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今
、求
め
ら
れ
る「
書
く
こ
と
」の
指
導

小
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よ
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マ
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	 わたしとことば	 一緒なら、きっと、うまく行くさ。─ ────────────仲畑貴志

	 特集	 今、求められる
	 	 「書くこと」の指導
	 	 	 　対談─ ──────────────────────────佐渡島紗織・松山美重子
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	 おはなし定期便	 アライグマのぬくもり───────────────────── きむらゆういち─

CO
N

TEN
TS

1947年京都市生まれ。日本の広告界を代表するコピーライターで、カンヌ国際広告映画祭金賞など数々の受賞歴をもつ。 代表的なコピーに「反省だけ
なら猿でもできる」、「目の付けどころが、シャープでしょ。」、「愛情一本チオビタドリンク」など。

　

四
十
歳
に
な
っ
て
数
年
が
過
ぎ
た
厄
年
と
い
わ
れ
る
頃
、

わ
た
し
は
極
度
な
不
安
感
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。

　

理
由
は
わ
か
ら
な
い
。
突
然
、
頭
に
濃
密
な
風
が
吹
き
抜

け
て
、
ホ
ー
プ
レ
ス
に
な
っ
た
。
希
望
の
な
い
日
々
。
生
き

つ
づ
け
る
よ
り
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
方
が
楽
だ
と
い
う
思
い

に
支
配
さ
れ
る
。

　

こ
こ
ろ
は
壊
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
仕
事
は
い
く
ら
で
も
で

き
た
。
不
思
議
だ
な
あ
。

　

そ
の
頃
は
一
九
八
〇
年
代
の
、
日
本
全
国
ア
ー
コ
リ
ャ
コ

リ
ャ
の
時
代
。
し
た
が
っ
て
、
世
の
経
済
性
の
影
響
を
ま
っ

す
ぐ
に
受
け
る
広
告
屋
と
し
て
は
活
況
の
と
き
。
外
国
ロ
ケ

も
多
か
っ
た
。
で
も
、
ロ
ケ
先
の
ホ
テ
ル
の
部
屋
は
、
必
ず

低
い
階
を
選
択
し
、
窓
の
開
か
な
い
部
屋
を
指
定
し
て
い
た
。

飛
び
降
り
そ
う
で
コ
ワ
か
っ
た
の
だ
。
成
田
ま
で
行
っ
て
、

や
っ
ぱ
り
息
苦
し
く
な
っ
て
帰
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

ほ
ん
と
は
、
す
ぐ
に
医
者
へ
行
け
ば
よ
か
っ
た
の
だ
。
と

こ
ろ
が
頑
固
な
わ
た
し
は
、
自
分
の
力
で
治
し
て
や
ろ
う
と

意
地
を
張
っ
た
。お
か
げ
で
三
年
近
く
も
冷
や
汗
を
流
す
苦

い
日
々
を
送
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

 

最
後
の
さ
い
ご
、
友
人
に
説
得
さ
れ
て
医
者

へ
行
っ
た
。
強
迫
神
経
症
と
い
う
診
断
で
あ
っ

た
。
イ
キ
が
っ
て
、
生
意
気
を
や
っ
て
き
た
け
れ
ど
、

人
間
、
弱
い
も
ん
だ
と
思
っ
た
。

　

そ
の
こ
こ
ろ
の
変
化
は
、
や
は
り
仕
事
に
出
た
。

　

コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
と
い
う
、
言
葉
を
使
う
職
業
だ
け
に
、

そ
れ
が
如
実
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
ろ
の
病
理
に

触
れ
る
よ
う
な
表
現
が
増
え
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
無
意
識

の
う
ち
に
で
あ
る
。

　
「
一
緒
な
ら
、
き
っ
と
、
う
ま
く
行
く
さ
。」

　
「
生
き
る
が
勝
ち
だ
よ
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
。」

　
「
大
切
な
も
の
は
、
そ
う
多
く
な
い
。」

　
「
な
〜
ん
だ
、
捜
し
て
い
た
の
は
、
自
分
だ
っ
た
。」

　
「
あ
な
た
が
、
そ
ん
な
と
き
、
電
話
で
き
る
人
」

　
「
今
日
、
私
は
、
街
で
泣
い
て
い
る
人
を
見
ま
し
た
」

　

