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小
賢
し
い
坊
主   

ミ
ム
ラ

わ
た
し
と

こ
と
ば

説
明
文
の
教
材
研
究

　



1984年，埼玉県生まれ。2003年，ドラマ「ビギナー」でデビュー後，テレビ・映画・舞台など多方面で活躍。雑誌や新聞などでの執筆活動も行う。
著書に，自身の読書経験・読書生活を生かした『ミムラの絵本日和』『ミムラの絵本散歩』（ともに白泉社），近著に10年以上の出演作全てについて
130ページあまりを書きおろした『文集』（SDP）がある。

女
優
　
ミ
ム
ラ

　

幼
少
の
頃
、
私
の
思
考
世
界
の
ポ
ケ
ッ
ト
は
い
つ
も
は
ち
切
れ
ん

ば
か
り
だ
っ
た
。
中
身
は
、
い
つ
か
使
っ
て
み
た
い
と
あ
ち
こ
ち
か

ら
集
め
て
き
た
言
葉
達
。

　

末
っ
子
と
い
う
言
葉
拙
い
立
場
に
因
る
、
発
言
を
蔑
な
い
が
しろ
に
さ
れ
が

ち
な
境
遇
。
こ
れ
を
打
破
す
る
た
め
に
、
少
し
で
も
大
人
っ
ぽ
い
言

葉
遣
い
が
し
た
か
っ
た
。
そ
こ
で
図
書
館
や
近
所
の
大
人
達
か
ら
集

め
た
言
葉
を
、
す
ぐ
に
使
え
る
よ
う
に
ス
タ
ン
バ
イ
。
闇
雲
に
使
う

の
で
は
逆
に
馬
鹿
に
さ
れ
る
の
で
、
意
味
を
が
っ
ち
り
と
捉
え
た
タ

イ
ミ
ン
グ
で
解
き
放
っ
て
や
り
た
い
と
、
幼
い
私
は
爪
先
立
ち
で
ウ

ズ
ウ
ズ
し
て
い
た
。
言
葉
選
び
は
楽
し
い
遊
び
で
も
あ
っ
た
。

　

そ
ん
な
七
才
の
正
月
。
年
賀
状
が
昼
近
く
に
な
っ
て
も
届
か
ず
、

ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
と
家
族
で
心
配
し
て
い
た
。
窓
か
ら
ポ
ス
ト
の

方
を
見
る
と
、
だ
ら
だ
ら
、
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
ス
ピ
ー
ド
で
、

お
疲
れ
顔
の
ア
ル
バ
イ
ト
配
達
員
が
内
股
で
坂
道
を
上
が
っ
て
き
た
。

来
た
よ
！　

と
声
を
か
け
、
集
ま
っ
た
姉
や
父
と
窓
越
し
に
凝
視
し

て
い
る
と
、
そ
の
視
線
に
気
付
い
た
内
股
君
は
急
に
顔
立
ち
も
凛り

り々

し
く
キ
ビ
キ
ビ
動
き
、
真
面
目
な
顔
で
我
が
家
の
ポ
ス
ト
に
投
函
、

颯さ
っ

爽そ
う

と
去
っ
て
い
っ
た
。

　

ポ
ケ
ッ
ト
に
ぴ
っ
た
り
の
言
葉
が
あ
る
と
気
付
い
た
私
は
、
ヨ
シ

今
だ
！　

と
鼻
息
荒
く
繰
り
出
し
た
。

 

「〝
小
賢
し
い
坊
主
〟
だ
ね
」

　

一
瞬
の
沈
黙
の
後
、
家
族
は
大
爆
笑
。
言
葉
に
は
意
味
と
タ
イ
ミ

ン
グ
だ
け
で
な
く
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
あ
り
、
そ
れ
が
使
用
者
と
か
け

離
れ
る
と
可お

笑か

し
い
、
と
い
う
理
解
の
な
か
っ
た
私
は
き
ょ
と
ん
と

し
た
。

　

今
で
も
使
っ
て
み
た
い
言
葉
は
多
々
あ
る
が
、
ポ
ケ
ッ
ト
で
は
な

く
引
き
出
し
に
、
誤
用
し
な
い
よ
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
し
て
し
ま
っ

て
い
る
。
ま
た
、
役
者
を
や
っ
て
い
て
さ
ら
に
得
た
感
覚
と
し
て
は
、

言
葉
に
は
骨
格
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
例
え
ば
時
代
劇
で
高
い
身

分
の
奥
方
を
演
じ
る
と
な
る
と
、
私
生
活
の
会
話
で
も
夫
へ
の
敬
語

が
自
然
と
増
え
る
。
猫
背
で
「
は
ー
い
、わ
か
っ
た
ぁ
」
な
ん
て
言
っ

て
い
る
人
間
に
は
、
し
ゃ
ん
と
し
て
「
仰
せ
、
か
し
こ
ま
っ
て
ご
ざ

い
ま
す
」
な
ん
て
言
葉
は
遣
い
こ
な
せ
な
い
。
口
真
似
し
た
だ
け
で

は
ぎ
こ
ち
な
さ
が
漂
い
、
滑
稽
に
映
っ
て
し
ま
う
は
ず
だ
。

　

骨
格
を
掴つ
か

み
、
そ
れ
を
使
い
こ
な
す
筋
力
（
普
段
の
言
葉
遣
い
）

の
支
え
を
得
れ
ば
、
言
葉
は
真
の
力
を
発
揮
す
る
。
ま
さ
に
〝
小
賢

し
い
小
娘
〟
だ
っ
た
当
時
の
私
が
こ
れ
を
知
っ
た
ら
、
き
っ
と
目
を

輝
か
せ
る
だ
ろ
う
。

　

言
葉
選
び
は
、
今
で
も
お
気
に
入
り
の
遊
び
で
あ
る
。　

こ
　
　
　
　
　
ざ
か
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説
明
文
の

教
材
研
究

教
材
研
究
の
進
め
方
、
始
め
る
前
に
押
さ
え
て
お
く
べ
き
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、

青
山
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

特 
集

は
じ
め   

      

に

説明文の教材研究
特 

集

0203

青
あお

山
やま

由
ゆ

紀
き

東京都生まれ。筑波大学大学院修士
課程修了。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『古典が好きに
なる』（光村図書），『板書 きれいで
読みやすい字を書くコツ』( ナツメ
社／樋口咲子共著）など。光村図書 
小学校『国語』教科書編集委員。

教
材
研
究
で
は
、

ど
の
よ
う
な
方
法
で
、

何
に
着
目
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

筑
波
大
学
附
属
小
学
校
の

青
山
由
紀
先
生
に
よ
る

「
す
が
た
を
か
え
る
大
豆
」（
三
年
下
）

の
教
材
研
究
と
授
業
リ
ポ
ー
ト
、

そ
し
て
、
横
浜
国
立
大
学
の

髙
木
ま
さ
き
先
生
か
ら
の
お
話
を
も
と
に
、

説
明
文
の
教
材
研
究
で
重
要
な
こ
と
、

そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

　
教
材
分
析
を
す
る
前
に

　
「
で
は
早
速
、
教
材
分
析
へ
」
と
言
い
た
い
と

こ
ろ
で
す
が
、
そ
の
前
に
、
こ
こ
で
押
さ
え
る
べ

き
指
導
事
項
や
学
習
内
容
と
、
教
材
の
位
置
づ
け

を
確
認
し
ま
す
。
こ
の
と
き
、
単
元
冒
頭
の
単
元

名
・
リ
ー
ド
文
が
参
考
に
な
り
ま
す
。

● 

押
さ
え
る
べ
き
こ
と

　

中
学
年
の
「
読
む
こ
と
（
説
明
文
）」
で
主
に

身
に
つ
け
さ
せ
た
い
の
は
、「
ま
と
ま
り
を
捉
え

る
」
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
を
さ
ら
に
細
分
化
す
る

と
、
三
年
で
は
、

　
・「
初
め
・
中
・
終
わ
り
」
を
捉
え
る
。

　
・
中
心
と
な
る
語
や
文
を
捉
え
る
。

と
い
う
力
を
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
の

で
、
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
、
教
材

を
読
ん
で
い
き
ま
す
。

● 

教
材
の
位
置
づ
け

　
「
読
む
こ
と
（
説
明
文
）」
単
元
で
の
既
習
の
内

容
を
確
認
し
て
、
本
単
元
で
生
か
し
、
深
め
ら
れ

る
こ
と
を
明
確
に
し
ま
す
。
前
の
単
元
の
第
二
教

 

　「
教
材
分
析
」と「
授
業
化
」

　

教
材
研
究
と
聞
く
と
、
な
ん
と
な
く
「
教
材
を

研
究
す
る
」
こ
と
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
ま
す
。
教
材

に
つ
い
て
の
知
識
・
理
解
を
深
め
る
。
こ
れ
も
、

も
ち
ろ
ん
教
材
研
究
に
含
ま
れ
ま
す
。
で
も
、
そ

れ
が
教
材
研
究
の
全
て
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

私
は
、
教
材
研
究
に
は
、
二
つ
の
ス
テ
ッ
プ
が

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
教
材
を
読
み

解
き
、
そ
の
内
容
や
意
図
に
つ
い
て
理
解
す
る

「
教
材
分
析
」の
ス
テ
ッ
プ
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、

そ
れ
を
も
と
に
し
な
が
ら
子
ど
も
の
実
態
に
合
わ

せ
て
授
業
を
組
み
立
て
る
「
授
業
化
」
の
ス
テ
ッ

プ
で
す
。
こ
の
よ
う
に
分
け
て
考
え
る
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
段
階
で
す
べ
き
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き

ま
す
。

　

今
回
は
、こ
の
考
え
方
に
沿
っ
て
、「
教
材
分
析
」

→
「
授
業
化
」
と
い
う
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
な
が
ら
、

説
明
的
な
文
章
「
す
が
た
を
か
え
る
大
豆
」（
三

年
下
）
の
教
材
研
究
に
取
り
組
ん
で
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

 

材
「
こ
ま
を
楽
し
む
」
は
、

　
・「
問
い
」
と
「
答
え
」
が
あ
る
。

　
・「
中
」
で
事
例
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　
・
写
真
と
文
章
が
対
応
し
て
い
る
。

と
い
う
説
明
文
。
事
例
に
つ
い
て
は
、
他
の
こ
ま

と
「
曲
ご
ま
」「
ず
ぐ
り
」
と
の
、
質
の
違
い
に

は
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
の
流

れ
を
意
識
し
て
、
授
業
を
組
み
立
て
ま
す
。

　

加
え
て
、
教
科
書
で
は
本
教
材
の
後
に
「
食
べ

物
の
ひ
み
つ
を
教
え
ま
す
」
と
い
う
「
書
く
こ
と
」

の
教
材
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
よ
り
効
果

的
に
学
習
で
き
る
よ
う
、
今
回
は
こ
れ
と
本
教
材

を
一
単
元
と
し
て
構
成
し
、「
食
材
に
つ
い
て
説

明
す
る
文
章
を
書
く
」
と
い
う
言
語
活
動
の
も
と
、

本
教
材
を
読
む
こ
と
に
し
ま
す
。

撮影：鈴木俊介
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ステップ

教
材

 
分
析

1

押
さ
え
る
べ
き
指
導
事
項
や
学
習
内
容
、
教
材
の
位
置
づ
け
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
、

教
材
を
詳
し
く
読
み
な
が
ら
、
そ
の
特
徴
を
捉
え
て
い
き
ま
す
。

0405

単
元
の
ね
ら
い
を
確
か
め
る

　

ま
ず
初
め
に
、
単
元
名
・
リ
ー
ド
文
を

読
み
ま
す
。
こ
こ
で
単
元
の
ね
ら
い
を
確

か
め
、
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
教

材
分
析
に
入
る
よ
う
に
し
ま
す
。

題
名
読
み
を
し
て
み
る

　

