

し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
田
揚
江
里
先
生
（
日
本
女
子
大
学
非
常
勤
講

師
・
元
狛
江
市
立
緑
野
小
学
校
司
書
教
諭
）
に
お
伺
い
し
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
学
校
図
書
館

学
校
図
書
館
と
は
、
そ
も
そ
も

ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
学
校
図
書
館
を
活
用
し
て
授

業
を
豊
か
に
」
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
効
果
的
な
活
用
の
し

か
た
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

施
設
で
す
。

●

読
書
セ
ン
タ
ー

　

子
ど
も
た
ち
と
本
の
出
会
い
を
さ
ま
ざ
ま
な

手
立
て
を
工
夫
し
て
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
、
全

教
育
課
程
を
見
通
し
た
読
書
指
導
計
画
を
作
成

し
、
推
進
し
て
読
書
の
力
を
培
う
。

●

学
習
セ
ン
タ
ー

　

学
習
を
支
え
る
資
料
や
、
図
書
館
で
学
習
が
行

え
る
よ
う
な
黒
板
な
ど
の
整
備
を
は
じ
め
、
学
習

活
動
へ
の
支
援
、
教
職
員
の
教
材
研
究
の
た
め
の

さ
ま
ざ
ま
な
支
援
を
行
う
。

●

情
報
セ
ン
タ
ー

　

子
ど
も
た
ち
の
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
を
育
成
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
て
学
習
す
る

こ
と
へ
の
支
援
を
行
う
。

　

な
ぜ
学
校
に
は
図
書
館
が
設
置
さ
れ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。
学
校
図
書
館
は
学
校

に
あ
る
ミ
ニ
公
共
図
書
館
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学

校
図
書
館
法
第
二
条
で
は
学
校
図
書
館
を
「
学
校

の
教
育
課
程
の
展
開
に
寄
与
す
る
」
と
定
義
し
て

い
ま
す
。
静
か
に
本
を
読
む
場
と
考
え
ら
れ
て
き

た
図
書
館
を
、「
学
習
セ
ン
タ
ー
」「
情
報
セ
ン

タ
ー
」
の
機
能
も
有
し
、
子
ど
も
た
ち
が
資
料
活

用
や
探
究
の
ス
キ
ル
を
学
び
学
習
活
動
を
す
る
場

に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

学
校
図
書
館
は
、
次
の
三
つ
の
機
能
を
有
す
る

　

総
合
的
な
学
習
を
は
じ
め
各
教
科
の
学
習
も
学

校
図
書
館
が
機
能
し
な
く
て
は
深
ま
り
を
も
て
な

い
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
学
校
図
書
館
の
利
活

用
を
推
進
す
る
司
書
教
諭
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
学
校
司
書
配
置
を
加
速
化
す
る
動
き
も

で
て
き
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
説
明
的
文
章
は
、
読
み
込
ん

で
い
く
と
問
い
が
た
く
さ
ん
生
ま
れ
ま
す
。
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読
む
き
っ
か
け
は
「
担
任
に
紹
介
さ
れ
た
か
ら
」

が
多
く
の
回
答
を
占
め
ま
す
。

　

③
お
話
を
読
ん
で
も
ら
う
の
は
好
き
、
で
も
自

分
で
は
読
め
な
い
子
ど
も
が
い
ま
す
。
そ
ん
な
子

は
た
い
て
い
、
文
を
す
ら
す
ら
読
む
の
が
苦
手
で

す
。
家
庭
と
連
携
す
る
な
ど
し
て
、
す
ら
す
ら
読

む
力
を
並
行
し
て
育
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

④
は
③
と
は
逆
に
、
す
ら
す
ら
読
め
る
け
れ
ど
、

読
ま
な
い
子
で
す
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
内
容

が
分
か
ら
な
い
ま
ま
背
表
紙
か
ら
選
書
を
す
る
こ

と
は
、
か
な
り
高
度
な
こ
と
で
す
。
そ
ん
な
と
き

は
個
に
合
わ
せ
て
「
こ
れ
読
ん
で
み
な
い
？
」
と

お
話
の
内
容
を
ち
ょ
っ
と
話
し
て
紹
介
す
る
、
友

達
ど
う
し
の
お
薦
め
本
の
交
流
も
効
果
的
で
す
。

学
校
司
書
が
配
置
さ
れ
て
い
れ
ば
プ
ロ
の
力
を
借

り
ま
し
ょ
う
。

　

⑤
は
①
〜
④
ま
で
に
関
わ
る
こ
と
で
い
ち
ば
ん

の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
毎
日
の
読
書
の
時
間
に
、
子

ど
も
た
ち
が
ど
ん
な
本
を
読
ん
で
い
る
か
観
察
す

る
と
、
一
人
一
人
の
読
書
の
レ
ベ
ル
が
分
か
り
ま

す
。
ど
ん
な
本
を
読
み
聞
か
せ
す
れ
ば
、
子
ど
も

た
ち
が
頭
の
中
に
イ
メ
ー
ジ
が
描
け
る
か
、
そ
の

子
の
読
書
の
力
を
見
極
め
、
興
味
や
関
心
と
合
わ

せ
て
ど
ん
な
本
が
お
薦
め
か
、
教
師
自
身
が
た
く

さ
ん
の
本
の
引
き
出
し
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。
初
め
は
学
校
司
書
や
公
共
図
書
館

の
司
書
に
選
書
を
相
談
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を

実
現
す
る
た
め
に
は
、
学
校
図
書
館
の
利

活
用
は
不
可
欠
で
す
。
探
究
型
の
学
習
が
ま
す
ま

す
求
め
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
学
校
図
書
館
の
機

能
を
使
い
こ
な
せ
る
手
立
て
を
一
人
一
人
の
教
師

が
身
に
つ
け
て
い
な
け
れ
ば
学
校
図
書
館
活
用
は

進
み
ま
せ
ん
。
校
内
で
探
究
型
学
習
の
プ
ロ
セ
ス

や
手
立
て
を
研
修
す
る
機
会
を
増
や
す
必
要
が
あ

り
ま
す
。＊ 　

　
　
　

＊ 　
　
　
　

＊

　

学
校
図
書
館
の
実
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
学
校

司
書
が
未
配
置
の
場
合
、
図
書
館
の
整
備
も
十
分

で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
活
用
し
た

く
て
も
資
料
が
足
り
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ

ん
な
と
き
は
公
共
図
書
館
と
の
連
携
を
お
勧
め
し

ま
す
。

　

公
共
図
書
館
に
「
使
用
学
年
」「
単
元
の
概
略
」

「
資
料
活
用
で
育
て
た
い
力
」
な
ど
を
伝
え
、
学

級
の
人
数
の
二
倍
く
ら
い
の
資
料
の
貸
出
を
依
頼

し
ま
す
。
公
共
図
書
館
の
中
に
は
そ
の
地
区
で
使

用
し
て
い
る
教
科
書
を
備
え
、
内
容
を
見
な
が
ら

資
料
提
供
を
行
う
図
書
館
も
あ
り
ま
す
。
資
料
だ

け
で
な
く
、
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
や
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
も
、

教
師
が
で
き
な
い
場
合
は
公
共
図
書
館
の
プ
ロ
の

力
を
頼
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
う
え
で
自
校
の
学
校

図
書
館
整
備
に
学
校
全
体
で
取
り
組
ん
で
く
だ
さ

い
。

ま
ず
は
そ
れ
ら
を
調
べ
る
こ
と
か
ら
始
め
て
も
よ

い
で
し
ょ
う
。
子
ど
も
た
ち
が
図
書
館
で
調
べ
る

こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
関
連
し
た
資
料

を
図
書
館
か
ら
選
び
学
級
に
配
架
す
る
方
法
も
あ

り
ま
す
。
そ
の
と
き
、
教
師
が
必
ず
資
料
に
目
を

通
す
こ
と
が
必
要
で
す
。
教
師
自
身
の
教
材
研
究

に
な
り
ま
す
し
、
何
よ
り
も
子
ど
も
向
け
と
思
っ

て
い
た
資
料
が
、
実
は
大
人
に
と
っ
て
も
新
し
い

発
見
を
も
た
ら
す
レ
ベ
ル
の
高
い
内
容
で
あ
る
こ

と
を
実
感
さ
れ
る
は
ず
で
す
。

　

ま
た
、
国
語
の
教
科
書
に
は
、
並
行
読
書
や
調

べ
学
習
を
促
す
単
元
が
あ
り
ま
す
が
、
大
切
な
こ

と
は
、
ま
ず
は
土
台
と
な
る
本
文
を
丁
寧
に
学
習

す
る
こ
と
で
す
。
図
書
館
活
用
の
た
め
に
本
文
が

あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
単
元
を
通
し
て

培
う
力
や
、
調
べ
る
学
習
に
そ
の
力
が
ど
う
つ
な

が
る
の
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
授
業
を
組
む
こ
と

に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
資
料
を
読
む
視
点
が
定

ま
り
、
情
報
が
探
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
日
頃
の
授
業
が
「
問
い
の
生
ま

れ
る
授
業
」
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

主
体
的
な
学
習
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
、
問
い
も

課
題
も
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
問
い
を
解
決
す
る

た
め
に
学
校
図
書
館
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
す

ば
ら
し
い
図
書
館
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら

を
活
用
す
る
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
て
い
な
け
れ
ば

意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
図
鑑
、
百
科
事
典
、
国
語

辞
典
、
漢
字
辞
典
、
年
鑑
を
必
要
に
応
じ
て
使
用

す
る
、
目
次
か
ら
見
当
を
つ
け
て
探
す
な
ど
の
ス

キ
ル
指
導
が
必
要
で
す
。

　