結
局
、
自
分
が
聞
き
た
い
言
葉
を
書
い
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
　
仲な

か

畑は
た

貴た
か

志し
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		今、求められる
 「書くこと」の指導特  集

　ＰＩＳＡ（学習到達度調査）や全国学力・学習状況調査で、思考力・判断力・表
現力を問う記述式設問に課題があることが浮き彫りとなりました。そういった状
況を受け、記述力の育成がますます求められています。今、子どもたちに身に付
けさせるべき「書く力」とは何か、そのためにどのような指導をすべきか—。
　本特集では、「書くこと」の指導を長年研究・実践されてきたお二人の先生に
お話を伺い、今、求められる「書くこと」の指導を考えていきたいと思います。

も
、
説
明
文
、
観
察
記
録
文
、
調
査
報
告
文
…
と

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、

こ
れ
か
ら
は
、
他
教
科
や
日
常
生
活
に
生
か
さ
れ

る
表
現
様
式
を
子
ど
も
に
き
ち
ん
と
身
に
付
け
さ

せ
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

佐
渡
島　

二
十
年
前
の
教
科
書
の
作
文
単
元
を
見

る
と
、「
運
動
会
に
つ
い
て
書
き
ま
し
ょ
う
」
と
、

題
材
だ
け
が
指
定
さ
れ
て
い
て
、
相
手
や
目
的
が

は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。
で
も
、
十
五
年
く
ら

い
前
か
ら
、
短
作
文
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作

文
と
い
う
の
が
出
て
き
て
、
そ
こ
で
は
い
ろ
い
ろ

な
相
手
や
目
的
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
書

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
新
し
い

学
習
指
導
要
領
で
は
、
相
手
や
目
的
に
加
え
、
表

現
様
式
も
設
定
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

松
山　

で
も
、
残
念
な
が
ら
「
遠
足
に
行
っ
た
か

ら
遠
足
の
こ
と
を
書
き
ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
あ

り
が
ち
な
作
文
指
導
も
ま
だ
行
わ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
今
年
の
全
国
学
力
調
査

は
、
今
後
の
課
題
を
投
げ
か
け
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
Ａ
問
題
に
は
「
実
験
報
告
文
を
書
く
」
と
い

う
問
題
が
あ
り
、
Ｂ
問
題
に
は
「
調
査
報
告
文
を

書
く
」
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
表
現
様
式

を
き
ち
ん
と
学
習
し
て
い
な
い
と
、
子
ど
も
た
ち

は
こ
の
問
題
に
対
応
で
き
ま
せ
ん
。

佐
渡
島　

表
現
様
式
の
指
導
に
つ
い
て
は

　
ア
メ
リ
カ
で
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
を
学
ば
れ
、「
書

く
こ
と
」
の
指
導
を
研
究
さ
れ
て
き
た
佐
渡
島
先

生
と
、
現
場
で
多
く
の
魅
力
的
な
実
践
を
さ
れ
て

き
た
松
山
先
生
に
、
今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
「
書

く
こ
と
」
の
指
導
に
つ
い
て
、
お
話
し
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
説
明
的
な
文
章
を
書
く
力

松
山　

佐
渡
島
先
生
は
、
大
学
で
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の

指
導
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
大
学
生
に
は
ど
の
よ

う
な
書
く
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。

佐
渡
島　

大
学
で
、レ
ポ
ー
ト
や
論
文
の
書
き
方
を

教
え
て
い
る
の
で
す
が
、そ
う
い
う
文
章
を
書
く

こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
学
生
が
と
て
も
多
い
で
す
。

で
す
か
ら
、学
術
的
な
文
章
を
書
く
力
を
し
っ
か

り
身
に
付
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
の
力

は
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
も
、
大
い
に
役
立
ち
ま

す
か
ら
。

松
山　

大
学
生
に
な
っ
て
か
ら
学
術
的
な
文
章
を

書
け
る
よ
う
に
、
小
学
生
の
う
ち
か
ら
「
説
明
す

る
文
章
」「
報
告
す
る
文
章
」
な
ど
の
説
明
的
な

文
章
を
き
ち
ん
と
指
導
し
た
い
で
す
ね
。

佐
渡
島　

え
え
。
小
学
校
か
ら
積
み
上
げ
て
練
習

し
て
お
い
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

松
山　

以
前
、
中
学
三
年
生
の
理
科
の
授
業
を
見

て
驚
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
先
生
が
「
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
変
化
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
実
験
を