本
文
の
教
材
分
析
の
前
に
、
必
ず
教
師

自
身
が「
題
名
読
み
」を
し
て
み
ま
す
。「
も

し
、
授
業
で
題
名
読
み
を
し
た
ら
」
と
考

え
な
が
ら
、
題
名
に
疑
問
詞
を
入
れ
て
問

い
を
立
て
て
み
る
の
で
す
。
今
回
は
、「
何

に
姿
を
変
え
る
の
か
」「
ど
の
よ
う
に
し

て
姿
を
変
え
る
の
か
」「
な
ぜ
姿
を
変
え

る
の
か
」「
い
く
つ
に
姿
を
変
え
る
の
か
」

の
四
つ
の
問
い
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

文
章
の
ど
こ
に
ど
の
よ
う
な「
問
い
の
文
」

を
入
れ
た
ら
よ
い
の
か
を
考
え
さ
せ
る
た

め
の
導
入
と
し
て
使
え
そ
う
で
す
。

　

題
名
と
本
文
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

本
文
の
教
材
分
析
を
ひ
と
と
お
り
終
え
た

後
に
考
え
ま
す
（
12
）。

112
「
中
」の
事
例
を
読
む

　

第
二
段
落
の
話
題
提
示
を
受
け
て
、「
く

ふ
う
」
と
食
品
名
に
印
を
付
け
な
が
ら

「
中
」
の
ま
と
ま
り
を
読
ん
で
い
き
ま
す
。

そ
れ
に
よ
り
、

・「
中
」
に
は
、
段
落
ご
と
に
「
く
ふ
う
」

（
事
例
）
が
書
か
れ
て
い
る
。

・
各
段
落
の
一
文
目
に
「
く
ふ
う
」（
段

落
の
中
心
と
な
る
文
）
が
書
か
れ
て
い

る
。

・
段
落
初
め
の
つ
な
ぎ
言
葉
に
、
事
例
の

順
序
性
が
見
え
る
。

・
段
落
を
追
う
ご
と
に
、
作
り
方
を
説
明

す
る
部
分
が
長
く
な
る
。

と
い
う
点
が
見
え
て
き
ま
し
た
。「
く
ふ

う
」
や
食
品
名
に
着
目
さ
せ
る
と
、「
中
」

の
段
落
が
は
っ
き
り
す
る
た
め
、「
初
め
・

中
・
終
わ
り
」
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
そ
う
で
す
。

　

さ
ら
に
、「
中
」
の
事
例
が
、
大
豆
の

姿
に
近
い
順
、
作
り
方
が
簡
単
な
順
、
作

る
の
に
時
間
が
か
か
ら
な
い
順
と
い
っ
た

順
序
で
並
ん
で
い
る
こ
と
も
分
か
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
説
明
の
工
夫
と
し
て
、
子
ど

も
た
ち
に
気
づ
か
せ
た
い
こ
と
で
す
。

6

4
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2

36
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語
彙
学
習

　
「
炒
る
」「
煮
る
」
な
ど
、
た
び
た
び
出

て
く
る
調
理
に
使
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、

必
要
に
応
じ
て
意
味
を
押
さ
え
、
語
彙
学

習
に
展
開
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
す
。

写
真
と
文
章
の
対
応
を
見
る

　
「
中
」
で
の
写
真
の
使
わ
れ
方
に
つ
い

て
考
え
ま
す
。
基
本
的
に
は
、
食
品
名
と

一
対
一
対
応
で
、
食
品
の
写
真
が
添
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
第
五
段
落
の
「
と

う
ふ
」
の
写
真
の
み
、
作
り
方
の
写
真
を

加
え
た
三
枚
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

い
っ
ぽ
う
、
そ
れ
に
対
応
す
る
文
章
で
は

作
り
方
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
こ
と
と
関
連
づ
け
て
、「
文
章
だ
け
で

は
分
か
り
づ
ら
い
か
ら
写
真
が
使
わ
れ
て

い
る
」
と
、
子
ど
も
た
ち
と
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
そ
う
で
す
。

　

あ
る
い
は
、「
に
が
り
」
の
意
味
を
確

認
す
る
、「
と
う
ふ
」
の
作
り
方
が
読
み

取
れ
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
す
る
と
い
っ

た
目
的
で
、
こ
の
写
真
を
使
っ
て
も
い
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

78
ま
と
ま
り
に
分
け
る

　

段
落
番
号
を
振
り
な
が
ら
本
文
を
一
読

し
、
文
章
全
体
を
「
初
め
・
中
・
終
わ
り
」

の
ま
と
ま
り
に
分
け
ま
す
。

話
題
提
示
を
見
つ
け
る

　

文
章
の
話
題
提
示
と
な
る
文
を
確
認
し

ま
す
。
第
一
段
落
の
疑
問
文
を
、
そ
の
文

末
か
ら
「
問
い
の
文
」
と
捉
え
る
こ
と
も

予
想
さ
れ
ま
す
。
こ
の
一
文
を
使
っ
て
、

「
問
い
の
文
と
は
、
文
章
を
通
し
て
筆
者

が
伝
え
た
い
こ
と
の
予
告
編
」
だ
と
押
さ

え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
第
二
段

落
最
後
の
一
文
は
、「
問
い
の
文
」
を
作

ら
せ
る
ヒ
ン
ト
と
な
り
そ
う
で
す
。

注
意
し
た
い
言
葉
１

　

子
ど
も
が
見
過
ご
し
そ
う
な
言
葉
に
は

注
意
し
ま
す
。
漢
字
と
片
仮
名
の
使
い
分

け
は
、
音
読
で
は
気
づ
き
に
く
い
の
で
、

確
認
が
必
要
で
す
。
そ
の
際
、
教
科
書
Ｐ

30
の
写
真
が
使
え
そ
う
で
す
。

345
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教
材
分
析
で
見
え
て
き
た
教
材
の
特
徴
、
授
業
で
使
え
そ
う
な
手
立
て
を
も
と
に
、

身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
と
子
ど
も
た
ち
の
実
態
を
考
え
な
が
ら
、
授
業
を
組
み
立
て
ま
す
。

ステップ

授
業 

    

化

2

0607

▼
単
元
の
目
標

　

単
元
名
・
リ
ー
ド
文
、
学
習
ペ
ー
ジ
の
内
容
、

自
分
の
教
材
分
析
を
も
と
に
し
て
、
単
元
の
目
標

を
設
定
し
ま
す
。
今
回
の
目
標
は
次
の
と
お
り
。

◎
三
部
構
成
の
「
中
」
に
書
か
れ
た
事
例
部
分

に
つ
い
て
、
述
べ
方
の
工
夫
を
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
接
続
語
・「
く
ふ
う
」
で
整

理
さ
れ
て
い
る
こ
と
・
事
例
の
順
序
性
）。

◎
複
数
の
事
例
を
挙
げ
、
構
成
の
整
っ
た
説
明

文
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

▼
予
想
さ
れ
る
子
ど
も
の
反
応

　

本
教
材
に
初
め
て
出
会
っ
た
と
き
、
子
ど
も
た

ち
は
ど
ん
な
反
応
を
す
る
で
し
ょ
う
か
。
き
っ

と
、「
大
豆
は
姿
を
変
え
な
い
よ
！
」「
何
に
姿
を

変
え
る
の
？
」
と
、
ま
ず
は
食
品
名
が
気
に
な
る

は
ず
で
す
。
そ
の
知
的
好
奇
心
を
大
切
に
す
る
た

め
、
題
名
読
み
→
食
品
名
を
探
す
と
い
う
流
れ
で
、

単
元
を
ス
タ
ー
ト
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

▼
全
体
の
流
れ

　

教
材
分
析
を
受
け
て
、
単
元
全
体
の
学
習
の
流

れ
を
考
え
ま
す
（
こ
こ
で
は
、
前
半
の
「
読
む
こ

と
」
に
当
た
る
部
分
の
み
取
り
上
げ
ま
す
）。

①
題
名
読
み
で
問
い
を
作
り
、
全
文
通
読
す
る
。

②
食
品
名
に
印
を
付
け
て
、文
章
を「
初
め・中・

終
わ
り
」
で
捉
え
る
。

③「
初
め
」を
読
み
、「
問
い
の
文
」を
確
認
す
る
。

④「
く
ふ
う
」
を
探
し
な
が
ら
「
中
」
を
読
む
。

⑤
作
り
方
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
に
気
づ
く
。

⑥「
中
」
の
事
例
の
質
の
違
い
に
気
づ
く
。

⑦「
終
わ
り
」
を
読
み
、筆
者
の
考
え
を
捉
え
る
。

⑧「
中
」
の
事
例
の
順
序
性
を
考
え
る
。

　

こ
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
各
時
間
・
学
習
活
動
ご

と
に
手
立
て
を
考
え
て
い
く
と
ス
ム
ー
ズ
で
す
。

▼
言
語
活
動
を
提
示
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ

　

子
ど
も
た
ち
の
思
考
の
流
れ
に
合
わ
せ
て
、
大

豆
に
手
を
加
え
る
工
夫
を
読
み
進
め
、
他
の
食
べ

物
に
つ
い
て
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
頃
に
、「
自

分
で
も
書
い
て
み
よ
う
」
と
、
言
語
活
動
を
提
示

す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

▼
「
中
」
の
事
例
を
整
理
す
る
手
立
て

　
「
読
む
こ
と
」
の
後
に
続
く
「
書
く
こ
と
」
で

生
か
せ
る
よ
う
に
と
い
う
観
点
か
ら
、
教
科
書
Ｐ

40
の
図
を
参
考
に
し
て
、
食
品
名
と
工
夫
を
マ
ッ

プ
で
整
理
し
な
が
ら
読
む
こ
と
に
し
ま
す
。
そ
う

す
れ
ば
、
こ
の
ま
ま
他
の
食
べ
物
に
置
き
換
え
て
、

書
く
と
き
に
も
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の

マ
ッ
プ
は
、
い
つ
で
も
確
認
で
き
る
よ
う
、
模
造

紙
に
書
い
て
お
き
ま
す
。

　

ま
た
、「
作
り
方
が
簡
単
な
順
」
と
い
う
事
例

の
順
序
性
に
気
づ
か
せ
る
た
め
に
、
各
段
落
の
作

り
方
に
当
た
る
部
分
に
色
の
付
い
た
線
を
引
か
せ

る
よ
う
に
し
ま
す
。
こ
れ
で
、
作
り
方
を
書
い
た

文
章
の
量
の
違
い
を
視
覚
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

▼
学
習
の
必
然
性

　

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
の
学
習
の
必
然
性
を
考

え
る
と
、
事
例
の
順
序
に
つ
い
て
は
、「
自
分
が

書
く
と
き
の
ヒ
ン
ト
に
す
る
」
と
い
う
意
識
の
も

と
、
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
近
道
だ
と
考
え
ま
す
。

今
回
は
、「
書
く
こ
と
」
へ
の
橋
渡
し
と
し
て
、「
読

む
こ
と
」
の
最
後
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

こ
こ
で
気
づ
い
た
つ
な
ぎ
言
葉
の
使
い
方
を
、

次
の
「
書
く
こ
と
」
に
生
か
そ
う
と
す
る
な
ど
、

自
然
な
学
習
の
流
れ
が
生
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。

注
意
し
た
い
言
葉
２

　