国
語
の
教
科
書
に
は
そ
う
い
っ
た
単
元
が
組
み

込
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
あ
わ
せ
て
、
資
料

活
用
の
ス
キ
ル
指
導
や
、
レ
ポ
ー
ト
の
指
導
、
思

考
を
育
て
る
過
程
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
本
な
ど
を

参
考
に
さ
れ
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

学
校
司
書
が
配
置
さ
れ
て
い
る
自
治
体
で
は
、

「
図
書
の
時
間
」
に
協
働
し
て
指
導
を
行
う
学
校

が
増
え
て
い
ま
す
。
未
配
置
の
場
合
は
学
区
域
の

公
共
図
書
館
に
問
い
合
わ
せ
て
指
導
用
資
料
の
貸

し
出
し
を
受
け
た
り
、
リ
ス
ト
を
も
ら
っ
た
り
す

る
な
ど
日
常
的
に
連
携
を
進
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

調
べ
た
い
情
報
を
見
つ
け
、
自
分
の
知
の
世
界
が

広
が
る
こ
と
は
楽
し
い
こ
と
で
す
。
子
ど
も
た
ち

が
、
分
か
る
楽
し
さ
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
準
備

を
し
ま
し
ょ
う
。

　

読
書
量
を
増
や
す
た
め
に
は
、
子
ど
も

た
ち
を
読
書
好
き
に
す
る
こ
と
で
す
。
そ

の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
は
五
つ
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

①
本
を
読
む
時
間
を
保
障
す
る
。　

　

②
連
続
し
た
読
み
聞
か
せ
を
す
る
。　

　

③�

自
分
の
学
年
ま
た
は
一
学
年
下
の
国
語
の
教

科
書
を
す
ら
す
ら
読
め
る
よ
う
に
す
る
。　

　

④
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
る
本
に
出
会
わ
せ
る
。

　

⑤
担
任
が
絵
本
や
児
童
文
学
を
読
ん
で
い
る
。

　

①
「
朝
読
」
な
ど
を
設
定
し
て
、
学
級
で
毎
日

五
〜
十
分
間
の
読
書
を
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま

す
。
読
書
の
苦
手
な
子
ど
も
た
ち
は
お
話
の
世
界

に
入
る
こ
と
や
、
集
中
す
る
こ
と
自
体
が
苦
手
な

場
合
も
多
い
の
で
、
短
時
間
で
集
中
さ
せ
終
わ
ら

せ
ま
す
。
読
む
本
は
事
前
に
手
元
に
用
意
さ
せ
ま

し
ょ
う
。
初
め
は
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
力
を
育
て
る

た
め
に
９
類（
文
学
）の
本
に
限
る
と
よ
い
と
思
い

ま
す
。
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
く
る
と
先
が
読
み
た

く
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
す
き
間
の
時
間
に
も
読
む

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

②
担
任
の
連
続
読
み
聞
か
せ
も
効
果
が
あ
り
ま

す
。
長
編
物
で
も
、
次
は
そ
の
本
を
自
分
で
読
み

た
く
な
り
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
で
も
、
本
を

公立小学校に，再任用も含め41
年間勤務。司書教諭として，学校
図書館の整備・充実に努める。現
在は，学校図書館を利活用した学
習指導法の講義や講演のほか，勤
務校であった緑野小学校では学校
図書館スーパーバイザーとして，
さまざまな支援にあたっている。

ど
う
す
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
が

学
校
図
書
館
を
主
体
的
に
活
用

す
る
よ
う
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
も
と

で
、
特
に
心
が
け
る
べ
き
こ
と

は
何
で
し
ょ
う
か
。

子
ど
も
た
ち
の
読
書
量
を
増
や

し
た
い
の
で
す
が
、
よ
い
手
立
て

が
あ
っ
た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。

田
た

揚
あげ

江
え

里
り



　南古谷小学校は，学校図書館の整備・
充実に努めるだけでなく，学校全体で，
読書活動に力を入れています。朝の読書
タイム（毎週月曜日），ボランティアの
保護者による読み聞かせ，「読書マラソ
ン（30冊でゴール）」，学級内で一冊の
本を回し読みする「読書リレー」など，
本に触れる機会を多数設けています。
　「子どもの興味・関心は一人一人異な
ります。それぞれの子どもの好みや発達
状況をいちばん理解しているのは担任の
先生です。選書に迷っている子どもがい
たら，担任の先生の出番なんですよ」と
おっしゃる中島先生。司書教諭として，
学校図書館の運営に精力的に取り組みな
がら，それぞれの役割を生かすことを常
に心がけているようでした。
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─
中
島
先
生
は
六
年
生
の
学
級
担
任
も
受
け
持

ち
な
が
ら
、
司
書
教
諭
と
し
て
の
時
間
を
ど
の
よ

う
に
つ
く
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

司
書
教
諭
と
し
て
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
の

時
間
を
、
週
あ
た
り
1.5
時
間
程
度
つ
く
っ
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
。
書
写
な
ど
の
授
業
を
他
の
先
生

に
受
け
持
っ
て
も
ら
う
な
ど
の
調
整
を
し
て
、
時

間
を
捻
出
し
て
い
ま
す
。
こ
の
1.5
時
間
を
使
っ
て
、

他
の
学
年
の
授
業
を
支
援
し
た
り
、
図
書
館
の
整

備
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

─
子
ど
も
た
ち
の
学
び
を
支
え
る
た
め
に
、
学

校
図
書
館
の
中
で
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
何
で

し
ょ
う
か
。

　
「
読
書
」
の
た
め
の
支
援
と
、「
調
べ
学
習
」
の

た
め
の
支
援
を
考
え
て
い
ま
す
。

「
読
書
」
の
た
め
の
支
援

○ 

読
み
た
い
本
を
、
子
ど
も
自
身
が
見
つ
け
ら
れ

る
よ
う
、
配
架
を
工
夫
（
※
１
）。

○ 

い
ろ
い
ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
の
本
に
興
味
を
も
つ
よ

う
、各
学
年
推
奨
図
書「
ゆ
め
の
く
に
25
選
」「
わ

く
わ
く
20
選
」
を
選
定
。
そ
れ
ら
の
本
の
背
に

シ
ー
ル
を
貼
り
、
す
ぐ
に
分
か
る
よ
う
に
し
て

お
く
。
こ
れ
を
一
年
か
け
て
読
め
る
よ
う
、
学

級
担
任
を
通
し
て
子
ど
も
た
ち
に
指
導
す
る
。

○ 

並
行
読
書
を
推
進
す
る
た
め
に
、
教
室
の
近
く

に
特
設
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
（
※
２
）。
学
年
ご
と

に
、
授
業
の
内
容
や
校
外
学
習
な
ど
に
関
連
し

た
内
容
の
本
を
、
時
期
に
合
わ
せ
て
複
数
提
示

す
る
。

「
調
べ
学
習
」
の
た
め
の
支
援

○ 

必
要
な
本
を
自
分
で
探
せ
る
子
ど
も
を
育
て
る

た
め
に
、
年
度
初
め
に
「
学
び
の
ス
キ
ル 

年

間
計
画
表
（
各
学
年
に
お
い
て
、
学
校
図
書

館
で
身
に
つ
け
た
い
力
を
一
覧
に
し
た
も
の
）」

を
作
成
し
、
全
学
級
担
任
と
共
有
す
る
。

○ 

調
べ
学
習
の
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
ら
れ
る
よ
う
、

図
書
館
の
使
い
方
や
、
国
語
辞
典
・
百
科
事
典

の
使
い
方
、
Ｎ
Ｄ
Ｃ
（
日
本
十
進
分
類
法
）
な

ど
の
指
導
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
の
授
業
は
、
学

校
図
書
館
の
中
で
司
書
教
諭
が
行
い
、
学
級
担

任
は
Ｔ
２
と
し
て
、
さ
ら
に
図
書
整
理
員
に
も

授
業
支
援
に
入
っ
て
も
ら
う
。（
→
次
ペ
ー
ジ「
学

校
図
書
館
を
活
用
し
た
授
業
」
事
例
１
参
照
）

─
南
古
谷
小
学
校
で
は
、
先
生
方
が
ど
の
よ
う

に
連
携
さ
れ
て
、
学
校
図
書
館
の
運
営
に
あ
た
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

本
校
は
、
上
記
の
よ
う
な
学
校
図
書
館
部
会
を

組
織
し
、
司
書
教
諭
を
中
心
に
運
営
を
進
め
て
い

ま
す
。
主
な
業
務
は
、
司
書
教
諭
の
ほ
か
、
図
書

整
理
員
（
い
わ
ゆ
る
学
校
司
書
）
と
、
図
書
主
任

と
で
分
担
し
て
い
ま
す
。
学
校
全
体
で
図
書
館
の

利
活
用
を
推
進
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
、
各
学
年

の
学
級
担
任
か
ら
一
名
ず
つ
図
書
部
員
も
任
命
し

て
い
ま
す
。
図
書
館
部
会
の
定
例
会
は
、
年
に
三

回
（
学
期
に
一
回
）
程
度
で
す
が
、
新
し
い
図
書

を
購
入
す
る
と
き
や
、
読
書
感
想
文
の
審
査
な
ど

の
た
め
に
、
臨
時
で
部
会
を
開
催
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
校
内
で
次
の
よ
う
な
連
携
を

と
っ
て
い
ま
す
。

例
：
新
し
い
図
書
を
購
入
す
る
場
合

図
書
館
部
員
…
学
年
で
購
入
し
た
い
図
書
の
要
望

を
出
す
。

　

 　司
書
教
諭

…
学
習
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
不

足
し
て
い
る
本
が
あ
れ
ば
提
案
し
て
加
え
る
。
ま

た
、
図
書
館
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
（
同
じ
ジ
ャ
ン
ル

に
偏
っ
て
い
な
い
か
）
な
ど
も
考
慮
す
る
。

　

 　図
書
整
理
員
…
蔵
書
を
確
認
し
な
が
ら
、
図
書
購

入
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
。

　

 　司
書
教
諭
・
図
書
整
理
員
…
書
店
に
一
緒
に
行
き
、

図
書
を
購
入
す
る
。

　

公
共
図
書
館
は
、
幅
広
い
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ

と
を
役
割
と
し
て
い
ま
す
が
、
学
校
図
書
館
は
学

校
教
育
に
寄
与
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
司
書
教
諭
と
し
て
、
常
に
そ
の
こ
と
を
念
頭