し
て
そ
れ
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
ま
と
め
て
グ
ル
ー

プ
内
で
報
告
し
合
い
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
学
習
課

題
を
出
し
た
の
で
す
が
、
生
徒
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

を
見
て
み
る
と
、「
コ
イ
ル
を
巻
い
た
ら
、
熱
で

空
気
が
膨
張
し
て
フ
タ
が
飛
ん
だ
」
と
、
そ
れ
し

か
書
い
て
い
な
い
ん
で
す
。

佐
渡
島　

結
果
だ
け
が
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

松
山　

で
も
、
先
生
は
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
変
化
に

つ
い
て
考
え
る
た
め
に
報
告
し
合
い
ま
し
ょ
う
」

と
言
っ
た
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
ま
ず
「
〜
を
調

べ
る
た
め
に
実
験
を
す
る
」
と
い
う
「
目
的
」
を

書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
次
に
実
験
の「
方
法
」

を
書
い
て
、
そ
の
後
で
実
験
の
「
結
果
」
を
書
く
。

最
後
に
、
フ
タ
が
飛
ん
だ
か
ら
ど
う
な
の
か
と
い

う
「
考
察
」
を
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
少
な

く
と
も
こ
の
四
つ
の
段
階
を
書
く
必
要
が
あ
る
の

で
す
が
、
多
く
の
生
徒
は
、
一
行
し
か
書
い
て
い

な
か
っ
た
ん
で
す
。

佐
渡
島　

中
学
三
年
生
に
な
っ
て
も
報
告
文
が
一

行
し
か
書
け
な
い
。
小
学
校
の
う
ち
か
ら
、
実
験

報
告
や
観
察
報
告
な
ど
の
表
現
様
式
を
し
っ
か
り

身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
は
大
切
で
す
ね
。

　
表
現
様
式
を
身
に
付
け
さ
せ
る

松
山　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
「
書
く
こ
と
」

の
言
語
活
動
例
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
の
表
現
様

式
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
説
明
的
な
文
章
だ
け
で

対
　
　
談

早
稲
田
大
学
留
学
セ
ン
タ
ー──

准
教
授

佐
渡
島	

紗
織

松
山	

美
重
子

愛
知
教
育
大
学─

講
師
／

元─

豊
田
市
立
挙
母
小
学
校──

校
長

0203



		今、求められる
 「書くこと」の指導特  集

れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
こ
と
を
、
し
っ
か
り
と
意

識
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。

　「
引
用
」
を
意
識
さ
せ
る

佐
渡
島　

大
学
生
を
指
導
し
て
い
て
気
に
な
っ
て

い
る
の
が
、
自
分
の
意
見
と
、
書
物
に
書
か
れ
て

い
る
内
容
と
を
、
き
ち
ん
と
書
き
分
け
ら
れ
な
い

学
生
が
多
い
こ
と
で
す
。
で
す
の
で
、
大
学
で
は

引
用
や
参
考
文
献
の
示
し
方
を
、
改
め
て
教
え
て

い
ま
す
。

松
山　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
高
学
年
の

指
導
事
項
と
し
て
「
エ 

引
用
し
た
り
、
図
表
や

グ
ラ
フ
な
ど
を
用
い
た
り
し
て
、
自
分
の
考
え
が

伝
わ
る
よ
う
に
書
く
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
が
、
小

学
校
段
階
か
ら
、
引
用
の
書
き
方
は
し
っ
か
り
指

導
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
。

佐
渡
島　

大
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
を
読
ん
で
い
て
、

文
章
表
現
が
途
中
か
ら
変
わ
っ
て
い
て
お
か
し
い

な
と
思
う
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
つ
け
た
文

章
を
コ
ピ
ー
ペ
ー
ス
ト
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
学
生
に
は
、「
こ
れ
は
剽ひ
ょ
う