事
例
の
質
の
違
い
に
も
注
意
し
ま
す
。

第
七
段
落
は
、
次
の
点
か
ら
、
第
三
〜
六

段
落
の
事
例
と
は
質
が
違
う
と
い
え
ま
す
。

・「
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
」
で
段
落
が
始
ま
っ

て
い
る
。

・
取
り
入
れ
る
時
期
や
育
て
方
の
工
夫
で

あ
る
。

・
大
豆
で
な
く
、
ダ
イ
ズ
に
対
す
る
工
夫

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
子
ど
も
た
ち
が
事
例
の
質

の
違
い
に
気
づ
く
た
め
の
手
が
か
り
と
な

り
そ
う
で
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
第
二

段
落
で
押
さ
え
た
「
大
豆
」
と
「
ダ
イ
ズ
」

の
使
い
分
け
に
立
ち
戻
り
（
5
）、
そ
の

違
い
を
理
解
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

も
し
、
第
三
〜
六
段
落
を
「
中
（
前
半
）」、

第
七
段
落
を
「
中
（
後
半
）」
と
捉
え
る

子
が
い
た
ら
、
取
り
上
げ
て
褒
め
て
あ
げ

た
い
と
こ
ろ
で
す
。

筆
者
の
考
え
を
捉
え
る

　
「
終
わ
り
」（
第
八
段
落
）
を
読
む
と
、

最
後
の
一
文
に
筆
者
の
考
え
が
表
れ
て
い

る
の
が
分
か
り
ま
す
。
注
目
す
べ
き
は
、

こ
の
文
に
主
語
が
な
い
こ
と
。「
誰
が
驚

910

か
さ
れ
た
の
か
」
と
問
え
ば
、「
筆
者
」「
筆

者
を
含
め
た
私
た
ち
」
な
ど
と
、
こ
こ
に

筆
者
の
考
え
が
表
れ
て
い
る
こ
と
が
は
っ

き
り
す
る
で
し
ょ
う
。

筆
者
の
情
報
を
確
認
す
る

　

筆
者
の
職
業
や
著
書
な
ど
を
確
認
し
ま

す
。
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
も
と
に
調
べ
る
と
、

子
ど
も
向
け
シ
リ
ー
ズ
絵
本
『
ダ
イ
ズ
の

絵
本
』（
農
文
協
）
の
筆
者
で
あ
る
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
他

の
本
は
、「
書
く
こ
と
」
の
時
間
に
使
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

題
名
と
本
文
の
関
係
を
考
え
る

　

も
う
一
度
題
名
に
戻
っ
て
、
本
文
と

の
関
係
を
考
え
ま
す
（
本
誌
Ｐ
４
参
照
）。

題
名
が
「
す
が
た
を
か
え
る
大
豆
の
く
ふ

う
」
で
な
い
点
に
は
、
工
夫
を
生
み
出
し

た
人
々
を
賞
賛
し
た
い
と
い
う
筆
者
の
考

え
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

自
分
の
分
析
を
振
り
返
る

　

単
元
名
・
リ
ー
ド
文
、
学
習
ペ
ー
ジ
を

見
て
、
自
分
の
教
材
分
析
に
足
り
な
い
と

こ
ろ
が
な
い
か
確
か
め
ま
す
。

1112
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授
業

リ
ポ
ー
ト

前
ペ
ー
ジ
ま
で
の
教
材
研
究
を
経
て
、
青
山
先
生
は
、
ど
ん
な
授
業
を
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

単
元
前
半
の
「
読
む
こ
と
」
の
第
二
時
の
授
業
の
様
子
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

上／最後に模造紙の左横に１・２，右下に８と書
いて，文章のまとまりを俯瞰できるようにする。
右／デジタル教科書の画面を指さしながら，食品
名を答える児童。全員の視線が，画面に集中する。

0809

ら
、
自
分
が
見
つ
け
た
食
品
を
発
表
し
た
い
と
い

う
強
い
気
持
ち
が
う
か
が
え
る
。
指
名
さ
れ
た
ら

前
に
出
て
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
指
さ
し
な
が
ら

食
品
名
を
答
え
る
。
先
生
は
そ
れ
に
合
わ
せ
て
、

画
面
上
に
緑
色
の
線
を
引
い
て
い
く
。
九
つ
の
食

品
が
、
テ
ン
ポ
よ
く
確
認
さ
れ
て
い
く
。

　

途
中
、
先
生
は
、「
い
る
」「
に
る
」
な
ど
、
調

理
の
言
葉
が
出
て
く
る
た
び
に
小
さ
な
模
造
紙
に

書
き
留
め
、
意
味
を
確
認
し
て
い
っ
た
。
児
童
の

語
彙
を
広
げ
、
単
元
後
半
の
「
書
く
こ
と
」
で
生

か
そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

食
品
名
を
マ
ッ
プ
で
整
理
す
る

　
「
で
は
、
み
ん
な
で
、
大
豆
が
姿
を
変
え
た
食

べ
物
を
確
か
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
、

青
山
先
生
が
取
り
出
し
た
の
は
大
き
な
模
造
紙
。

こ
こ
か
ら
は
、
大
豆
か
ら
作
ら
れ
る
食
品
を
、
模

造
紙
上
の
マ
ッ
プ
に
整
理
し
て
い
く
。
模
造
紙
を

使
う
の
は
、
こ
の
後
の
授
業
で
も
、
必
要
な
と
き

に
貼
り
出
し
て
確
認
で
き
る
よ
う
に
と
の
工
夫
だ
。

児
童
は
先
生
が
書
く
の
に
合
わ
せ
て
、
自
分
の

ノ
ー
ト
に
マ
ッ
プ
を
書
き
写
し
て
い
く
。

　

文
章
に
出
て
く
る
食
品
の
順
が
確
か
め
ら
れ
る

よ
う
、「
い
ち
ば
ん
最
初
に
出
て
き
た
の
は
何
だ
っ

た
？
」
と
、
児
童
に
問
い
か
け
る
青
山
先
生
。
同

時
に
、
そ
れ
が
書
か
れ
て
い
る
段
落
も
確
認
し
て

い
く
。
食
品
名
は
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
で
使
っ
た

色
に
合
わ
せ
て
、
緑
色
の
線
で
囲
む
。
児
童
た
ち

は
、
張
り
切
っ
て
食
品
名
と
段
落
番
号
を
答
え
て

い
く
。

　

そ
ん
な
な
か
、第
六
段
落
の
「
な
っ
と
う
」「
み

そ
」「
し
ょ
う
ゆ
」
を
書
き
入
れ
よ
う
と
し
た
先

生
の
手
が
止
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
ん
な
言
葉
を

投
げ
か
け
る
。「
こ
こ
は
、食
べ
物
が
三
つ
も
あ
る
。

二
つ
の
段
落
も
あ
っ
た
ね
。
い
つ
で
も
一
つ
の
段

落
に
一
つ
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」。
こ
の
後
、「
中
」
の

段
落
が
食
品
で
な
く
、
工
夫
ご
と
に
な
っ
て
い
る

こ
と
を
押
さ
え
て
い
く
た
め
の
意
識
づ
け
を
す
る

つ
も
り
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

し
か
し
、
そ
れ
を
聞
い
た
児
童
た
ち
は
、
口
々

に
自
分
の
意
見
を
言
い
始
め
た
。
教
室
全
体
に
活

発
な
声
が
あ
ふ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
先
生
は
、「
一

つ
の
段
落
に
一
つ
だ
と
、
九
段
落
に
な
る
」
と
い

う
発
言
を
取
り
上
げ
、こ
う
返
し
た
。「
九
段
落
？

食
べ
物
の
数
は
い
く
つ
？　

段
落
の
数
は
い
く
つ

だ
っ
た
か
な
。
最
後
ま
で
書
い
た
後
、
数
え
て
み

ま
す
よ
」。
児
童
た
ち
の
注
意
は
、
食
品
と
段
落

の
数
に
向
け
ら
れ
て
い
く
。

　

第
七
段
落
の
「
え
だ
豆
」
ま
で
書
き
入
れ
る
と
、

全
員
で
模
造
紙
を
見
な
が
ら
、
食
品
数
と
段
落
数

を
数
え
る
。
食
品
数
は
九
、
段
落
数
は
五
。
二
つ

の
数
が
違
う
こ
と
を
確
認
し
た
後
、先
生
は「
じ
ゃ

あ
、
こ
の
文
章
は
全
部
で
五
段
落
な
ん
だ
ね
」
と

食
品
名
を
発
表
す
る

　
「
今
日
は
、
大
豆
が
何
に
姿
を
変
え
た
の
か
を

発
表
し
て
も
ら
い
ま
す
よ
。
ど
ん
な
食
べ
物
が
ど

こ
に
書
か
れ
て
い
た
か
な
」。
青
山
先
生
は
そ
う

言
っ
て
、
教
室
前
方
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
デ
ジ
タ
ル

教
科
書
を
映
し
出
し
た
。
前
時
、
児
童
が
自
分
の

教
科
書
に
印
を
付
け
た
食
品
を
発
表
さ
せ
、
全
体

で
共
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
だ
。

　

児
童
の
手
が
元
気
よ
く
挙
が
る
。
そ
の
様
子
か

×	

三
年
生

      

（
三
十
九
名
）

文
章
の
ま
と
ま
り
を
捉
え
る
（
第
二
時
）

筑
波
大
学
附
属
小
学
校
　

青
山
由
紀
先
生	

時 学習活動

１

・題名から「問い」を作り，内容に興味をもつ。
・全文通読し，大豆が姿を変えた食品名に印を付
　ける。
・調理の言葉に興味をもち，調べる。

・全文通読後，印を付けた食品名を発表する。
・食品名をマップ状にまとめる。
・全体構成（初め・中・終わり）を捉える。

3

・「初め」の第１・２段落の内容（大豆とダイズの
　違い）を読み取り，それぞれの段落の役割を理解
　する。
・「中」の事例が「工夫」で整理されていることを
　理解し，第３・４段落の事例の内容を読み取る。

４
・第５段落の事例から，作り方が書かれているこ
　とに気づく（豆腐の写真だけ３枚セットである
　ことに着目させる）。

５

・第６・７段落の事例の内容を読み取る。
・「これらのほかに」の事例は，大豆でなくダイズ
　であることを理解する。
・第８段落の「まとめ」を読み取る。

６
・事例の順序性について，根拠を明らかにしなが
　ら自分の考えを述べる。
・つなぎ言葉の使い方を理解する。

■指導計画（全 6 時）

※第３時あたりで単元後半の活動（書くこと）を提示する。

２

→

→
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授
業
中
、
子
ど
も
は
思
わ
ぬ
発
言
を
す
る
も
の

で
す
。
そ
れ
が
時
と
し
て
、
授
業
の
意
図
に
沿
わ

な
い
場
合
だ
っ
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
、
子
ど

も
が
そ
う
反
応
す
る
の
に
は
、
何
か
理
由
が
あ
る

は
ず
。
発
問
の
し
か
た
、
あ
る
い
は
教
材
の
個
性

が
そ
う
さ
せ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

授
業
の
意
図
も
も
ち
ろ
ん
大
切
で
す
が
、
子
ど
も

の
反
応
に
意
味
を
見
い
だ
し
、
立
ち
止
ま
っ
て
考

え
れ
ば
、
よ
り
深
い
学
び
の
世
界
へ
の
入
り
口
に

立
つ
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
教
材

研
究
の
目
的
が
見
え
て
き
ま
す
。「
そ
の
教
材
を

使
っ
て
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
に

す
る
こ
と
」
と
「
そ
れ
を
超
え
た
、
教
材
の
可
能

性
に
気
づ
い
た
子
ど
も
を
受
け
止
め
る
準
備
を
す

る
こ
と
」。
教
材
研
究
で
は
、
こ
の
二
つ
を
バ
ラ

ン
ス
よ
く
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
、
私
は
考
え
て

い
ま
す
。
取
り
組
む
と
き
に
は
、
次
の
三
点
を
押

さ
え
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

１  「
教
え
た
い
こ
と
」
と
の
関
係
で

　

ま
ず
、
教
材
の
特
徴
や
仕
組
み
を
、「
教
え
た

い
こ
と
（
指
導
目
標
）」
と
の
関
係
で
捉
え
る
こ

と
で
す
。
初
め
に
お
話
し
し
た
、
教
材
研
究
の
目

的
の
一
つ
目
に
関
わ
り
ま
す
。
こ
れ
を
は
っ
き
り

さ
せ
な
い
こ
と
に
は
、
授
業
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

特
に
説
明
文
で
は
、
論
理
を
発
見
す
る
こ
と
、

写
真
や
図
表
の
使
わ
れ
方
を
理
解
す
る
こ
と
を
大

切
に
し
た
い
で
す
ね
。

２  

教
え
る
以
上
の
こ
と
を

　