に
置
き
、
学
校
図
書
館
の
運
営
に
あ
た
っ
て
い
ま

す
。

▲南古谷小学校の学校図書館。「ゆ
めのくに」という愛称で子どもたち
に親しまれている。

▲※１　低学年児童にお薦めの本がすぐに分かるよう
に，配架を工夫。

▲※２　３年生の教室近くの特設コーナー。物語文を学
習するにあたり，「登場人物の心情の変化が分かる本」を
子どもたちに読ませたいという学年の先生からのリクエ
ストに応えたもの。

南古谷小学校　学校図書館部会
司書教諭・中島先生を中心に，計画的・継続的な図書館活用を進めている。

（各学年から１名ずつ）

（学級担任）

（学級担任外）（市が配置）

　

学
校
図
書
館
の
運
営
方
法
に
つ
い
て
、
埼
玉
県
川
越
市
立
南
古
谷
小
学
校
の
取
り
組

み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
同
校
で
司
書
教
諭
を
務
め
る
中
島
晶
子
先
生
に
お
伺
い
し
ま
し
た
。

学
校
図
書
館
の
運
営
の
し
か
た

司書教諭

図書主任

図書館部員

図書館部会のリーダー。
図書館全体の年間計画の
立案，部会の開催のほか，
授業に関することを担当。

司書教諭とこまめに
連絡を取り合いなが
ら，図書館の環境整
備，事務作業を担当。

各学年の窓口と
なって，図書館
の活用を推進。

校内の読書活動の
推進，市の図書館
研究部会への参加
などを担当。

学校図書館長

学校長

図書整理員



　授業後に子どもたちから
は，「背，つめ，柱があるので，
どこに何があるのかがすぐに
分かって便利だと思った」「調
べものをするときは，百科事
典を使いたいと思った」と
いった声が上がりました。今
後，さまざまな課題の解決に
向けて，積極的に百科事典を
活用していこうという姿勢が
身についたようです。中島先
生は，「使い方が分かるだけ
でなく，これから実際に活
用することが大切」とおっ
しゃっていましたが，そのね
らいは十分達成されそうです。
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司
書
教
諭
・
中
島
先
生
に
よ
る
「
百
科
事
典
探
検
」
の
時

間
で
す
。
調
べ
学
習
の
と
き
に
欠
か
せ
な
い
百
科
事
典
の
使

い
方
を
学
び
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
ス
ラ
イ
ド
を
見
な
が
ら
、

国
語
辞
典
と
百
科
事
典
の
違
い
に
つ
い

て
確
認
し
て
い
き
ま
す
。
例
と
し
て
、

「
犬
」と
い
う
言
葉
が
載
っ
て
い
る
ペ
ー

ジ
を
見
て
み
ま
す
。

児
童　

 

百
科
事
典
は
、
絵
が
つ
い
て
い

る
し
詳
し
い
ね
。

児
童　

読
み
た
く
な
る
雰
囲
気
！

　

子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、
百
科
事
典
に

興
味
を
も
つ
声
が
上
が
り
ま
し
た
。

　

ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
、
ス
テ
ー
ジ
１
と
ス
テ
ー
ジ

２
が
あ
り
ま
す
。
ス
テ
ー
ジ
１
は
、
ど
こ
に
載
っ

て
い
る
か
を
探
せ
た
ら
ク
リ
ア
、
ス
テ
ー
ジ
２
は
、

「
キ
ャ
ビ
ア
は
何
の
た
ま
ご
？
」「
人
間
の
つ
め
は
、

一
日
に
ど
の
く
ら
い
成
長
す
る
？
」
な
ど
の
ク
イ

ズ
で
す
。
質
問
に
答
え
る
た
め
に
は
、
文
章
を
よ

く
読
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

　

使
い
方
に
戸
惑
っ
て
い
る
子
ど
も
に
は
、
個
別

に
丁
寧
に
指
導
し
ま
す
。
本
時
は
、
司
書
教
諭
、

学
級
担
任
、
図
書
整
理
員
の
三
人
体
制
な
の
で
、

支
援
は
し
っ
か
り
行
き
届
い
た
よ
う
で
す
。

　

使
い
方
が
分
か
っ
た
子
ど
も
た
ち

に
、
先
生
か
ら
挑
戦
状
で
す
。

先
生　

 

ス
ナ
ヤ
ツ
メ
っ
て
何
な
の
か
、

先
生
に
教
え
て
く
れ
る
？

　

子
ど
も
た
ち
は
、
は
り
き
っ
て
調

べ
ま
す
が
、
見
出
し
語
に
な
っ
て
い

な
い
の
で
誰
も
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。「
載
っ
て
い
な
い
よ
」

と
い
う
声
が
次
々
に
上
が
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
中
島
先
生
は
、
ミ
ッ
シ
ョ

ン
で
は
使
わ
な
か
っ
た
索
引（
12
巻
）

を
使
っ
て
み
る
よ
う
促
し
ま
す
。

　

館
内
か
ら
は
、
次
第
に
「
あ
っ
た
！　

ヤ

ツ
メ
ウ
ナ
ギ
の
こ
と
だ
」
と
い
う
発
見
し
た

喜
び
の
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
索
引
の

便
利
さ
が
実
感
で
き
た
学
習
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
授
業
で
は
、
総
合
百
科
事
典

「
ポ
プ
ラ
デ
ィ
ア
」（
全
12
巻
）
を
使
用

し
ま
す
。
実
物
を
提
示
し
な
が
ら
、
使

い
方
を
丁
寧
に
説
明
し
ま
す
。

例　
「
な
み
だ
」
を
調
べ
る

①『
背
』
で
、
何
巻
に
載
っ
て
い
る
か
確
認
→

　
（
新
訂
版
で
は
）
８
巻
。

②
８
巻
の『
つ
め
』で
、「
な
」の
ペ
ー
ジ
を
開
く
。

③�

ペ
ー
ジ
上
部
の
『
柱
』
を
見
て
、「
な
み
…
」

を
探
す
。

④�

ペ
ー
ジ
が
分
か
っ
た
ら
、
項
目
を
一
つ
ず
つ

目
で
追
っ
て
「
な
み
だ
」
を
見
つ
け
る
。

先�

生　

で
は
、
先
生
か
ら
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
す
！

児�

童　

ミ
ッ
シ
ョ
ン
！　
何
、
何
？

先
生　

 

封
筒
の
中
に
、
班
の
人
数
分
の
ミ
ッ
シ
ョ

ン
が
入
っ
て
い
る
の
で
、
百
科
事
典
を

使
っ
て
答
え
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

　

実
際
に
何
度
も
使
っ
て
み
る
こ
と
が
大
切
な
の

で
、「
ポ
プ
ラ
デ
ィ
ア
」
は
公
共
図
書
館
な
ど
か

ら
借
り
て
、
四
人
に
一
セ
ッ
ト
ず
つ
行
き
渡
る
よ

う
に
用
意
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
四
人
が
使
用
す

る
巻
が
重
な
ら
な
い
よ
う
に
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は

別
々
の
も
の
を
用
意
す
る
の
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

学
校
図
書
館
を
活
用
し
た
授
業

事
例
１「
百
科
事
典
探
検
」

埼
玉
県
川
越
市
立
南
古
谷
小
学
校

司
書
教
諭　

中な
か

島じ
ま

晶あ
き

子こ	

×�

三
年
生
（
34
名
）

司
書
教
諭
に
よ
る
指
導
。
学
級
担
任
は
Ｔ
２
と
し
て
、
さ
ら
に
図
書
整
理
員（
学
校
司
書
）も
支
援
に
入
る
。

百
科
事
典
に
興
味
を
持
ち
、
使
い
方
を
理
解
し
て
、
学
習
や
生
活
に
生
か
す
。

本
時
の
ね
ら
い

指
導
形
態

百
科
事
典
っ
て
何
？

1先
生
か
ら
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
！

3

▲ミッション・ステージ１のワークシート。
※ミッションは，川越市立大塚小学校・鈴木恵理先生作です。

▲

ミッションをクリアした子ども
は，友達のサポートに入ります。手
厚い支援体制で，クラス全員がミッ
ションクリア！

▲

「背」→「つめ」→「柱」とい
う手順を一緒に確認していきます。

先
生
か
ら
の
挑
戦
状
！

4

三
人
の
先
生
で
丁
寧
に
指
導

4

百
科
事
典
の
使
い
方

2



　赤穂南小学校は，全学級が週に１時
間，図書館の時間を設けています。主
に，国語の時間から捻出しており，今
回のようなブックトークのほか，読み
聞かせ，本の貸し出しなどを行います。
　学校司書の米山先生は，市から派遣
されている常勤職員です。「忙しい先
生方とはなかなか打ち合わせをする時
間がありませんので，年間指導計画を
頭に入れておいて，休み時間に教室ま
で行って話をするなど，積極的かつこ
まめにコミュニケーションをとるよう
心がけています」とのこと。司書教諭
の平澤先生によると，「先生方や子ど
もたちからの信頼は厚く，赤穂南小学
校の学校図書館に欠かせない存在」な
のだそうです。
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深
い
学
び
を

支
え
る

学
校
図
書
館

　

学
校
司
書
・
米
山
先
生
に
よ
る
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
の
時
間

の
始
ま
り
で
す
。
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
本
が
ど
ん
な
ジ
ャ

ン
ル
の
も
の
な
の
か
、
子
ど
も
た
ち
と
対
話
し
な
が
ら
伝

え
て
い
き
ま
す
。

司�

書　

武
田
康
男
さ
ん
っ
て
知
っ
て
い
る
？

児
童　

知
っ
て
る
！　

国
語
の
教
材
の
筆
者
で
し
ょ
？

司
書　

そ
う
そ
う
！　

よ
く
分
か
っ
て
い
る
ね
。

児
童　

さ
っ
き
、
二
時
間
目
に
勉
強
し
た
よ
。

司
書　

 

今
日
は
、
そ
の
武
田
さ
ん
の
本
を
何
冊
か
紹
介
す

る
ね
。

　

国
語
教
材
「
天
気
を
予
想
す
る
」
は
、
数
時
間
前
に
学

習
し
た
ば
か
り
な
の
で
、
子
ど
も
た
ち
は
筆
者
の
名
前
を

よ
く
覚
え
て
い
ま
し
た
。
タ
イ
ミ
ン
グ
を
捉
え
て
、
ブ
ッ

ク
ト
ー
ク
を
行
い
ま
す
。

　

武
田
さ
ん
の
本
は
、
全
部
で
四
冊
紹
介
し

ま
し
た
。
紹
介
し
た
本
は
横
の
ラ
ッ
ク
に
入

れ
、
表
紙
が
見
え
る
よ
う
に
置
い
て
お
き
ま

す
。
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
の
後
の
自
由
読
書
の
時

間
に
、
子
ど
も
た
ち
が
手
に
取
り
や
す
く
な

る
よ
う
に
し
て
お
き
ま
す
。

【
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
で
取
り
上
げ
た
本
】

『
地
球
は
本
当
に
丸
い
の
か
？
』

 

（
草
思
社
／
二
〇
一
七
年
）

『
す
ご
い
空
の
見
つ
け
か
た
』

 

（
草
思
社
／
二
〇
〇
九
年
）

『
南
極
大
陸
の
ふ
し
ぎ
』

 

（
誠
文
堂
新
光
社
／
二
〇
一
三
年
）

『
雲
と
天
気 

大
事
典
』

 

（
あ
か
ね
書
房
／
二
〇
一
六
年
）

　

次
に
、
地
域
・
学
校
の
特
性
を
考
慮
し
て
選
ん

だ
科
学
読
み
物
の
紹
介
で
す
。

司
書 　

 

最
近
、
あ
ち
こ
ち
で
、
き
の
こ
を
見
か
け

る
よ
う
に
な
っ
た
ね
。

児 

童　

あ
あ
、
見
る
ね
、
見
る
ね
。

司
書 　

 

今
日
は
、
き
の
こ
に
関
す
る
本
も
紹
介
す

る
ね
。

　

本
学
級
の
子
ど
も
た
ち
は
、
前
年
度
ま
で
森
で

の
活
動
を
活
発
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
季
節

が
ら
、
学
区
域
で
は
野
生
の
き
の
こ
を
見
か
け
ま

す
。

　
『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
で
、
ア
リ
ス
の
体

の
大
き
さ
を
変
え
た
テ
ン
グ
タ
ケ
の
話
や
、
子
ど

も
た
ち
に
人
気
の
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
「
マ
リ
オ
シ

リ
ー
ズ
」
に
出
て
く

る
き
の
こ
の
こ
と
な

ど
、
米
山
先
生
は
子

ど
も
た
ち
を
引
き
つ

け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

巧
み
に
盛
り
込
み
な

が
ら
、
本
を
紹
介
し

ま
す
。

司
書 　

 

学
校
の
近
く
で
、
物
語
や
ゲ
ー
ム
に
出
て

く
る
き
の
こ
を
見
か
け
て
も
、
毒
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
の
で
む
や
み
に
触
っ
た
り

食
べ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。

　

最
後
に
、
き
の
こ
に
関
す
る
注
意
点
に
も
触
れ

て
、
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
を
終
え
ま
し
た
。

司
書　

 

こ
れ
は
、
台
風
が
過
ぎ
た
後
の
東
京
お
台
場
の
写
真
で
す
。
台
風

が
過
ぎ
た
後
っ
て
、
こ
う
い
う
空
に
な
る
ん
だ
よ
。

児
童　

台
風
の
後
っ
て
、
晴
れ
る
ん
だ
よ
ね
。

司
書　

 

そ
う
だ
よ
ね
。
こ
れ
は
、『
す
ご
い
空
の
見
つ
け
か
た
』
と
い
う

本
で
、
ど
ん
な
と
き
に
ど
ん
な
空
が
見
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と

を
、
写
真
と
文
章
で
教
え
て
く
れ
ま
す
。

司
書 　

 

武
田
さ
ん
っ
て
、
南
極
に
も
行
っ
た
こ
と
が

あ
る
ん
だ
よ
。

児�

童　

え
っ
！　

冒
険
家
な
の
？

司
書　

 

観
測
隊
員
と
し
て
、
一
年
間
南
極
に
行
っ
て
い

た
そ
う
で
す
。
こ
の
本『
南
極
大
陸
の
ふ
し
ぎ
』

で
は
、
そ
の
と
き
の
様
子
を
、
た
く
さ
ん
の

写
真
と
文
章
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

長
野
県
駒
ヶ
根
市
立
赤
穂
南
小
学
校

学
校
司
書　

米よ
ね

山や
ま

篤あ
つ

美み	

×�

五
年
生
（
35
名
）

学
校
司
書
に
よ
る
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
。
学
級
担
任（
司
書
教
諭
）は
Ｔ
２
と
し
て
支
援
に
入
る
。

本
時
は
、「
天
気
を
予
想
す
る
」（「
国
語
」
五
年
ｐ
138
〜
）
の
二
時
で
あ
る
。
科
学
的
な
読
み
物
に
興
味
を
も
ち
、
写

真
や
絵
を
使
っ
た
説
明
の
し
か
た
に
着
目
す
る
。

本
時
の
ね
ら
い

指
導
形
態

ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
を
始
め
ま
す

1

─
「
天
気
を
予
想
す
る
」（
五
年
）と
関
連
さ
せ
て
─

事
例
２「
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
」

紹
介
し
た
本
は
、

横
の
ラ
ッ
ク
に

3

地
域
・
学
校
の
特
性
を
考
慮
し
て
選
ん
だ
本
も

4

筆
者
の
武
田
さ
ん
っ
て
、

こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
人

2
▲自由読書の時間になると，多くの子どもたち
が学校司書・米山先生のもとへ。



1213

深
い
学
び
を

支
え
る

学
校
図
書
館

　

子
ど
も
た
ち
が
使
い
た
く
な
る
、
使
い
や
す
く
な
る
図

書
館
に
す
る
た
め
の
、さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

学
校
図
書
館
の

工
夫
い
ろ
い
ろ

図書館が
使いやすくなる

図書館に
居たくなる

▲

図書館の入り口に，館内マッ
プ（「ゆめのくに」は図書館の愛
称）を掲示。NDCの分類を基準
としながら，特に子どもたちが
手に取る本や，調べ学習に必要
な本は目立つように表示されて
います。（川越市立南古谷小学校）

▲

先生からのおすすめの本。紹介文に
は，「先生も主人公と同じように…」「こ
の本は，小学校高学年のころに読みま
した」など，先生自身の本にまつわる
エピソードなども書かれています。子
どもたちにとっては，とても興味深い
紹介文です。（川越市立南古谷小学校）

▲国語の授業（「広がる，つながる，わたしたちの読書」）で，５年生がポッ
プを作成。完成したポップを，図書館入口の廊下に掲示。多くの子ど
もがこれを見て本を借りたそうです。（駒ヶ根市立赤穂南小学校）

▲読書の質を高めることをねらいとした「緑野文庫」。
低中高学年の枠で幅をもたせて選書。それをさらに初級・
中級・上級のスモールステップに分け，子どもが選書し
やすいようにしています。また，「ただページをめくっ
ているだけ」にならないよう，例えば低学年は，読後に
クイズを実施。クイズに答えられるように読むことで，
確かな読解力が身につきます。（狛江市立緑野小学校）

▲

課題図書の別置コーナー。ノンフィクションの読み方を
指導するために，各学年，課題図書を設定しています。右
の写真は，5年の課題図書『森は生きている』（富山和子�著）
の別置コーナーです。内容理解の助けとなるよう，本に登
場する，現代の子どもにはなじみのない道具を実物で展示
しています。（狛江市立緑野小学校）

▲書架の間には小さなベンチが設置されて
います。ちょっと本の内容を確かめたいと
きなどにちょこっと座れる居心地のよい場
所です。（川越市立南古谷小学校）

▲

読み聞かせコーナー。使用するときは，カーテン
を引いて書架を隠します。そうすることで，余計な
情報が目に入らず，読み聞かせに集中できる環境に
なります。また，段差があることで，どの場所に座っ
ても本がよく見えるようになっています。新校舎建
築の際，視察や検討を重ね，このようなつくりにし
たそうです。（狛江市立緑野小学校）

もっと本が
読みたくなる
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1975年，兵庫県生まれ。国立
国語研究所准教授，帝塚山大
学教授などを経て，現職。国語
科教育だけではなく，外国語と
しての日本語教育の研究にも従
事する。光村図書小学校『国
語』教科書編集委員。

イ a
A

あん

Z
! ?