次
に
、
教
え
る
以
上
の
内
容
を
、
自
分
な
り
に

読
み
解
い
て
お
く
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
目
的
の

二
つ
目
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

教
材
は
、
教
科
書
で
の
位
置
づ
け
以
上
の
可
能

性
を
秘
め
て
い
ま
す
。
授
業
で
子
ど
も
の
気
づ
き

を
す
く
い
取
る
た
め
に
は
、
教
師
が
指
導
目
標
だ

け
に
と
ら
わ
れ
な
い
目
で
、
教
材
の
特
徴
や
仕
組

み
、
個
性
を
捉
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
青

山
先
生
が
、「
自
分
で
分
析
を
し
た
う
え
で
学
習

ペ
ー
ジ
を
見
る
」
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
の
に
も
、

こ
う
し
た
意
図
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

３  「
一
読
者
」
と
し
て
興
味
を
も
っ
て

　

最
後
に
、
素
直
な
気
持
ち
で
読
ん
で
、
教
材

の
お
も
し
ろ
さ
を
教
師
自
身
が
楽
し
む
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
、
ど
ち
ら
の
目
的
に
と
っ
て
も
大
切

な
こ
と
で
す
。
教
材
へ
の
興
味
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

細
か
な
特
徴
に
も
注
意
が
向
き
ま
す
。「
一
読
者
」

と
し
て
、
教
材
そ
の
も
の
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

一
人
で
取
り
組
む
ば
か
り
で
な
く
、
誰
か
と
共
有

す
る
の
も
い
い
。
き
っ
と
、
自
分
と
は
違
っ
た
読

み
方
に
気
づ
く
は
ず
で
す
。

　

授
業
中
の
子
ど
も
の
反
応
か
ら
、
自
分
の
捉
え

方
を
見
つ
め
直
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
教
材
研
究

は
、
授
業
の
間
や
後
に
も
繰
り
返
さ
れ
う
る
も
の

だ
と
い
え
ま
す
。
何
度
も
教
え
た
こ
と
が
あ
る
教

材
で
も
、
何
度
目
か
に
よ
う
や
く
見
え
て
く
る
も

の
も
あ
る
は
ず
。
ぜ
ひ
、
何
度
も
繰
り
返
し
教
材

研
究
に
取
り
組
ん
で
も
ら
え
た
ら
と
思
い
ま
す
。

（
談
）

続
け
た
。
一
斉
に
「
違
う
！
」
と
返
す
児
童
。「
ど

う
し
て
違
う
の
？
」
と
、
青
山
先
生
。
一
人
の
児

童
が
答
え
る
。「
最
初
の
『
問
い
の
文
』
と
、
最

後
の
『
ま
と
め
』
も
必
要
だ
か
ら
」。
そ
れ
を
聞

く
と
、
先
生
は
「『
初
め
』
と
『
終
わ
り
』
が
必

要
な
ん
だ
ね
」
と
言
い
な
が
ら
、
模
造
紙
の
外
側

の
黒
板
に
、
一
・
二
・
八
と
、
段
落
番
号
を
書
き

足
し
た
（
前
ペ
ー
ジ
写
真
参
照
）。
模
造
紙
の
部

分
（
第
三
〜
七
段
落
）
が
「
中
」、
そ
の
前
（
第

一
・
二
段
落
）
が
「
初
め
」、そ
の
後
（
第
八
段
落
）

が
「
終
わ
り
」。
児
童
は
、
視
覚
的
に
も
し
っ
か

り
捉
え
、
確
か
め
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
第
八
段
落
が
文
章
の
「
ま
と
め
」
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、「
第
一
・
二
段
落

に
『
問
い
の
文
』
が
あ
る
の
か
な
？　

こ
こ
に
は

ど
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
か
、
次
の
時
間
に

考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
」
と
、
青
山
先
生
。
最
後

に
、
調
理
の
言
葉
を
書
い
た
模
造
紙
を
見
せ
な
が

ら
、「
お
料
理
に
使
う
言
葉
も
、
こ
れ
か
ら
も
っ

と
探
し
て
い
こ
う
ね
」
と
付
け
加
え
て
授
業
は
終

了
し
た
。「
も
う
見
つ
け
た
よ
！
」
と
い
う
児
童

の
言
葉
か
ら
、
大
豆
が
姿
を
変
え
る
不
思
議
へ
の

大
き
な
関
心
が
感
じ
ら
れ
た
。

　
教
材
分
析
の
段
階
で
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ

て
の
こ
の
文
章
の
お
も
し
ろ
さ
は
、「
大
豆
が
何

に
姿
を
変
え
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
食
品
だ
け
を
取
り
出

し
て
マ
ッ
プ
に
整
理
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

子
ど
も
の
「
知
り
た
い
」
と
い
う
思
い
に
沿
う
こ

と
で
、
マ
ッ
プ
で
の
整
理
に
必
然
性
が
生
ま
れ
、

「
教
師
か
ら
与
え
ら
れ
た
作
業
」
に
な
ら
ず
に
済

ん
だ
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
こ
の
マ
ッ
プ
は
、
単
元
後
半
の「
書
く
こ
と
」

で
も
生
か
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
知
的
好
奇
心
が
刺
激
さ
れ
る
か
ら
、
内
容
や

説
明
の
工
夫
を
し
っ
か
り
読
も
う
と
す
る
。
そ

し
て
、
そ
の
説
明
の
工
夫
が
分
か
っ
た
か
ら
、

自
分
も
書
き
た
い
と
思
う
。
こ
の
流
れ
を
意
識

し
て
、
単
元
を
組
み
立
て
ま
し
た
。
子
ど
も
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
重

要
で
す
。「
子
ど
も
は
、
ど
ん
な
こ
と
に
気
づ
く

だ
ろ
う
」「
子
ど
も
に
、
ど
ん
な
学
習
活
動
を
さ

せ
よ
う
か
」。
私
は
い
つ
も
そ
れ
を
大
切
に
し
な

が
ら
、
教
材
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

授
業
を
終
え
て
─
─
青
山
先
生
よ
り

■学習指導書のご紹介
学習指導書「『読むこと』の授業
をつくる」（文学編・説明文編）
では，青山由紀先生と椙田萬理
子先生（奈良女子大学特任教授）
の教材研究の方法を紹介しています。
監修は，髙木まさき先生（横浜国立大学教授）。
教材研究の際には，こちらもぜひご活用ください。

・「読むこと」の授業をつくる—文学的な文章編
・「読むこと」の授業をつくる—説明的な文章編
　（いずれも１〜６年全１冊／本体3,500円＋税）

髙
たか

木
ぎ

まさき
静岡県生まれ。横浜国立大学教授。
中央教育審議会国語専門部会委員，
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。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』
教科書編集委員を務める。

調理の言葉は，貼ってはがせる「ふせん模造紙」に書いて好きな
ところに貼って見せられるようにしておく。



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

4

2

4

ここで 活用！

　

第
二
時
で
は
、
教
師
の
範
読
を
聞
い
た
後
、

「
い
つ
・
誰
が
・
何
を
し
た
か
」
を
押
さ
え
て

話
の
大
体
を
つ
か
む
た
め
に
、「
挿
絵
カ
ー
ド
」

を
使
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
カ
ー
ド
を
操
作
し

て
、
物
語
の
順
に
挿
絵
を
並
べ
替
え
て
い
き
ま

す
。
こ
の
挿
絵
カ
ー
ド
は
、
印
刷
し
て
配
布
す

る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
個
人
で
考
え
る
時
間

を
取
っ
た
後
、
電
子
黒
板
を
使
っ
て
、
代
表
の

子
に
、
全
員
の
前
で
並
べ
替
え
を
さ
せ
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
の
視
線
は
代
表
の
子
の
指
先
に
集

中
し
、
み
ん
な
が
「
あ
あ
、
私
と
同
じ
だ
」「
次

は
、
僕
が
や
っ
て
み
た
い
」
と
、
発
表
へ
の
意

欲
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。

感
覚
を
揺
さ
ぶ
る

─
き
ょ
う
み
を
も
っ
た
と
こ
ろ
を
中
心

に
、
し
ょ
う
か
い
し
よ
う
「
ウ
ナ
ギ
の

な
ぞ
を
追
っ
て
」（
四
年
下
）
─

⑴	

単
元
の
指
導
目
標

◎
事
実
と
考
察
の
関
係
を
押
さ
え
て
読
み
、
自

分
が
興
味
を
も
っ
た
と
こ
ろ
、
感
心
し
た
と

こ
ろ
を
中
心
に
文
章
を
要
約
し
た
り
引
用

し
た
り
し
て
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
文
章
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
発
表
し
合
い
、

感
じ
方
の
違
い
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。

主
体
的
な
学
習
を
促
す

「
揺
さ
ぶ
り
」

　

教
師
自
身
が
「
今
日
の
授
業
は
よ
く
で
き

た
」
と
思
え
る
授
業
と
は
、
教
師
主
導
の
流
れ

に
沿
っ
て
児
童
が
反
応
し
、
時
間
内
に
学
習
を

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
を
指
す
こ
と
が

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
学
習
内
容
を

効
率
よ
く
児
童
に
伝
え
る
と
い
う
点
で
は
、
こ

れ
は
よ
い
授
業
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
情
報
化
が
進
展
し

た
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
の

資
質
・
能
力
を
育
て
る
た
め
に
は
、
彼
ら
が
主

体
的
に
学
習
に
取
り
組
め
る
よ
う
な
授
業
の
あ

り
方
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
進
ん
で
考
え
、

主
体
的
に
判
断
し
た
り
表
現
し
た
り
す
る
こ
と

が
で
き
る
、「
創
造
的
な
学
び
の
場
」
と
し
て

の
授
業
で
す
。

る
の
に
適
し
て
い
ま
す
。
空
に
現
れ
た
「
く
じ

ら
ぐ
も
」
と
一
年
二
組
の
子
ど
も
た
ち
と
の
心

温
ま
る
交
流
を
描
い
た
本
教
材
を
大
切
に
扱
い
、

単
元
導
入
で
、
い
か
に
子
ど
も
た
ち
の
想
像
を

膨
ら
ま
せ
る
か
、
工
夫
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
先

生
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

か
く
い
う
私
も
、
同
学
年
の
先
生
と
協
力
し
、

何
日
か
か
け
て
、
段
ボ
ー
ル
と
大
量
の
綿
と
で

大
き
な
く
じ
ら
の
雲
を
作
っ
た
り
、
雲
が
ぽ
っ

か
り
と
浮
か
ぶ
晴
れ
の
日
を
待
ち
、
子
ど
も
た

ち
と
校
庭
に
出
て
雲
を
観
察
し
た
り
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
前
者
に
は
手
間
と
時
間
が
と
て

も
か
か
り
、
後
者
に
は
、
運
を
天
に
任
せ
る
覚

悟
が
必
要
で
し
た
。

　

そ
こ
で
、
指
導
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
（
※
）

の
「
ワ
ー
ク
」（「
は
じ
め
に
②
」）
に
収
録
さ

れ
て
い
る
写
真
と
、
挿
絵
を
活
用
し
て
、
子
ど

も
た
ち
を
想
像
の
世
界
の
入
り
口
へ
と
い
ざ
な

う
導
入
の
し
か
た
を
考
え
て
み
ま
し
た
。

　

ワ
ー
ク
「
は
じ
め
に
②
」
に
は
、
三
枚
の
写

真
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
三
枚
と
も
使
っ
て

も
、
選
ん
で
、
自
分
で
撮
っ
た
写
真
と
組
み
合

わ
せ
て
使
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。「
何
に
見

え
る
か
な
」「
こ
の
雲
に
乗
っ
て
何
を
し
た
い

か
な
」
と
投
げ
か
け
な
が
ら
、
電
子
黒
板
で
拡

大
し
て
見
せ
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の
想
像
は
広

が
り
、
空
や
雲
へ
の
興
味
は
高
ま
り
ま
す
。
あ

る
日
の
朝
の
会
の
ス
ピ
ー
チ
で
は
、
こ
ん
な

　

そ
う
し
た
授
業
を
か
な
え
る
要
素
の
一
つ

が
「
揺
さ
ぶ
り
」
に
あ
る
と
、
私
は
考
え
ま
す
。

授
業
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
認
識
や
思
考
、
心

情
を
揺
さ
ぶ
る
場
面
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
か
と
思

い
ま
す
が
、
今
回
は
、
主
に
単
元
の
導
入
で
デ

ジ
タ
ル
教
科
書
を
活
用
し
た
「
揺
さ
ぶ
り
」
の

事
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

心
を
揺
さ
ぶ
る

─
こ
え
に
　
だ
し
て
　
よ
も
う

　「
く
じ
ら
ぐ
も
」（
一
年
下
）
─

⑴	

単
元
の
指
導
目
標

◎
場
面
の
様
子
を
想
像
し
、
そ
の
様
子
が
表
れ

る
よ
う
に
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
が
で
き

る
。

○
登
場
人
物
の
行
動
を
中
心
に
好
き
な
と
こ
ろ

を
見
つ
け
な
が
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

声
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
昨
日
、

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
雲
を
見
ま
し
た
。
雲
に

乗
っ
て
、な
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
」「
私

は
、
大
き
な
ト
ラ
ッ
ク
み
た
い
な
雲
を
見
つ
け

ま
し
た
。
そ
れ
に
乗
っ
て
、
遠
く
ま
で
行
っ
て

み
た
い
と
思
い
ま
し
た
」。
子
ど
も
た
ち
の
心

が
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
雲
に
乗
っ
て
大
空
を
進
む
、

「
く
じ
ら
ぐ
も
」
の
世
界
へ
と
入
っ
て
い
く
準

備
が
で
き
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

⑵	

単
元
の
指
導
計
画
（
全
八
時
間
）

▼
第
一
時

　

学
習
の
見
通
し
を
も
つ
。

▼
第
二
時

　

教
材
文
を
読
み
、
あ
ら
す
じ
を
捉
え
る
。

▼
第
三
～
六
時

　

音
読
を
楽
し
む
。

▼
第
七
時

　

音
読
を
発
表
し
合
う
。

▼
第
八
時

　

学
習
を
振
り
返
る
。

⑶	

活
用
の
ポ
イ
ン
ト

　

集
団
で
学
ぶ
い
ち
ば
ん
の
よ
さ
で
あ
る
「
人

と
の
関
わ
り
合
い
」
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き

る
、
一
年
生
の
こ
の
時
期
に
ふ
さ
わ
し
い
単
元

で
す
。
本
教
材
は
、
物
語
の
登
場
人
物
と
自
分

と
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
楽
し
い
場
面
を
想
像
す

3

▲「くじらぐも」のワーク「はじめに②」

※デジタル教科書は，電子黒板等に拡大提示する「指導者用デジタル教科書」と，
　児童・生徒一人 1 台のタブレット端末で使える「学習者用デジタル教科書」とに大別される。
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今
回
は
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
動
画
や
写
真
、
ワ
ー
ク
を
効
果
的
に
使
っ
て
、

単
元
の
導
入
で
、
子
ど
も
た
ち
の
学
ぶ
意
欲
や
関
心
を
高
め
る
よ
う
な
活
用
の
し
か
た
を
ご
紹

介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

東京都生まれ。横浜国立
大学大学院教育学研究科
修了。横浜市内の公立小
学校教諭，主幹教諭を経
て，現職。専門分野は，
教育工学（授業設計，情
報 教育），教 科 教育法。
共著書に『タブレット端末
で表現する協働的な学び』

（フォーラムＡ）など。

金
沢
星せ
い

稜り
ょ
う

大
学 

教
授
　
佐さ

藤と
う

幸ゆ
き

江え

単
元
の
導
入
で
、
子
ど
も
を
揺
さ
ぶ
る



デジタル教科書を使いこなそう 4

⑵	

単
元
の
指
導
計
画
（
全
八
時
間
）

▼
第
一
・
二
時

　

教
材
文
を
読
み
、
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
。

▼
第
三
～
五
時

　

内
容
を
整
理
し
、
本
文
を
二
百
字
程
度
で
要

約
す
る
。

▼
第
六
～
八
時

　

紹
介
文
を
書
き
、
そ
れ
を
読
み
合
っ
て
、
友

達
と
自
分
の
考
え
の
相
違
点
と
共
通
点
を

明
確
に
し
て
感
想
を
伝
え
合
う
。

⑶	

活
用
の
ポ
イ
ン
ト

　

食
べ
物
と
し
て
の
ウ
ナ
ギ
を
知
っ
て
は
い
て

も
、
そ
の
ウ
ナ
ギ
が
、
産
卵
の
た
め
に
遠
く
マ

リ
ア
ナ
の
海
ま
で
回
遊
す
る
と
い
う
事
実
を
知

る
子
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
産

卵
場
所
を
突
き
止
め
る
た
め
の
、
研
究
者
た
ち

の
長
期
に
わ
た
る
努
力
に
つ
い
て
知
る
子
は
、

も
っ
と
少
な
い
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
本

教
材
を
通
し
て
そ
れ
を
知
っ
た
と
き
の
驚
き
や

感
動
は
大
き
な
も
の
と
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
も
と
か
ら
生
き
物
に
興
味
・
関
心

の
薄
い
子
に
、
そ
の
驚
き
や
感
動
を
味
わ
わ
せ

る
こ
と
は
、
時
に
難
し
く
も
あ
り
ま
す
。
子
ど

も
た
ち
の
知
的
好
奇
心
を
刺
激
し
、
本
教
材
へ

の
興
味
・
関
心
を
引
き
出
し
た
い
―
―
そ
う
思

い
、
単
元
導
入
で
、
子
ど
も
た
ち
の
興
味
・
関

心
を
引
く
工
夫
を
し
て
み
ま
し
た
。

　
「
ワ
ー
ク
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
ワ
ー
ク
「
は

じ
め
に
」
の
写
真
「
広
い
海
の
様
子
」
と
「
ウ

ナ
ギ
の
た
ま
ご
」。
そ
れ
か
ら
、
ウ
ナ
ギ
の
卵

と
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
、
一
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
の
ビ
ー
ズ
を
使
い
ま
す
。
こ
の
ビ
ー
ズ
を

手
に
持
っ
て
観
察
し
た
り
、
卵
の
大
き
さ
で
あ

る
一
・
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
も
の
さ
し
で
測
っ

た
り
し
た
う
え
で
、
写
真
か
ら
海
の
大
き
さ
を

イ
メ
ー
ジ
さ
せ
ま
す
。
そ
し
て
、「
こ
の
大
海

原
で
、
一
・
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
卵
を
見
つ
け

る
の
に
、
ど
の
く
ら
い
の
時
間
が
か
か
っ
た
だ

ろ
う
」
と
い
う
予
想
を
立
て
さ
せ
ま
し
た
。

　

当
初
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
仕
事
と
は
捉
え
て
い

な
か
っ
た
子
ど
も
た
ち
だ
っ
た
の
で
す
が
、
海

や
卵
の
大
き
さ
を
想
像
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

こ
の
調
査
の
難
し
さ
に
思
い
至
り
ま
し
た
。「
こ

の
海
の
中
か
ら
こ
れ
ほ
ど
小
さ
な
卵
を
ど
う

や
っ
て
見
つ
け
る
の
だ
ろ
う
か
」「
途
中
で
や

め
よ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と

問
い
を
も
っ
て
説
明
文
を
読
む
こ
と
に
つ
な

が
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

認
識
を
揺
さ
ぶ
る

―
筆
者
の
意
図
を
と
ら
え
、
自
分
の
考

え
を
発
表
し
よ
う
「
時
計
の
時
間
と
心

の
時
間
」（
六
年
）
―

⑴	

単
元
の
指
導
目
標

◎
筆
者
の
主
張
と
事
例
を
利
用
し
て
、
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
。

○
事
実
と
感
想
・
意
見
な
ど
の
関
係
を
押
さ
え
、

筆
者
の
意
図
を
捉
え
な
が
ら
自
分
の
考
え

を
明
確
に
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

⑵	

単
元
の
指
導
計
画
（
全
七
時
間
）

▼
第
一
・
二
時

　

学
習
計
画
を
立
て
て
、
事
実
と
意
見
を
整
理

し
な
が
ら
「
笑
う
か
ら
楽
し
い
」
を
読
み
、

自
分
の
考
え
を
も
つ
。

▼
第
三
・
四
時

　

自
分
の
考
え
を
も
ち
な
が
ら
「
時
計
の
時

間
と
心
の
時
間
」
を
読
む
。

▼
第
五
～
七
時

　

筆
者
の
主
張
に
対
す
る
、
自
分
の
考
え
を

ま
と
め
て
発
表
し
、
考
え
が
多
様
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
り
、
事
例
と
考
え
の
関

わ
り
に
つ
い
て
確
か
め
合
っ
た
り
す
る
。

⑶	

活
用
の
ポ
イ
ン
ト

　

本
教
材
は
、
平
成
二
十
七
年
度
版
教
科
書
で

新
し
く
掲
載
さ
れ
た
新
教
材
で
す
。
題
名
だ
け

を
見
る
と
、「
時
計
の
時
間
」
と
「
心
の
時
間
」

が
対
比
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
と
も
思
え
ま
す
。

し
か
し
、「
中
」
で
の
事
例
の
挙
げ
方
や
「
終

わ
り
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る

と
、
筆
者
が
、
両
者
を
対
比
的
に
捉
え
て
い
る

の
で
は
な
く
、
相
補
的
に
捉
え
な
が
ら
「『
心

の
時
間
』
を
頭
に
入
れ
て
『
時
計
の
時
間
』
を

道
具
と
し
て
使
う
と
い
う
、『
時
間
』
と
付
き

合
う
知
恵
が
必
要
だ
」
と
主
張
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。
文
章
を
主
体
的
に
読
み
な
が

ら
、
子
ど
も
た
ち
が
そ
の
こ
と
に
気
づ
き
、
筆

者
の
考
え
に
対
し
て
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
授
業
の
展
開
を
考
え
た
い
も

の
で
す
。

い
て
話
し
合
う
こ
と
で
、「
時
間
」
に
着
目
し

た
り
、
実
際
の
長
さ
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
意

外
性
に
よ
っ
て
、
読
み
の
課
題
を
も
っ
た
り
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
子
ど
も

た
ち
の
主
体
的
な
学
習
に
つ
な
が
っ
て
い
く
は

ず
で
す
。

実
践
か
ら
分
か
る
こ
と

　

今
回
は
、
単
元
の
導
入
に
お
い
て
子
ど
も
た

ち
を
「
揺
さ
ぶ
り
」、
彼
ら
が
「
読
ん
で
み
た

い
」「
疑
問
を
解
決
し
て
み
た
い
」
と
思
え
る

よ
う
な
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
活
用
の
実
践
や
ア
イ

デ
ア
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
単
元
の
導
入
を
少

し
工
夫
す
る
こ
と
で
、
そ
の
後
の
子
ど
も
た
ち

の
学
習
意
欲
や
主
体
性
、
課
題
意
識
は
大
き
く

変
わ
っ
て
き
ま
す
。
ぜ
ひ
、
試
し
て
み
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
今
回
ご
紹
介
し
た
デ
ジ
タ
ル
教
科
書