連
載

  
国
語
と

  
外
国
語
の

  

よ
り
よ
い
関
係

3

高
い
か
ら
で
す
。
「
英
語
に
は
そ
ん
な
に
触
れ
る
機

会
は
な
い
よ
」
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

実
は
ロ
ー
マ
字
に
触
れ
る
機
会
は
も
っ
と
少
な
い
の

で
す
。

　

ロ
ー
マ
字
が
積
極
的
に
使
わ
れ
る
の
は
、
駅
名

や
道
路
の
標
識
ぐ
ら
い
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
目

に
す
る
と
い
う
点
で
は
、
「ST

O
P

」
や
「IN

」

の
ほ
う
が
ず
っ
と
頻
度
が
高
い
と
い
え
ま
す
。

「SU
T

O
PPU

」
に
は
違
和
感
が
あ
る
で
し
ょ
う

し
、
「IN

N

」
だ
と
別
の
意
味
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。

　

で
す
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
「
街
で
ロ
ー
マ
字
を

集
め
て
き
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
も
、
集
ま
っ
て
く

る
の
は
英
語
ば
か
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
は
明
ら

か
で
す
。

街
の
道
路
標
識
の
ロ
ー
マ
字

　

で
は
、
「
街
の
道
路
標
識
を
写
真
に
撮
っ
て
集
め

て
き
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
の
は
、
ロ
ー
マ
字
学
習
に

と
っ
て
適
切
で
し
ょ
う
か
。
実
は
こ
の
学
習
方
法
に

も
少
し
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

左
の
写
真
（
※
１
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
本
来
で

あ
れ
ば
、
長
音
記
号
を
付
け
る
べ
き
と
こ
ろ
が
、
省

略
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
、
「
２
チ
ョ
メ
」

「
ト
カ
イ
ド
」
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

観
光
地
を
中
心
に
交
通
案
内
標
識
を
量
的
に
調

査
し
て
い
る
研
究
（
※
２
）
に
よ
る
と
、
収
集
し
た

デ
ー
タ
の
71
％
が
「
長
音
記
号
な
し
」
に
な
っ
て
い

る
と
の
こ
と
で
、
な
ん
と
長
音
記
号
が
な
い
ほ
う
が

多
い
の
で
す
。
こ
れ
は
、
実
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
入

力
ル
ー
ル
に
も
共
通
す
る
こ
と
で
す
。
子
ど
も
た
ち

に
は
、
本
来
の
ロ
ー
マ
字
表
記
と
は
異
な
る
こ
と
を

ロ
ー
マ
字
と
英
語
は
異
な
る
も
の

　

学
習
指
導
要
領
で
は
、
第
三
学
年
で
ロ
ー
マ
字
の

読
み
書
き
を
学
習
し
、
そ
の
学
習
を
基
盤
と
し
て
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
文
字
を
入
力
す
る
な
ど
の
操
作
の

習
得
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

小
学
校
に
お
け
る
ロ
ー
マ
字
の
学
習
で
は
、
日
本

語
の
音
が
、
原
則
と
し
て
子
音
と
母
音
の
組
み
合
わ

せ
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が

重
要
で
す
。
ロ
ー
マ
字
は
、
英
語
で
も
使
わ
れ
る
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
は
あ
り
ま
す
が
、
英
語
そ
の
も
の

と
は
基
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
街
に
出
る
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
、

ロ
ー
マ
字
だ
け
で
は
な
く
英
語
で
も
よ
く
使
わ
れ
て

お
り
、
外
国
語
活
動
が
始
ま
る
第
三
学
年
の
児
童
に

と
っ
て
、
そ
の
使
い
分
け
と
混
同
は
気
に
な
る
と
こ

伝
え
、
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
注
意
を
促
す
こ
と
が

必
要
で
す
。

街
で「
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」を
探
し
て
は

　

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
り
自
然
な
学
習
活
動
に
な

る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
本
連
載
の
趣
旨
で
も
あ

る
国
語
科
と
外
国
語
活
動
・
外
国
語
科
の
連
携
が
解

消
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
具
体
的
に
は
、

街
で
「
ロ
ー
マ
字
」
を
探
す
の
で
は
な
く
、
開
き

直
っ
て
「
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
を
探
し
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
と
い
う
提
案
で
す
。

　

ロ
ー
マ
字
の
正
確
な
知
識
は
教
室
で
も
学
習
で
き

ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
、
国
語
科
と
し
て
は
、
「
街
の

ど
こ
で
ロ
ー
マ
字
が
使
わ
れ
て
い
る
か
」
を
学
ん
だ

ほ
う
が
効
果
的
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
社
会
科
に

も
つ
な
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
集
ま
っ
て
き
た
も
の
を
ひ
と
ま
ず
ロ
ー

マ
字
と
し
て
読
ん
で
み
て
、
日
本
語
と
し
て
理
解
で

き
な
い
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
う
え
で
、
そ
れ
が
英
語

や
他
の
言
語
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
せ
ま
す
。
そ
の

う
え
で
、
先
ほ
ど
の
「SU

T
O

PPU

」
の
よ
う
に
、

無
理
に
ロ
ー
マ
字
に
置
き
換
え
て
み
る
練
習
を
し
て

は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
「
こ
ん
な
の
見
た
こ
と
な

い
！
」
と
な
れ
ば
、
ロ
ー
マ
字
と
英
語
は
違
う
と
い

う
こ
と
が
理
解
で
き
、
外
国
語
活
動
・
外
国
語
科
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

ロ
ー
マ
字
は
あ
く
ま
で
日
本
語
の
表
記
法
の
一
つ

で
あ
り
、
英
語
と
は
異
な
る
と
い
う
「
違
い
」
を

し
っ
か
り
と
学
習
す
る
こ
と
こ
そ
、
ロ
ー
マ
字
と
英

語
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
役
立
つ
の
で
す
。

ろ
で
す
。
今
回
は
、
街
で
見
か
け
る
ロ
ー
マ
字
と
英

語
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

実
は
ロ
ー
マ
字
よ
り
英
語
の
ほ
う
が

　
　
よ
く
見
か
け
る

　

ま
ず
、
考
え
て
ほ
し
い
の
で
す
が
、
「M

IK
E

」

と
い
う
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
見
た
と
き
、
あ
な
た
は

ど
の
よ
う
に
頭
の
中
で
音
声
化
す
る
で
し
ょ
う
か
。

お
そ
ら
く
は
、
英
語
の
人
名
と
し
て
「
マ
イ
ク
」
が

先
に
思
い
浮
か
び
、
ロ
ー
マ
字
読
み
の
猫
の
名
前
で

あ
る
「
ミ
ケ
」
は
出
て
き
に
く
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

私
た
ち
が
「M

IK
E

」
を
「
マ
イ
ク
」
と
思
い
浮

か
べ
や
す
い
の
は
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
お
い
て

も
、
ロ
ー
マ
字
よ
り
英
語
の
ほ
う
が
触
れ
る
頻
度
が

街
で
見
か
け
る

ロ
ー
マ
字
と
英
語

▲※1　街で見かける道路標識の例

京
都
外
国
語
大
学
教
授　

森も
り  

篤あ
つ

嗣し

　
ロ
ー
マ
字
と
英
語
、
ど
ち
ら
も
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
表
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、

こ
れ
ら
を
混
同
し
て
し
ま
う
児
童
が
い
る
よ
う
で
す
。
今
回
は
、
ロ
ー
マ
字
指

導
を
す
る
際
に
配
慮
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

※
１
…
本
田
弘
之
・
岩
田
一
成
・
倉
林
秀
男（
二
〇
一
七
）『
街
の
公
共

サ
イ
ン
を
点
検
す
る
』大
修
館
書
店

※
２
…
菱
山
剛
秀
・
矢
沢
勇（
二
〇
〇
四
）「
ロ
ー
マ
字
表
記
地
図
お
よ

び
地
図
記
号
に
関
す
る
実
態
調
査
作
業
」『
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

調
査
研
究
年
報
』
p
53-

54

イラスト：カモ
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本
単
元
で
は
、
音
読
を
通
し
て
古
文
の
言
葉

の
響
き
や
リ
ズ
ム
を
味
わ
い
、
文
章
の
内
容
の

大
体
を
知
る
と
と
も
に
、
昔
の
人
の
も
の
の
見

方
や
感
じ
方
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
ま
す
。
中
学
年
で
俳
句

や
短
歌
に
つ
い
て
学
習
し
て
い
る
と
は
い
え
、

本
格
的
な
古
典
と
出
会
う
こ
と
が
初
め
て
の
子

ど
も
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
出
会
う
言
葉
や
文
章

が
難
し
い
と
感
じ
て
し
ま
う
と
、
学
習
意
欲
が

低
下
し
て
し
ま
う
の
で
、
普
段
見
慣
れ
な
い
言

葉
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
古
文
に
対
し
て
、
ど

の
よ
う
に
興
味
・
関
心
を
抱
か
せ
る
か
が
ポ
イ

ン
ト
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

ま
た
、
古
文
の
現
代
語
訳
を
読
む
だ
け
で
は
、

な
か
な
か
「
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ

方
」
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
現

代
の
子
ど
も
た
ち
の
生
活
と
の
相
違
点
を
探
り

な
が
ら
学
習
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
し

か
し
、
そ
の
際
、
違
い
だ
け
で
な
く
、
現
代
と

の
共
通
点
に
も
着
目
す
る
こ
と
で
、
昔
の
人
と
、

今
を
生
き
る
自
分
と
の
つ
な
が
り
を
感
じ
、「
昔

の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
」
に
興
味
・
関

心
を
抱
い
て
い
く
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

本
単
元
で
は
、
次
の
よ
う
な
手
立
て
を
大
切
に

し
な
が
ら
実
践
し
ま
し
た
。

❶�

古
典
に
親
し
み
を
も
っ
て
出
会
う
た
め
の
手

立
て

❷「
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
」に
迫   

　
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
。

　

五
年
の
教
科
書
教
材
「
古
典
の
世
界
」
は
、

（
一
）
で
は
『
竹
取
物
語
』
や
『
徒
然
草
』
な

ど
の
古
文
、（
二
）
で
は
『
論
語
』
や
『
春
暁
』

な
ど
の
漢
文
が
教
材
と
な
り
ま
す
。
ど
れ
も
有

名
な
古
典
ば
か
り
で
す
。「
古
典
の
世
界（
一
）」

で
は
、
登
場
す
る
す
べ
て
の
作
品
を
一
気
に
扱

う
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
『
竹
取
物
語
』
と
出

会
う
と
こ
ろ
か
ら
単
元
を
始
め
ま
し
た
。

　
『
竹
取
物
語
』
は
、
有
名
な
昔
話
『
か
ぐ
や

姫
』
の
原
作
で
あ
る
た
め
、
子
ど
も
た
ち
は
大

体
の
あ
ら
す
じ
を
知
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

「
い
ま
は
む
か
し
…
」
と
い
う
始
ま
り
の
文
か

ら
、
聞
い
た
り
読
ん
だ
り
し
た
こ
と
の
あ
る
さ

ま
ざ
ま
な
昔
話
を
想
像
す
る
子
ど
も
も
多
く
い

ま
す
。
そ
こ
で
、
導
入
場
面
で
、
原
文
を
読
ま

せ
る
の
で
は
な
く
、
耳
で
聞
か
せ
る
と
こ
ろ
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
朗