の
資
料
は
、
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
さ

ま
ざ
ま
収
録
さ
れ
て
い
る
動
画
や
写
真
、
ワ
ー

ク
を
ど
う
生
か
す
か
は
、
先
生
方
の
ア
イ
デ
ア

に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
デ
ジ
タ
ル
教

科
書
を
い
ろ
い
ろ
と
操
作
し
て
み
て
、
自
分
な

り
の
活
用
の
し
か
た
を
考
え
て
み
る
と
い
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
で
は
、
単
元
の
導
入
と
し
て
考
え
ら
れ

る
工
夫
を
、
私
の
実
践
の
紹
介
で
は
な
く
、
ア

イ
デ
ア
と
し
て
提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
も
「
ワ
ー
ク
」（「
は
じ
め
に
①
」「
は

じ
め
に
②
」）
を
活
用
し
ま
す
。
ワ
ー
ク
「
は

じ
め
に
①
」
は
、
自
分
の
体
験
を
踏
ま
え
て
、

時
間
の
流
れ
の
感
じ
方
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た

り
考
え
た
り
す
る
た
め
の
材
料
と
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
ワ
ー
ク
「
は
じ
め
に
②
」
は
、
映
像

を
使
っ
た
ワ
ー
ク
で
す
。
実
際
に
は
同
じ
長
さ

で
は
あ
る
け
れ
ど
、
違
う
長
さ
に
見
え
る
二
つ

の
映
像
を
見
比
べ
、
そ
の
長
さ
の
感
じ
方
に
つ

45

ここで 活用！
ここで 活用！

▲「時計の時間と心の時間」のワーク「はじめに②」 ▲「ウナギのなぞを追って」のワーク「はじめに」
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連    
載

子
ど
も
た
ち
を

「
書
写
好
き
」
に

5

子どもたちを「書写好き」に●5

⑵
原
理
・
原
則
を
発
見
す
る
授
業

　

書
写
に
原
理
・
原
則
が
あ
る
の
と
同
様
に
、

他
教
科
に
も
そ
れ
ぞ
れ
原
理
・
原
則
（
き
ま

り
）
と
い
え
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
他
教
科
で

は
、
ど
の
よ
う
な
授
業
を
行
っ
て
い
る
で
し
ょ

う
か
。
例
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

例
え
ば
、
算
数
で
三
角
形
の
面
積
の
求
め
方

に
つ
い
て
学
習
す
る
と
し
ま
す
。
こ
の
単
元
の

最
初
の
学
習
場
面
で
、
子
ど
も
自
身
に
考
え
さ

せ
る
こ
と
な
く
、
指
導
者
が
初
め
か
ら
「
三
角

形
の
面
積
＝
底
辺
×
高
さ
÷
２
」
と
い
う
公
式

を
教
え
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
授
業
の
進
め

方
は
、
現
在
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
。

　

多
く
の
授
業
で
は
、
そ
れ
ま
で
に
学
習
し
て

き
た
図
形
の
面
積
の
求
め
方
を
応
用
し
て
考
え

さ
せ
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
の
学
習
過
程
の
中

で
、
子
ど
も
た
ち
は
自
ら
、「
平
行
四
辺
形
を

二
つ
に
分
け
る
と
三
角
形
に
な
る
の
で
、
平
行

四
辺
形
の
面
積
を
２
で
割
っ
た
ら
い
い
。
だ
か

ら
、
三
角
形
の
面
積
の
公
式
は
、『
底
辺
×
高

さ
÷
２
』
だ
」
な
ど
と
、発
見
し
て
い
く
の
で
す
。

　

で
は
、
書
写
の
時
間
で
は
、
授
業
が
ど
の
よ

う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

　

二
年
「『
お
れ
』
の　

ほ
う
こ
う
」（
教
科
書

Ｐ
12
・
13
）
の
授
業
を
例
に
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
こ
の
と
き
、
図
５
が
示
す
よ
う
に
、「
縦

長
四
角
形
の
漢
字
の
『
折
れ
』
は
垂
直
方
向
に
、

横
長
四
角
形
の
漢
字
の
『
折
れ
』
は
斜
め
方
向

に
書
く
」
と
い
う
原
則
を
、
指
導
者
の
ほ
う
か

ら
一
方
的
に
子
ど
も
た
ち
に
教
え
込
ん
で
は
い

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「『
お
れ
』
の　

ほ
う
こ
う
」
の
学
習
で
は
、

図
６
の
よ
う
な
「
斜
め
方
向
の
漢
字
カ
ー
ド
」

と
「
垂
直
方
向
の
漢
字
カ
ー
ド
」
を
、
子
ど
も

た
ち
と
と
も
に
分
類
す
る
中
で
、
原
則
を
発
見

さ
せ
る
と
い
う
工
夫
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
工
夫
を
重
ね
な
が
ら
、
教
師
主

体
の
「
書
写
の
原
則
教
え
込
み
」
の
授
業
か
ら

脱
却
し
て
、
子
ど
も
主
体
の
「
発
見
型
」
授
業

を
目
ざ
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

「
原
理
・
原
則
」発
見
型
授
業

　
小
学
校
で
は
、
比
べ
る
・
分
類
す
る
・
序
列
化
す
る
・
類
推
す
る
・
関
連
づ
け
る
な
ど

の
思
考
力
を
子
ど
も
た
ち
に
活
用
さ
せ
、
課
題
解
決
お
よ
び
原
理
・
原
則
（
き
ま
り
）
を

発
見
さ
せ
る
授
業
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
書
写
の
時
間
で
も
、
子
ど
も
た
ち
を
主
体
と

し
た
学
び
を
構
築
し
、
彼
ら
の
目
が
輝
く
授
業
を
目
ざ
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
中
国
の
先
人
た
ち
が
長
い
年
月
を
か

け
て
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
現
在
の

漢
字
を
完
成
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

ま
ず
左
ペ
ー
ジ
図
２
の
よ
う
に
、
う
ろ
こ
や

ひ
れ
を
省
略
し
、
図
３
の
よ
う
に
、
う
ろ
こ
を

四
角
形
に
整
え
て
、
図
４
の
よ
う
に
、
現
在
使

わ
れ
て
い
る
形
が
唐
代
に
完
成
す
る
ま
で
に
、

お
よ
そ
一
九
〇
〇
年
も
の
年
月
が
費
や
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

漢
字
を
整
え
て
書
く
た
め
の
原
理
・
原
則
と

は
、
多
く
の
先
人
た
ち
が
長
い
年
月
を
か
け
て

少
し
ず
つ
完
成
し
て
い
っ
た
「
知
恵
の
結
晶
」

だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

⑴
先
人
た
ち
の
知
恵
の
結
晶

　

図
１
を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
絵
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
今
か
ら
お
よ
そ
三
三
〇
〇
年
前

に
中
国
（
殷
代
）
で
生
ま
れ
た
「
甲
骨
文
」
と

呼
ば
れ
る
文
字
で
す
。
さ
て
何
と
読
む
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
う
で
す
。「
魚
」
で
す
。

　

こ
の
文
字
は
、
目
で
見
て
す
ぐ
に
分
か
る
と

い
う
長
所
は
あ
り
ま
す
が
、
複
雑
す
ぎ
て
形
を

覚
え
る
の
が
大
変
で
す
ね
。
筆
順
も
分
か
ら
な

い
し
、
書
く
の
に
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
す
。

文
字
の

「
原
理
・
原
則
」
と
は

広
島
県
尾
道
市
立
栗
原
小
学
校  

教
頭
　
藤ふ

じ

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
年間，教務主任として土
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。
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子どもたちを「書写好き」に●5

　

そ
し
て
最
後
に
、
原
理
に
つ
い
て
考
え
さ
せ

ま
す
。
原
理
と
は
、
原
則
の
理
由
に
当
た
る
も

の
で
す
。「
ど
う
し
て
、『
土
』
が
『
つ
ち
へ
ん
』

に
な
る
と
、
四
つ
の
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
し
ょ
う
か
」と
、発
問
し
て
み
ま
し
ょ

う
。
図
９
の
よ
う
に
、「
土
」
の
カ
ー
ド
と
「
也
」

の
カ
ー
ド
を
組
み
合
わ
せ
て
み
る
と
理
由
が
分

か
り
ま
す
。「
四
つ
の
工
夫
」が
な
け
れ
ば
、「
土
」

と
「
也
」
が
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。「
う

ま
く
譲
り
合
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
」
と

い
う
こ
と
に
、
子
ど
も
た
ち
が
気
づ
け
る
よ
う

に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

発
問
し
て
み
ま
し
ょ
う
。例
え
ば
、「
の
ぎ
へ
ん
」

の
一
画
目
の
「
払
い
」
が
下
方
向
に
向
か
っ
て

い
る
と
、
横
画
に
ぶ
つ
か
り
そ
う
で
す
。
さ
ら

に
、
次
の
画
に
向
か
っ
て
書
い
た
ほ
う
が
、
流

れ
る
よ
う
に
速
く
書
く
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。

こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、「
払
い
（
は
ね
）」
の
方

向
が
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
。

　

今
回
は
、
書
写
の
原
理
・
原
則
を
、
指
導
者

に
よ
る
教
え
込
み
で
な
く
、
子
ど
も
主
体
の
発

見
型
の
授
業
に
転
換
し
て
い
く
授
業
の
あ
り
方

に
つ
い
て
提
案
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
授
業
で
は
、
子
ど
も
た
ち
に
原

則
を
発
見
さ
せ
る
前
に
、「
試
し
書
き
」
を
さ

せ
て
お
く
と
よ
り
効
果
的
で
す
。「
試
し
書
き
」

に
は
、
学
習
前
の
個
々
の
課
題
が
表
れ
て
お
り
、

こ
れ
を
残
し
て
お
く
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
自

分
が
い
か
に
原
則
を
意
識
せ
ず
に
文
字
を
書
い

て
い
た
か
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
が
意
欲
的
に
参
加
し
、
自
ら
考

え
な
が
ら
学
習
で
き
る
書
写
授
業
を
と
も
に
つ

く
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

そ
れ
で
は
、「
原
理
・
原
則
」
発
見
型
授
業

の
具
体
例
を
い
く
つ
か
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

⑴
左
右
の
組
み
立
て
方

　
「
地
」
と
い
う
文
字
を
使
っ
て
「
左
右
の
組

み
立
て
方
」
の
原
理
・
原
則
を
学
習
す
る
四
年

「
部
分
の
組
み
立
て
方
（
左
右
）」（
教
科
書
Ｐ

14
・
15
）
を
例
に
説
明
し
ま
す
。「
左
右
の
組

み
立
て
方
」
の
原
則
に
は
、
次
の
四
点
が
あ
り

ま
す
。

①
「
へ
ん
」
の
右
端
を
そ
ろ
え
る
。

②
「
へ
ん
」
の
縦
画
を
右
寄
り
に
書
く
。

③
「
へ
ん
」
の
幅
を
狭
く
す
る
。

④
「
へ
ん
」
の
横
画
を
右
上
が
り
に
書
く
。

　

ま
ず
、
こ
の
四
つ
の
原
則
を
踏
ま
え
、
図
７

の
よ
う
に
、「
土
」
と
「
つ
ち
へ
ん
」
を
比
較

し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
「
へ
ん
」
の
工
夫
を
見

つ
け
さ
せ
ま
す
。
一
人
で
考
え
さ
せ
る
ば
か
り

で
な
く
、
グ
ル
ー
プ
学
習
を
さ
せ
て
も
よ
い
で

し
ょ
う
。
そ
の
後
、
子
ど
も
た
ち
が
発
見
し
た

「『
左
右
の
組
み
立
て
方
』
の
原
則
」
を
板
書
し

て
ま
と
め
ま
す
。子
ど
も
た
ち
が
、「
つ
ち
へ
ん
」

の
最
終
画
の
変
化
（「
止
め
」
→
「
払
い
」）
を

⑵
点
画
の
つ
な
が
り
（「
払
い
」
の
方
向
）

　
「
払
い
（
は
ね
）」
の
方
向
に
つ
い
て
の
原
則

は
、「
次
の
画
の
始
筆
に
向
か
っ
て
払
う
（
は

ね
る
）」
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
学
習
す
る
の
が
、

五
年
「
字
形
を
整
え
て
書
こ
う
」（
教
科
書
Ｐ

６
／
図
10
）
で
す
。

　