読
機
能
を
使
い
、
原
文
の
朗
読
を
聞
か
せ
ま
す
。

そ
の
際
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
教
科
書
画
面
に

映
っ
て
い
る『
竹
取
物
語
』に
関
す
る
情
報（
題

名
、
本
文
、
現
代
語
訳
、
解
説
等
）
は
、
ふ
せ

ん
を
使
っ
て
隠
し
て
お
き
ま
す
（
※
１
）。「
い

ま
は
む
か
し
…
」
の
と
こ
ろ
で
、
朗
読
音
声
の

一
時
停
止
を
行
い
ま
す
。
す
る
と
子
ど
も
か
ら

は
、『
桃
太
郎
』『
浦
島
太
郎
』
な
ど
の
昔
話
を

想
起
し
た
発
言
が
み
ら
れ
、「
き
っ
と
昔
話
に

違
い
な
い
」
と
想
像
が
膨
ら
み
ま
す
。
そ
し
て
、

「
た
け
と
り
の
お
き
な
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り

…
」
の
と
こ
ろ
で
、
昔
話
の
『
か
ぐ
や
姫
』
だ

と
気
が
つ
い
て
い
き
ま
す
。
そ
の
後
の
朗
読
で

は
、『
か
ぐ
や
姫
』
を
思
い
出
し
な
が
ら
聞
き

入
っ
て
い
る
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
、「
ど
う
し
て
『
か
ぐ
や
姫
』
だ
と

分
か
っ
た
の
か
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、「〈
竹
取
〉
と
い
う
言
葉

が
出
て
き
た
」「〈
三
寸
〉
と
い
う
言
葉
が
出
て

き
た
」
な
ど
の
発
言
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
隠
し
て
お
い
た
本
文
を
画
面
上
に
示
し
ま

し
た
。
そ
し
て
、
書
き
込
み
ツ
ー
ル
（
直
線
）

を
使
い
、「
今
も
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
」
に

ラ
イ
ン
を
引
い
て
い
き
ま
す
（
次
ペ
ー
ジ
※
２
）。

子
ど
も
た
ち
は
、
普
段
見
慣
れ
な
い
古
文
の
中

か
ら
、
自
分
た
ち
が
知
っ
て
い
る
言
葉
だ
け
を

見
つ
け
出
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
知
っ
て

い
る
言
葉
だ
け
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
な
が
ら
、
こ

の
物
語
の
あ
ら
す
じ
を
捉
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
ラ
イ
ン
を
引
か
な
か
っ
た
言
葉
、

つ
ま
り
、「
今
は
使
わ
れ
て
い
な
い
言
葉
」
に

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
活
用
場
面
❶

古
典
に
親
し
み
を
も
っ
て

出
会
う

▲※1　『竹取物語』の教科書画面。朗読を聞かせている間は，題名・本文
などは，「ふせん」を使って隠しておく。�

1617

1時『竹取物語』の始まりの部分の朗読を聞き，自分が知ってい
る『かぐや姫』の物語との違いについて話し合ったり，今も
使われている言葉を探しながら文章の意味を考えたりす
る。

2時 ・�『竹取物語』について解説した動画を視聴したり，始まり
の部分を暗唱したりしながら，昔の人のものの見方や感
じ方に触れ，感じたり考えたりしたことをワークシート
に書く。
・�『平家物語』『徒然草』『おくのほそ道』の始まりの部分を
音読し，その中からお気に入りの作品を一つ選ぶ。

3時 自分が選んだお気に入りの作品について解説した動画を視
聴したり，始まりの部分を暗唱したりしながら，昔の人のも
のの見方や感じ方に触れ，感じたり考えたりしたことをワー
クシートに書く。

横
浜
市
立
並
木
中
央
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 ,�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。

　
古
典
教
材
を
扱
う
際
、
ま
ず
は
文
章
の
内
容
を
理
解
さ
せ
た
い
と
考
え
、
現
代
語
訳
や
解
釈
を
行
う

こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。し
か
し
、す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、子
ど
も
た
ち
の
反
応
が
だ
ん
だ
ん
鈍
く
な
る
、

と
い
っ
た
経
験
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は
、
指
導
者
用「
国
語
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
」（
以
下
、
デ
ジ

タ
ル
教
科
書
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
ワ
ー
ク
・
資
料
や
、
朗
読
、
書
き
込
み
機
能
な
ど
を
効
果
的
に
活

用
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
興
味
・
関
心
を
高
め
る
実
践
を
お
伝
え
し
ま
す
。

指導目標

◎昔の人のものの見方や感じ方について知ることができる。【伝
国⑴ア（イ），イ（カ）】

○古典の文章を音読し，言葉の響きやリズムを味わうとともに，
文章の内容の大体を知ることができる。【伝国⑴ア（ア），イ（イ）】

指導計画（全3時間）

デジタル教科書の活用場面❶
古典に親しみをもって出会う。

デジタル教科書の活用場面❷
「昔の人のものの見方や感じ方」に迫る。

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。

伝
統
的
な
言
語
文
化　「
古
典
の
世
界（
一
）」（五
年
）ほ
か

─
古
典
を
感
覚
的
に
味
わ
う
こ
と
で
、
興
味
・
関
心
を
高
め
る
─

本文をすべて隠してしまうと，朗読機能が
使えなくなるので，文頭が少しだけ見える
ように「ふせん」をのせるのがポイントです。
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こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
知
っ
て
い
る
言
葉
を

キ
ャ
ッ
チ
し
や
す
い
状
況
が
で
き
、
本
来
難
し

く
感
じ
る
は
ず
の
古
文
と
の
出
会
い
の
壁
を
難

な
く
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し

て
、
書
き
込
み
ツ
ー
ル
を
使
っ
て
、「
知
っ
て

い
る
言
葉
（
今
も
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
）」
を

視
覚
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
、
逆
に
、

「
知
ら
な
い
言
葉
（
今
は
使
わ
れ
て
い
な
い
言

葉
）」に
着
目
す
る
よ
う
に
な
り
、意
欲
的
に『
竹

取
物
語
』
の
解
釈
を
行
う
姿
へ
と
つ
な
が
っ
て

い
き
ま
し
た
。

　

朗
読
機
能
は
、
古
典
の
学
習
に
お
い
て
と
て

も
重
宝
し
ま
す
。「
古
典
の
世
界（
二
）」の『
春

暁
』
で
は
、
教
師
が
漢
詩
の
原
文
を
用
意
し
、

そ
の
原
文
を
見
せ
な
が
ら
朗
読
を
聞
か
せ
ま
す
。

一
見
難
し
そ
う
に
見
え
る
漢
詩
の
原
文
に
対
し
、

そ
の
読
み
方
が
分
か
り
、
子
ど
も
た
ち
と
漢
詩

と
の
距
離
が
一
気
に
近
づ
い
て
い
き
ま
す
。
初

め
は
戸
惑
う
子
ど
も
が
多
い
の
で
す
が
、『
竹

取
物
語
』
の
授
業
と
同
じ
よ
う
に
、「
知
っ
て

い
る
漢
字
」
に
着
目
さ
せ
る
こ
と
で
、
興
味
・

関
心
が
高
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
六
年
の
『
柿
山
伏
』
で
は
、
狂
言
の

言
い
回
し
を
真
似
な
が
ら
音
読
す
る
際
、
朗

読
機
能
の
「
こ
こ
を
読
む
」（
選
択
し
た
部
分

の
み
朗
読
す
る
機
能
）
が
役
立
ち
ま
す
。
自
分

が
担
当
す
る
文
章
（
台
詞
）
の
と
こ
ろ
を
何
度

も
聞
き
な
が
ら
練
習
す
る
子
ど
も
の
姿
を
見
る

着
目
し
、
そ
の
意
味
を
推
測
し
て
い
き
ま
す
。

子
ど
も
が
も
と
も
と
知
っ
て
い
る
話
な
の
で
、

言
葉
の
意
味
を
推
測
す
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
難

し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
少
し
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
解

決
で
き
る
課
題
の
た
め
、
ど
の
子
ど
も
も
意
欲

的
に
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
竹

取
の
翁
と
い
う
人
の
名
前
が
、〈
さ
ぬ
き
の
み

や
つ
こ
〉
な
の
か
な
」「〈
も
と
光
る
竹
…
〉
と

い
う
こ
と
は
、
竹
の
根
元
が
光
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
か
な
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
部
分
の
こ

と
か
な
」
そ
う
言
っ
て
、
竹
の
絵
を
描
い
て
説

明
し
始
め
る
子
ど
も
も
出
て
き
ま
す
。
デ
ジ
タ

ル
教
科
書
の
朗
読
機
能
を
活
用
し
な
が
ら
、
ま

ず
は
音
声
の
み
の
情
報
に
限
定
し
て
提
示
す
る

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
活
用
し
て

　
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
視
覚
的
効
果
や
聴
覚
的

効
果
を
活
用
し
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ

て
難
し
い
と
感
じ
る
古
典
へ
の
導
入
を
工
夫

す
る
実
践
を
紹
介
し
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち

が
、
初
め
て
出
会
う
古
典
に
対
し
て
難
し
い
も

の
と
感
じ
る
か
、
お
も
し
ろ
そ
う
と
感
じ
る
か
、

そ
の
後
の
古
典
の
学
習
と
の
関
連
を
考
え
る
と
、

そ
の
導
入
は
と
て
も
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
子
ど
も
が
な
か
な
か
想
像
し
に
く
い

昔
の
様
子
に
つ
い
て
、
視
覚
的
な
資
料
を
活
用

す
る
効
果
は
大
き
い
と
実
感
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
動
画
資
料
を
視
聴
す
れ
ば
、
必
ず
効
果

が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
動
画

資
料
の
情
報
を
限
定
し
た
り
、
絵
巻
物
な
ど
の

静
止
画
を
活
用
し
た
り
す
る
な
ど
、
子
ど
も
の

実
態
に
応
じ
た
工
夫
が
必
要
で
す
。
デ
ジ
タ
ル

教
科
書
を
効
果
的
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

古
典
を
感
覚
的
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
、
子
ど

も
た
ち
の
古
典
へ
の
興
味
・
関
心
を
高
め
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
活
用
場
面
❷

「
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や

感
じ
方
」に
迫
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
た
だ
音
読
す
る
の
で
は

な
く
、
実
際
の
狂
言
の
言
い
回
し
を
聞
き
な
が

ら
音
読
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
狂
言
独
特
の

リ
ズ
ム
や
言
い
回
し
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
実
感
が
、「
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感

じ
方
」
を
知
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の

で
す
。

　
『
竹
取
物
語
』
の
お
お
ま
か
な
あ
ら
す
じ
を

捉
え
た
段
階
で
現
代
語
訳
を
提
示
す
る
と
、
子

ど
も
た
ち
は
、
自
分
の
解
釈
と
比
べ
な
が
ら
、

興
味
・
関
心
を
も
っ
て
現
代
語
訳
を
読
む
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
の
後
、
現
在
も
読
ま
れ
て
い

る
『
か
ぐ
や
姫
』
の
あ
ら
す
じ
を
、
子
ど
も
た

ち
の
記
憶
を
も
と
に
確
か
め
て
い
き
ま
す
。
昔

話
は
、
口
承
文
学
な
の
で
、
物
語
の
細
部
に
つ

い
て
は
、
人
に
よ
っ
て
内
容
が
異
な
っ
て
い
た

り
、
記
憶
自
体
が
曖
昧
だ
っ
た
り
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の

「
ワ
ー
ク
・
資
料
」
の
動
画
「
か
ぐ
や
姫
と
五

人
の
貴
公
子
」（
※
３
）
を
視
聴
し
ま
す
。
動
画

で
は
、
か
ぐ
や
姫
が
貴
公
子
た
ち
に
無
理
難
題

を
課
し
、
貴
公
子
た
ち
が
そ
れ
を
解
決
す
べ
く

奔
走
す
る
様
子
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も

た
ち
は
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
『
か
ぐ
や
姫
』

と
比
較
し
な
が
ら
、『
竹
取
物
語
』
の
世
界
に

入
っ
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
三
時
で
『
徒
然
草
』
を
選
ん
で
暗
唱

し
た
子
ど
も
は
、「
ワ
ー
ク
・
資
料
」
の
動
画

に
登
場
す
る
「
高
名
の
木
登
り
」
の
話
を
知

り
、
昔
の
人
が
日
常
の
教
訓
と
し
て
考
え
て
い

た
こ
と
が
、
現
代
に
も
通
じ
て
い
る
こ
と
に
驚

き
、『
徒
然
草
』
の
他
の
話
も
読
ん
で
み
た
い

と
興
味
・
関
心
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

　

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
で
は
、古
典
教
材
の「
ワ
ー

ク
・
資
料
」
が
充
実
し
て
い
ま
す
。
五
年
に
は
、

「
兼
好
法
師
と『
徒
然
草
』」や「
松
尾
芭
蕉
と『
お

く
の
ほ
そ
道
』」
な
ど
の
解
説
動
画
や
、「
琵
琶

に
よ
る
語
り（『
平
家
物
語
』）」、六
年
に
は
、「
落

語
『
初
天
神
』」、「
狂
言
『
柿
山
伏
』」
の
動
画

な
ど
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
本
物
に
触
れ
る
こ

と
が
で
き
る
資
料
が
多
く
あ
り
ま
す
。
教
材
文

だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
資
料
を
有
効
に
活

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
昔
の
人
の
も
の
の
見

方
や
感
じ
方
」
を
感
じ
る
き
っ
か
け
が
増
え
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
古
文
や
漢
文
を
暗
唱
す
る
際
、「
ワ
ー

ク
・
資
料
」
の
暗
唱
用
ワ
ー
ク
（
※
４
）
を
活

用
す
る
と
、
よ
り
効
果
的
で
す
。
本
文
の
言
葉

を
隠
し
た
り
表
示
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
、
子
ど
も
た
ち
の
暗
唱
の
状
況
に
応
じ
て

隠
す
量
を
調
整
す
る
な
ど
、
少
し
ず
つ
ス
テ
ッ

プ
ア
ッ
プ
し
な
が
ら
暗
唱
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
原
文
を
音
読
し
な
が
ら
ひ
た
す
ら
暗
唱

す
る
こ
と
も
大
切
で
す
が
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書

の
視
覚
的
効
果
を
活
用
し
な
が
ら
、
楽
し
く
暗

唱
を
す
る
こ
と
で
、
難
し
い
古
典
の
文
章
と
の

距
離
が
縮
ま
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

▲※２　『竹取物語』の教科書画面。書き込みツール（直線）を使い，「知っ
ている言葉」にラインを引く。　

▲※３　「古典の世界（一）」の動画資料「かぐや姫と五人の貴公子」。　▲※４　「古典の世界（一）」のワーク「『竹取物語』を暗唱しましょう」。クリッ
ク一つで，言葉を隠したり表示したりすることができる。　
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常用漢字の字体・字形●2

字
体
・
字
形

常
用
漢
字
の

2

1966 年，東京都生まれ。
文化審議会国語分科会に
おける「常用漢字表の字体・
字形に関する指針（報告）」
（2016年），「常用漢字表」
改定（2010年），「『異字同
訓』の漢字の使い分け例（報
告）」（2014年）の取りま
とめ等に携わる。

接
触
の
有
無
な
ど
の
字
形
の
差
が
字
体
の
違
い

に
ま
で
及
ぶ
例
は
少
な
く
、
多
く
の
場
合
、
字

の
正
誤
を
左
右
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ

る
字
形
が
標
準
で
、
そ
の
他
の
字
形
は
許
容
で

あ
る
と
い
う
考
え
方
も
本
来
は
な
く
、
正
誤
の

観
点
だ
け
で
い
え
ば
、
同
じ
字
体
を
備
え
た
字

形
は
全
て
同
値
な
の
で
す
。

　
「
常
用
漢
字
表
の
字
体
・
字
形
に
関
す
る
指

針
」
に
は
、
字
体
の
違
い
に
は
及
ば
な
い
多
様

な
字
形
の
具
体
例
が
た
く
さ
ん
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
う
ち
の
ほ
ん
の
一
部
を
紹
介
し
ま

し
ょ
う
（
資
料
２
）。
い
ず
れ
も
楷
書
の
文
字
と

し
て
問
題
の
な
い
も
の
で
、
多
く
は
、
戦
後
の

教
科
書
に
も
実
際
に
見
ら
れ
た
字
形
で
す
。

　

御
覧
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
筆
写
の
楷
書
に

お
け
る
文
字
の
形
は
、
本
来
と
て
も
多
様
な
も

の
で
す
。
学
習
指
導
要
領
に
標
準
と
し
て
示
さ

れ
た
漢
字
の
字
形
、
ま
た
、
そ
れ
に
基
づ
い
た

各
教
科
書
の
字
形
だ
け
4

4

が
正
し
い
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
実
際
の
漢

字
指
導
の
場
面
で
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
次
回
は
、
そ
の
点

を
御
一
緒
に
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

「
字
体
・
字
形
」
と
は

　

前
回
は
、「
常
用
漢
字
表
の
字
体
・
字
形
に
関
す
る
指
針
」
が
作
成
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て

お
伝
え
し
ま
し
た
。
今
回
は
、「
字
体
」
と
「
字
形
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

　

の
漢
字
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

こ
の
骨
組
み
が
「
字
体
」
で
す
。

　

字
体
は
、
同
じ
漢
字
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た

く
さ
ん
の
文
字
か
ら
抽
出
さ
れ
る
形
の
上
で
の

共
通
し
た
特
徴
で
あ
り
、
文
字
の
具
体
的
な
形

状
を
背
後
で
支
え
て
い
る
抽
象
的
な
概
念
で
あ

る
と
も
い
え
ま
す
。

　

一
方
、「
字
形
」
と
は
、
字
体
に
肉
付
け
さ
れ
、

具
体
的
に
現
れ
た
個
々
の
文
字
の
さ
ま
ざ
ま
な

形
状
で
す
。
字
体
は
骨
組
み
で
す
か
ら
、
実
際

に
書
か
れ
て
具
体
的
な
字
形
と
な
っ
て
現
れ
る

と
き
、
そ
の
形
は
一
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同

じ
文
字
と
し
て
認
識
さ
れ
る
範
囲
で
、
無
数
の

形
状
を
持
ち
得
ま
す
。
前
述
の
例
で
い
う
な
ら

異
な
る
人
の
書
い
た
文
字
や
さ
ま
ざ
ま
な
印
刷

文
字
そ
れ
ぞ
れ
の
形
状
と
い
う
こ
と
で
す
。
字

の
形
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
っ
て
も
、
字
体
を
備
え

て
い
れ
ば
、
そ
の
文
字
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の

で
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
漢
字
指
導
で
は
、
漢
字
の
字
形

の
細
か
な
違
い
ま
で
が
注
目
さ
れ
、
そ
れ
に

よ
っ
て
正
誤
の
判
断
が
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
常
用
漢
字
表
に
基
づ
け
ば
、

字
体
の
違
い
に
及
ば
な
い
よ
う
な
字
形
の
違
い

は
正
誤
に
影
響
し
ま
せ
ん
。

　
　
　

　

で
は
、
文
字
が
そ
の
文
字
の
字
体
を
備
え
て

い
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
、

字
形
の
違
い
が
字
体
の
違
い
に
及
ぶ
例
を
見
ま

し
ょ
う
。「
干
」
と
い
う
字
は
、
一
画
目
を
右

か
ら
は
ら
う
よ
う
に
書
く
と
「
千
」
に
、
ま
た
、

縦
画
の
最
後
を
は
ね
る
と
、「
于う

」
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
点
画
の
方
向
や
と
め
、
は
ね
の
有