こ
の
原
則
を
子
ど
も
た
ち
に
発
見
さ
せ
る
た

め
に
は
、
教
科
書
に
あ
る
よ
う
に
、
○ア
「
払
い
」

が
次
の
画
の
始
筆
に
向
か
っ
て
い
な
い
「
和
」

と
、
○イ
「
払
い
」
が
次
の
画
の
始
筆
に
向
か
っ

て
い
る
「
和
」
と
を
比
較
し
て
考
え
さ
せ
る
と

発
見
し
た
場
合
は
、
原
則
⑤
と
し
て
「
最
終
画

の
変
化
」
を
加
え
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ

が
本
時
の
「
ね
ら
い
」
と
な
り
ま
す
。

　

次
に
、
他
の
「
へ
ん
」
に
つ
い
て
も
、「
四

つ
の
『
左
右
の
組
み
立
て
方
』
の
原
則
」
が
当

て
は
ま
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
ま
す
。
図
８
の

よ
う
に
、「
ひ
へ
ん
」
も
「
き
へ
ん
」
も
、
四

つ
の
原
則
が
全
て
当
て
は
ま
っ
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
た
ち

が
見
つ
け
た
原
則
が
、「
つ
ち
へ
ん
」
だ
け
で

な
く
、
他
の
「
へ
ん
」
に
も
当
て
は
ま
る
も
の

で
あ
る
と
確
認
で
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
子
ど
も
が
発
見
し

た
「
払
い
（
は
ね
）
の
方
向
の
原
則
」
を
板
書

し
て
ま
と
め
ま
す
。

　

次
に
、
他
の
文
字
に
つ
い
て
も
「
払
い
（
は

ね
）
の
原
則
」
が
当
て
は
ま
る
か
を
確
認
す
る

こ
と
で
、
こ
の
原
則
が
、「
和
」
だ
け
で
な
く
、

全
て
の
「
払
い
（
は
ね
）」
に
共
通
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

最
後
に
、
原
理
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ま
す
。

「
ど
う
し
て
、『
払
い
』
や
『
は
ね
』
は
次
の
画

の
始
筆
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と

お
わ
り
に

「
原
理
・
原
則
」

発
見
型
授
業
の
例

図 9

図 10
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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
国語指導
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ノート指導は板書から！
4

四
年
生
担
任

加
川
先
生

今
日
は「
ア
ッ
プ
」と

「
ル
ー
ズ
」で
分
か
る
こ
と

と
分
か
ら
な
い
こ
と
を

勉
強
し
ま
し
た

コ
ッ
シ
ー

教
え
て
！

何
か

気
が
つ
く
？

ま
ず
は
右
端
に

教
材
名
と

「
今
日
の
め
あ
て
」

大
事
な

と
こ
ろ
に
は

色
を
使
う

マ
グ
ネ
ッ
ト

シ
ー
ト
を

使
っ
て
も
！

今
日
の
め
あ
て
は
？

「
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
の

違
い
を
見
つ
け
よ
う
」

で
す

そ
し
て
違
い
を

挙
げ
て
い
き
ま
し
た

左
端
に
今
日
の

振
り
返
り

「
ま
と
め
」

「
分
か
っ
た
こ
と
」

を
書
く

ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
で
伝
え
る

中
谷
日
出

分
か
る
　
　
　
　
分
か
ら
な
い

今
日
の
め
あ
て

ま
と
め

分
か
っ
た
こ
と

あ
る
部
分
を
大
き
く

ア
ッ
プ
…

ル
ー
ズ
…

広
い
は
ん
い

しかしでも

な
ん
だ
か
…

い
ろ
ん
な
こ
と
が

書
か
れ
て
い
て
要
点
が

分
か
ら
な
い
か
も
…

そ
う
ね

一
時
間
の
授
業
を

分
か
り
や
す
く
黒
板
に

書
く
た
め
に
は

事
前
に

板
書
計
画
を
立
て
る

こ
と
が
大
事
な
の

そ
れ
を

す
る
に
は

ま
ず
…

先
生
の
板
書
を

見
て
み
ま
し
ょ

あ
ら
？

さ
っ
き
の

授
業
の
板
書
！

ふ
ー
む

ど
う
や
っ
た
ら
子
ど
も
の

ノ
ー
ト
が
き
ち
ん
と
書
け
る

よ
う
に
な
る
？

日
直
さ
ん

ノ
ー
ト
を

集
め
て
ね

誰
も
き
ち
ん
と

ノ
ー
ト
が

取
れ
て
な
い
！

ぬ
あ
ん
じ
ゃ

こ
り
ゃ
〜
〜
！

授
業
の
ノ
ー
ト
が

き
ち
ん
と
書
け
て

な
い
ん
で
す

あ
っ
！

あ
ら

ま
あ

国
語
の
妖
精

コ
ッ
シ
ー
？

な
ん
で

知
っ
て
る
の
？

ネ
ッ
ト
で

す
ご
い

話
題
で
す
よ
！

未Ｕ

Ｍ

Ａ

確
認
動
物
の

カ
テ
ゴ
リ
で
！

何
そ
れ
！

失
礼
ね
っ
!!

ツ
チ
ノ
コ

ネ
ッ
シ
ー

コ
ッ
シ
ー

え な何
事
⁉

こ
れ
も

こ
れ
も
！

は
ー
い

え
…

放
課
後
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すっきりした板書は，確かな教材研究から生まれます。ユニバーサルデザインの視点からも板書計画は
重要ポイント。あなたのひと頑張りで，子どものノートが大変身しますよ。（コッシー）

国語指導
4

ル
ー
ズ
は

人
が
小
さ
い
！

子
ど
も
が
意
見
を

発
言
す
る
の
は

と
っ
て
も
い
い

こ
と
な
の

そ
れ
を
書
き
出
し
て
い
く
と

こ
の
文
章
の
構
成
が

分
か
っ
て
く
る
で
し
ょ

あ
れ
？

真
ん
中
の
×
の

印
は
何
で
す
か

そ
し
た
ら
黒
板
に

「
ア
ッ
プ
」で

分
か
る
こ
と

分
か
ら
な
い
こ
と

「
ル
ー
ズ
」で

分
か
る
こ
と

分
か
ら
な
い
こ
と

教
科
書
本
文
で
は

ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
は

ど
ん
な
ふ
う
に

書
か
れ
て
い
た
？

そ
う
！

そ
の
気
づ
き
が

子
ど
も
に
も
見
え
る

よ
う
に
板
書
す
る

の
が
コ
ツ

…
…
そ
う
か

対
比
！

な
る
ほ
ど
！

と
整
理
し
な
が
ら

子
ど
も
の
意
見
を

書
い
て
い
く

写
真
か
ら
の

情
報
だ
け
で
は
な
く
て

そ
れ
に
対
応
す
る
文
章

を
見
つ
け
さ
せ
る
の

あ
　
そ
う
か

で
も
読
む
こ
と
の

授
業
で
は
そ
れ
を

叙
述
に
結
び
付
け
て

板
書
す
る
こ
と
が
大
事

観
客
が

い
っ
ぱ
い
！

ア
ッ
プ
で
も

選
手
の
名
前
は

分
か
ら
な
い
！

た
く
さ
ん
の

意
見
が
出
ま
し
た
！

そ
れ
を
全
部

書
い
て
い
っ
た
ら

ぐ
し
ゃ
ぐ
し
ゃ
に

な
っ
て
…

そ
し
て
最
後
に

「
ま
と
め
」と

「
分
か
っ
た
こ
と
」を

書
く

私
は
子
ど
も
の

ノ
ー
ト
を

き
れ
い
に

し
た
か
っ
た
ん

だ
け
ど
？

ふ
っ
ふ
っ
ふ

時
短
に
な
る
！

が
ん
ば
っ
て
！

子
ど
も
の
ノ
ー
ト
は

板
書
し
だ
い
な
の

こ
れ
は
必
ず

ク
ラ
ス
全
体
で

や
っ
て
ね

あ
り
が
と
う

コ
ッ
シ
ー
！

私
や
っ
て
み
ま
す
！

は
っ
！

証
拠
写
真

撮
り
忘
れ
た
！

ス
ク
ー
プ

だ
っ
た

の
に
！

Ｕ
Ｍ
Ａ
じ
ゃ

な
い
っ
て
ば
！

こ
れ
で

板
書
計
画
は

バ
ッ
チ
リ
！

わ
あ
！

あ
り
が
と
う

コ
ッ
シ
ー
！

…
っ
て
あ
れ
？

ズ
ル

ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
が

反
対
の
関
係
に

な
っ
て
い
る

黒
板＝

ノ
ー
ト

ま
ず
ノ
ー
ト
は

一
時
間
の
授
業
で

一
見
開
き
に
！

「
今
日
の
め
あ
て
」

「
ま
と
め
」

「
分
か
っ
た
こ
と
」

そ
し
て

授
業
に
沿
っ
て

書
き
込
ん
で

い
け
ば

勉
強
し
た
内
容
が

と
っ
て
も
分
か
り
や
す
い

ノ
ー
ト
に
な
る
わ

先
生
の

ノ
ー
ト
チ
ェ
ッ
ク
も

楽
ち
ん
に

な
る
わ
よ

重
ね
て
提
出

さ
せ
れ
ば

同
じ
場
所
を

見
る
だ
け
！

上
下
を
分
け
て

上
に
は
黒
板
を

下
に
は
自
分
が

考
え
た
こ
と
を

書
く

今
日
の
授
業
で

分
か
っ
た
こ
と

大事なところには色を使う
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小
社
『
国
語
』
教
科
書
で
は
、
平
成
二
十
三
年
度

版
四
年
で
扱
っ
て
い
た
「
こ
と
わ
ざ
・
故
事
成
語
」

を
平
成
二
十
七
年
度
版
か
ら
三
年
で
扱
う
こ
と
に
変

更
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
今
年
度
の
四
年
生

に
、
当
該
事
項
を
学
習
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
学
習

用
資
料
を
ご
用
意
い
た
し
ま
し
た
。

■
学
習
用
資
料
に
つ
い
て

❶
教
材
「
こ
と
わ
ざ
・
故
事
成
語
」（
本
誌
Ｐ
26
・
27
）

　

授
業
内
で
扱
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
想
定
し
た

資
料
で
す
。
一
見
開
き
で
、
こ
と
わ
ざ
・
故
事
成

語
を
一
ペ
ー
ジ
ず
つ
取
り
上
げ
ま
し
た
。

❷
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
「
こ
と
わ
ざ
・
故
事
成
語
」

　

児
童
の
家
庭
学
習
な
ど
で
、
補
助
的
に
ご
使
用

い
た
だ
け
る
資
料
で
す
。
「
こ
と
わ
ざ
」
「
故
事

成
語
」
を
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
ず
つ
ご
用
意
し
て
お
り

ま
す
。

用
語
解
説

●
教
材

●
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

■
ご
指
導
に
あ
た
っ
て

　

本
資
料
は
、
教
材
の
性
質
上
「
慣
用
句
」
の
学
習

時
に
合
わ
せ
て
扱
う
こ
と
を
想
定
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
際
、
「
慣
用
句
」
と
同
一
単
元
と
し
て
扱
う
場

合
と
、
独
立
し
た
二
つ
の
単
元
と
し
て
扱
う
場
合
が

考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
学
級
や
児
童
の
状
況

に
合
わ
せ
て
適
宜
ご
活
用
い
た
だ
け
る
よ
う
、
「
こ

と
わ
ざ
・
故
事
成
語
」
を
単
独
で
扱
う
場
合
の
計
画

例
を
示
し
ま
す
。
「
慣
用
句
」
の
扱
い
に
つ
き
ま
し

て
は
、
小
社
『
小
学
校
国
語　

学
習
指
導
書　

四

下
』
（
P
62
〜
68
）
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

指
導
計
画
例

●
指
導
目
標

◎
長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
・
故
事
成
語

の
意
味
を
知
り
、
生
活
の
中
で
使
う
こ
と
が
で

き
る
。
（
伝
国
⑴
ア（
イ
））

●
計
画
例
（
全
二
時
間
）

１  

教
材
文
を
読
み
、
こ
と
わ
ざ
・
故
事
成
語
に
つ

い
て
知
る
。

２  

設
問
の
こ
と
わ
ざ
・
故
事
成
語
の
意
味
を
調
べ

て
短
い
文
を
作
り
、
友
達
が
作
っ
た
も
の
と
比

べ
る
な
ど
し
、
使
い
方
の
理
解
を
深
め
る
。

●
評
価
規
準

【
関
】　

こ
と
わ
ざ
や
故
事
成
語
に
興
味
を
も
ち
、
意

味
を
調
べ
よ
う
と
し
て
い
る
。

【
言
】　
こ
と
わ
ざ
辞
典
な
ど
を
使
っ
て
、
こ
と
わ
ざ

や
故
事
成
語
の
意
味
や
使
い
方
を
調
べ
、
文
の

中
で
使
っ
て
い
る
。

教
科
書
の
改
訂
に
伴
う
取
り
扱
い
内
容
の
異
動
に
関
す
る
資
料

─
─
四
年
「
こ
と
わ
ざ
・
故
事
成
語
」

さ
る
も

木
か
ら
落
ち
る
木
登
り
が
得
意
な
は
ず
の
猿
も
、
木

か
ら
落
ち
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、

名
人
と
い
わ
れ
る
優
れ
た
人
で
も
、

時
に
は
失
敗
を
す
る
こ
と
が
あ
る
と

い
う
こ
と
。

石
の
上
に
も

三
年

冷
た
い
石
の
上
に
も
、
三
年
座
り
続

け
れ
ば
温
ま
る
こ
と
か
ら
、
つ
ら
く

て
も
我
慢
し
て
が
ん
ば
れ
ば
、
や
が

て
な
し
と
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。

頭
か
く
し
て

し
り
か
く
さ
ず
き
じ
が
、
草
の
中
に
頭
を
隠
し
て
、

尾
が
見
え
て
い
る
の
を
知
ら
な
い
様

子
か
ら
、
悪
事
や
欠
点
な
ど
の
一
部

を
隠
し
て
、
全
部
を
隠
し
た
つ
も
り

で
い
る
こ
と
。

五
十
歩
百
歩

意
味
▼
　
多
少
の
違
い
は
あ
る
も
の

の
、
大
き
な
違
い
で
は
な
い
こ
と
。

言
葉
の
由
来
▼
　
孟も
う

子し

と
い
う
人
物

が
、
自
分
の
国
を
よ
く
治
め
て
い
る

つ
も
り
の
王
様
に
、
「
戦
い
の
場
か

ら
五
十
歩
逃
げ
た
兵
が
、
百
歩
逃
げ

た
兵
を
笑
う
こ
と
が
で
き
る
か
。」

と
い
う
た
と
え
話
を
し
、
自
分
の
国

も
他
の
国
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
こ

と
に
気
づ
か
せ
た
。

漁
夫
の
利

意
味
▼
　
二
人
が
争
っ
て
い
る
間
に
、

他
の
人
が
苦
労
せ
ず
に
得
を
す
る
こ

と
。

言
葉
の
由
来
▼
　
蘇そ

代だ
い

と
い
う
人
物

が
、
あ
る
国
を
攻
め
よ
う
と
し
て
い

る
王
様
に
、
「
貝
の
肉
を
食
べ
よ
う

と
し
た
鳥
の
く
ち
ば
し
を
、
貝
が
挟

ん
だ
。
互
い
に
譲
ら
ず
に
い
た
と
こ

ろ
に
漁
師
が
通
り
か
か
り
、
両
方
を

捕
ま
え
た
。」
と
い
う
た
と
え
話
を

し
、
攻
め
る
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
ら

せ
た
。

蛇
足

意
味
▼
　
必
要
の
な
い
も
の
を
加
え

る
こ
と
で
、
全
体
を
だ
め
に
し
て
し

ま
う
こ
と
。

言
葉
の
由
来
▼
　
誰
が
蛇
の
絵
を
い

ち
ば
ん
早
く
描
け
る
か
、
競
争
し
た
。

初
め
に
描
き
上
げ
た
人
が
、
他
の
人

が
ま
だ
描
い
て
い
る
の
を
見
て
、
調

子
に
乗
っ
て
、
余
っ
た
時
間
で
蛇
に

足
を
描
き
足
し
た
。
す
る
と
、
「
蛇

に
足
は
な
い
。」
と
言
わ
れ
て
負
け

て
し
ま
っ
た
。

矛
盾

意
味
▼
　
物
事
の
つ
じ
つ
ま
が
合
わ

な
い
こ
と
。

言
葉
の
由
来
▼
　
昔
、
中
国
の
楚そ

と
い

う
国
に
、
矛
と
盾
を
売
る
商
人
が
い

た
。
商
人
は
、
「
こ
の
矛
は
ど
ん
な

盾
で
も
突
き
破
る
こ
と
が
で
き
る
。」

と
自
慢
し
、
ま
た
、
「
こ
の
盾
は
ど

ん
な
矛
で
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。」

と
自
慢
し
て
い
た
が
、
あ
る
人
に

「
そ
の
矛
で
そ
の
盾
を
突
い
た
ら
ど

う
な
る
の
か
。」
と
言
わ
れ
、
答
え
に

困
っ
て
し
ま
っ
た
。

ち
り
も
積
も
れ

ば
山
と
な
る

ど
ん
な
に
僅
か
な
も
の
で
も
、
数
多

く
積
み
重
ね
れ
ば
、
大
き
な
も
の
に

な
る
と
い
う
こ
と
。

帯
に
短
し

た
す
き
に
長
し
中
途
半
端
で
、
何
の
役
に
も
立
た
な

い
こ
と
。

花
よ
り
だ
ん
ご
美
し
い
も
の
よ
り
も
、
実
際
に
役
立

つ
も
の
の
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
こ
と
。

寝
耳
に
水

思
い
が
け
な
い
、
突
然
の
出
来
事
に

驚
き
、
慌
て
る
こ
と
。

時
は
金
な
り

時
間
は
大
切
な
も
の
な
の
で
、
む
だ

に
使
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
。

良
薬
は

口
に
苦
し

本
当
に
自
分
の
た
め
を
思
っ
て
し
て

く
れ
る
注
意
や
忠
告
は
、
聞
く
の
が

つ
ら
い
と
い
う
こ
と
。

先
ん
ず
れ
ば

人
を
制
す

他
人
よ
り
も
先
に
行
動
す
れ
ば
、
有

利
な
立
場
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
。

杞
憂

心
配
し
な
く
て
も
い
い
こ
と
を
心
配

す
る
こ
と
。

推
敲

詩
や
文
章
の
表
現
を
い
ろ
い
ろ
考
え

て
、
何
度
も
直
す
こ
と
。

他
山
の
石

他
の
人
や
物
事
の
良
く
な
い
と
こ
ろ

を
参
考
に
し
て
、
自
分
に
生
か
す
こ

と
。

学習用資料❶❷は，小社
ウェブサイトよりダウン
ロードしていただけます。

（「小学校 国語」＞「教科書
の改訂に伴う取り扱い内
容の異動に関する資料」）





学年 ページ 行など 27年度 28年度

3年 34 下段右
ン N n

（ローマ字一覧表／ 5年 p.37，6年 p.39
も同様）

ン n
（ローマ字一覧表／ 5年 p.37，6年 p.39
も同様）

4年
12 下段右下

田
（「たいせつ」内の図／ 2画目の「折れ」
が上になっている）

田
（「たいせつ」内の図／後に書いた画が
上になるよう変更）

36 上段
三つ目は、「読んでいる本の種
類」についてです。

（「ひまわり新聞」3段目）

三つ目は、「読みたい本」につい
てです。

（「ひまわり新聞」3段目）

6年

27 右下

風
か ざ

花
ば な

　晴れた日にちらちらとふる雪
のこと。または、山に積もった
雪などが、風にふかれて飛んで
くるもののこと。

風
か ざ

花
は な

　風に乗って飛んできて、ちら
ちらとまい落ちる雪のこと。

35 上段 Shinagawaku
（エアメールの差出人3行目）

Shinagawa-ku
（エアメールの差出人3行目）

国語　平成28年度用教科書　訂正箇所のお知らせ

　平成28年度用１～４年上巻および５・６年教科書では，平成27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28年度用教科書　訂正箇所のお知らせ

　平成28年度用教科書では，平成27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。

■１・２年p.２～３「じを かく しせい」について
 　硬筆の場合，机のどこに教科書を置くかは特に決まっておりません。正しい姿勢で書く
ためには，用紙（ノート）の書いている部分が体の中央よりやや利き手寄りになるように置
くことが大切です。教科書はそれに合わせて適宜動かし，机の空いている部分，見やすい部
分に置くようご指導いただければと存じます。

学年 ページ 行など 27年度 28年度

2年 23 欄外 （挿入） ペンギン
（※「ペ」「ギ」の初出箇所）

68 上段吹き出し こうみんかんに、 こうみんかんの　そうこに、

3年 35 上段12 しつもんしたり、 しつもんをしたり、

57 欄外
（挿入）
近所
　

円い
近所
（※「円」の「まるい」の読みの学習箇所）

59 下段 分かりやすいなと思ったところ
はありましたか。

分かりやすいなと思ったところ
はどこですか。

72 8 もう一羽の声も、 もう一羽
わ

の声も、

72 欄外 一羽 （削除）

72 欄外 はり出したところを、 はり出した所を、

81 ふりかえろう 新しく発見したりしたことはあ
りましたか。

新しく発見したりしたことはな
んですか。

84 下段15 相手の名前のじゅんで 相手の名前の順
じゅん

で 

117 欄外
鉄板

（挿入）
　

鉄板
羽子板

（※「羽」の「は」の読みの学習箇所）

119 12 y がくるとき y が来るとき

130 上段4 村へとまわって 村へと回って

4年 62 下段 読み手に伝わるように、 読み手につたわるように、

88 囲み6 〈中〉理由と 〈中〉理由と、

122 下段11 ・中――理由と ・中――理由と、

140 3段目 円　　エン
　　△まるい

円　　エン
　　　まるい

5年 11 3段目5-6 ・答える人はひと言ではなく、 ・答える人は、ひと言ではなく、

38 1段目1
金環日食は日本時間午前７時
頃
ご ろ

、
金環日食は日本時間の午前７時
頃
ご ろ

、

66 右吹き出し1 わたしも、 ぼくも、

69 下段6 お見送りしましょう。
　

お見送りしましょう。
（※「し」まで傍線を引く）

100 上段5
　

星のおしゃべり
　　　  （おしゃべり）

星のおしやべり

148 下段3 示している。 しめしている。

184 上段5 メディアについて 「メディア」とは何かについて

191 下段作例 ・実際に料理を教えてもらえる ・実際に料理を教えてもらえる。

191 下段作例 ・体験できるものがいい。 ・体験できる内容がいい。

192 下段 文末に句点挿入

249 上段13 「エルダット」 「エルダッド」

257 上段左13 たしかめる。 確
た し

かめる。

266 上段7 思うものや 思う事物や

266 下段7-8 風景や様子。 風景や場面の様子。

279 1段目 52　述 54　述

6年 17 2-3 2・3行目の間を1行空ける

29 上段9 3行目 4行目

29 上段11 6行目 7行目

48 上段5 最後に何を主張をするか相談す
る。

最後に何を主張するか相談す
る。

97 「ユニセフ」のホームページ 「ユニセフ」のウェブサイト

99 5 そのホームページには、 そのウェブサイトには、

272 1段目 「全」の部首を「人」に変更