無
な
ど
に
よ
る
字
形
の
差
が
、
字
体
の
違
い
に

ま
で
及
ぶ
例
で
す
。「
干
」
は
一
画
目
の
運
筆

の
方
向
を
変
え
た
り
、
縦
画
を
は
ね
た
り
す
る

と
、「
干
」
の
字
体
を
備
え
な
い
こ
と
に
な
り
、

別
の
漢
字
に
な
り
ま
す
。

　

一
方
、「
比
」
と
「
風
」、
ま
た
「
木
」と「
牧
」

と
い
う
字
は
、
資
料
１
の
い
ず
れ
の
書
き
方
を

し
て
も
ほ
か
の
漢
字
に
見
誤
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
場
合
、
点
画
の
方
向
や
、
と
め
、

は
ね
を
変
え
て
も
、
他
の
漢
字
や
ど
ん
な
漢
字

に
も
該
当
し
な
い
も
の
に
は
な
ら
ず
、
ど
ち
ら

も
同
じ
字
体
を
備
え
た
同
じ
漢
字
で
あ
る
と
判

断
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
大
切
な
の
は
、
例
示
し
た
字
形
が
ど

れ
も
楷
書
で
実
際
に
使
わ
れ
て
き
た
と
い
う
点

で
し
ょ
う
。
昭
和
三
十
年
代
ま
で
の
小
学
校
の

教
科
書
に
は
い
ず
れ
の
字
形
も
見
ら
れ
ま
す
。

ど
ち
ら
の
書
き
方
を
し
て
も
、
本
来
は
問
題
な

い
の
で
す
。

　

点
画
の
長
短
、方
向
や
と
め
、は
ね
、は
ら
い
、

　
「
字
体
」
と
は
「
文
字
の
骨
組
み
」
の
こ
と

で
す
。
手
書
き
さ
れ
た
文
字
に
は
、
書
き
癖
や

筆
圧
の
差
な
ど
、
書
い
た
人
の
個
性
が
に
じ
み

出
ま
す
。
同
じ
漢
字
を
複
数
の
人
が
手
書
き
す

れ
ば
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
人
数
と
同
じ
数
だ

け
違
っ
た
形
の
字
が
現
れ
る
で
し
ょ
う
。
同
じ

漢
字
を
印
刷
す
る
と
き
に
も
、
明
朝
体
や
ゴ

シ
ッ
ク
体
の
よ
う
に
、
異
な
っ
た
形
を
持
つ
た

く
さ
ん
の
種
類
の
印
刷
文
字
が
選
択
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
は
、
書
か
れ
た
文
字
か
印

刷
文
字
か
に
よ
ら
ず
、
形
の
違
い
が
あ
る
範
囲

に
収
ま
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
同
じ
文
字
と

し
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
が
で

き
る
の
は
、
そ
の
文
字
の
骨
組
み
が
そ
れ
ぞ
れ

▲資料2

▲資料1

連    
載

楷
書
の
字
形
の
多
様
性
を

理
解
し
た
う
え
で

長
短
に
関
す
る
例

方
向
に
関
す
る
例

つ
け
る
か
、
は
な
す
か
に
関
す
る
例

は
ら
う
か
、
と
め
る
か
に
関
す
る
例

は
ね
る
か
、
と
め
る
か
に
関
す
る
例

そ
の
他
（
交
差
の
有
無
、
接
触
の
位
置
な
ど
）
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字
体
を
備
え
て
い
る
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か

「
字
体
」
と
「
字
形
」

字
体
の
違
い
に
及
ば
な
い

字
形
の
違
い
の
例
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国語指導 学びの連続性を意識して
11

六
年
生
担
任

細
田
先
生

三
年
生
担
任

菅
谷
先
生

四
年
生
担
任

中
田
先
生

五
年
生
担
任

林
先
生

随
筆
っ
て
…

難
し
い
で
す
よ
ね

作
家
の
才
能
が

必
要
と
か
？

学
び
に
は
連
続
性
が

あ
る
っ
て
こ
と
！

い
き
な
り

随
筆
な
ん
て
…

は
い

こ
の
学
習
経
験

が
随
筆
に

つ
な
が
る
の

っ
て
言
っ
て
た
け
ど

こ
れ
ま
で
記
録
と
か

報
告
と
か
創
作
と
か

い
ろ
い
ろ
な
文
章
を

書
い
て
き
た
で
し
ょ
？

連
続
性
？

書
け

ま
す
‼

は
い

は
い

コ
ッ
シ
ー
だ

コ
ッ
シ
ー
だ

イ
ン
ス
タ

映
え
ー
！

書
け
る
っ
て

随
筆
が
で
す
か
？

そ
う
よ
！
　
大
切
な

こ
と
を
忘
れ
て
な
い
？

わ
！

コ
ッ
シ
ー
⁉

「
随
筆
を
書
こ
う
」っ
て

授
業
な
ん
で
す
け
ど

「
随
筆
」な
ん
て
六
年
生
で

い
き
な
り
書
け
る
ん
で

し
ょ
う
か
？

そ
う
ね
え

そ
、

そ
う
な
の
？

学
び
の
連
続
性

に
つ
い
て

説
明
す
る
わ
ね

で
も
、
他
の
学
年

の
学
習
内
容
ま
で

覚
え
ら
れ

な
い
っ
す

学
習
は
こ
ん
な
ふ
う
に

つ
な
が
っ
て
い
る
の

一
年
生
は

「
し
ら
せ
た
い
な
、見
せ
た
い
な
」

（
観
察
文
）

三
年
生
は

「
気
に
な
る
記
号
」

（
調
査
報
告
文
）

四
年
生
は

「
新
聞
を
作
ろ
う
」（
新
聞
）

調
べ
た
こ
と
を

報
告
す
る

文
章
を
書
く

調
べ
た

こ
と
を

整
理
し
て

書
く
こ
と
を

学
ぶ
の
よ

二
年
生
は

「
か
ん
さ
つ
名
人
に─

な
ろ
う
」

（
観
察
記
録
文
）

対
象
を
丁
寧
に

観
察
し
て
記
録
文
を
書
く

観
察
メ
モ
を

も
と
に
文
章
を
書
く

覚
え
な
く
て

大
丈
夫

「
単
元
系
統
一
覧
表
」（
※
）

っ
て
い
う
の
が

あ
る
で
し
ょ

こ
こ
に
六
年
間
の

学
習
内
容
が

書
い
て
あ
る
の
よ

五
年
生
の
分
だ
け

と
に
か
く
教
え
よ
う
！

四
年
生
で

何
を
学
ん
だ
か
？

次
の
六
年
生
で
は

何
を
学
ぶ
か
？

五
年
生
の
担
任
だ
っ
た
ら

教
え
る
と
き
に

っ
て
意
識
す
る

こ
と
が
大
事
な
の

と
思
い
が
ち
だ
け
ど

ど
う
や
っ
て
教
え

れ
ば
い
い
の
か

分
か
ら
な
い
よ
ね



24

日常体験を自分の考え方や生き方に関連させて述べる随筆は，中学校で本格的に学びます。随筆に限らず
「書くこと」では，特に学びの積み重ねを意識して，単元の学年間のつながりを共有する時間を！（コッシー）

五
年
生
は
さ
ら
に
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ

「
次
へ
の
一
歩
─
─
活
動
報
告
書
」

（
活
動
報
告
文
）

事
実
と
考
え
を

区
別
し
て
書
く

─

六
年
生
は

「
よ
う
こ
そ
、

私
た
ち
の
町
へ
」

（
調
査
報
告
・
推
薦
文
）

こ
う
し
て
み
る
と

一
年
か
ら
六
年
ま
で

少
し
ず
つ
テ
ク
ニ
ッ
ク
が

加
わ
っ
て
い
る
の
が

分
か
る
で
し
ょ
う
？

随
筆
も
同
じ
よ

記
録
や
報
告
、

そ
れ
か
ら
創
作
で

身
に
つ
け
た
表
現
力
が

生
か
さ
れ
る
の

ち
な
み
に
随
筆
で

い
ち
ば
ん
大
切
な
の
は

「
自
分
に
と
っ
て
の
意
味
」

を
記
述
す
る
こ
と

意
見
文
も

学
習
し
た
こ
と
が

あ
る
で
し
ょ

確
か
に
！

子
ど
も
た
ち
に
も

思
い
出
さ
せ
な
が
ら

学
習
さ
せ
る

勉
強
っ
て

使
え
る
技
術
が

増
え
て
い
く
っ
て

こ
と
な
ん
で
す
ね

本
当
に

そ
う
で
す
ね
！

勉
強
っ
て

役
に
立
つ
ん
だ
ね

五
年
生
で

や
っ
た
よ
ね

あ
っ

そ
う
か
ー

効
果
的
な
構
成
や

表
現
の
し
か
た
を
学
ぶ

学
ん
だ
こ
と
が

中
学
校
、
高
校
、

大
学
ま
で
つ
な
が
っ
て

い
く
の
よ

そ
の
点

先
生
た
ち
は

い
い
わ
ね
え

ど
ん
な

本
か
し
ら

純
文
学
？

小
説
？

お
ス
ス
メ
の

ゾ
ン
ビ

恋
愛
小
説
！

コ
ッ
シ
ー
は

お
気
に
入
り
の

ゾ
ン
ビ
恋
愛
小
説

あ
り
ま
す
か
？

あ
れ

い
な
い

速
っ
！

い
え
ー
い
‼

ゾ
ン
ビ
⁉

え
ー
と

今
日
の

テ
ー
マ
は
…

こ
れ
は

ど
ん
な

集
ま
り
な
の
？

若
手
教
師
の

読
書
サ
ー
ク
ル

な
ん
で
す

テ
ー
マ
に
沿
っ
た

本
を
紹
介

し
合
い
ま
す

わ
あ
！

ス
テ
キ
ね

書
く
力
は
大
人
に

な
っ
て
か
ら
も

必
要
で
す
も
ん
ね

そ
の
と
お
り
！

じ
ゃ
あ

学
び
の
連
続
性
を

意
識
す
る
に
は

他
の
学
年
と
の

情
報
交
換
が

大
切
だ
ね