窃せ
つ

に
あ
た

り
ま
す
。
他
人
の
文
章
を
盗
ん
だ
こ
と
と
同
じ
で

一
九
八
〇
年
代
に
、
ア
メ
リ
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
で
面
白
い
論
争
（
※
）
が
あ
り
ま
し
た
。「
作
文

は
個
々
の
状
況
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
様
式

に
分
類
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
相
手
や
目

的
に
応
じ
て
書
く
と
い
う
指
導
だ
け
を
す
れ
ば
よ

い
」
と
い
う
一
派
と
、「
案
内
文
・
お
礼
状
…
…

と
い
う
ふ
う
に
文
章
の
種
類
を
機
能
に
よ
っ
て
分

類
し
て
指
導
し
た
ほ
う
が
、
表
現
技
能
を
身
に
付

け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
一
派
が
、
論

争
を
繰
り
広
げ
た
ん
で
す
。

松
山　

そ
の
論
争
は
、
ど
の
よ
う
に
終
結
し
た
の

で
す
か
。

佐
渡
島　

じ
つ
は
、
ま
だ
終
結
し
て
い
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
、
実
際
に
わ
た
し
た
ち
が
文
章
を
書
く

状
況
と
い
う
の
は
、
両
派
の
中
間
に
位
置
し
て
い

る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
「
典
型
的
」
な
お

礼
状
の
書
き
方
を
知
っ
た
上
で
、
状
況
に
合
わ
せ

て
調
節
し
て
書
く
と
い
う
。
両
派
の
一
つ
の
妥
協

点
も
そ
こ
で
し
た
。
学
校
で
は
、
典
型
を
教
え
て
、

そ
の
典
型
か
ら
調
節
で
き
る
よ
う
に
指
導
す
る
の

が
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
と
。

松
山　

そ
う
い
っ
た
典
型
と
い
い
ま
す
か
、
文
章

の
表
現
様
式
は
小
学
校
か
ら
身
に
付
け
さ
せ
な
け

す
よ
」
と
、
厳
し
く
注
意
す
る
ん
で
す
が
、
学
生

は
「
自
分
は
そ
ん
な
に
大
変
な
こ
と
を
し
た
ん
で

す
か
」
っ
て
驚
く
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
小
学
生

の
う
ち
か
ら
、「
引
用
」
の
意
識
を
も
た
せ
る
こ

と
は
、
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

松
山　

そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

佐
渡
島　

以
前
、
ア
メ
リ
カ
の
小
学
校
で
二
年
生

の
作
文
の
授
業
を
見
学
し
た
の
で
す
が
、
先
生
が

子
ど
も
た
ち
に
参
考
文
献
を
書
く
よ
う
に
指
導
し

て
い
て
、
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。
や
っ
と
文
が
書

け
る
か
書
け
な
い
か
の
子
ど
も
で
も
、
何
か
を
参

考
に
し
た
と
き
に
は
書
籍
名
と
著
者
名
を
記
す
よ

う
に
指
導
す
る
。
参
考
文
献
を
用
い
て
書
く
際
の

基
本
的
な
姿
勢
を
教
え
て
い
る
の
だ
な
と
思
い
ま

し
た
。

松
山　

な
る
ほ
ど
。
低
学
年
で
「
引
用
」
を
意
識

す
る
の
は
難
し
い
で
す
が
、
参
考
文
献
を
記
す
く

ら
い
は
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
何
を
参
考

に
し
た
か
明
ら
か
に
す
る
姿
勢
と
い
う
の
は
、
情

報
化
社
会
の
中
で
は
大
事
に
な
っ
て
く
る
と
思
い

ま
す
。

　
教
科
書
教
材
で
育
て
る「
書
く
力
」

佐
渡
島　

松
山
先
生
は
、「
書
く
こ
と
」
の
面
白

い
実
践
を
た
く
さ
ん
さ
れ
て
き
た
そ
う
で
す
ね
。

松
山　

伝
え
る
目
的
に
よ
っ
て
表
現
様
式
を
明
確

に
し
て
書
く
、
と
い
う
こ
と
で
は
「
す
が
た
を
か

え
る
大
豆
」（
三
下
）
を
使
っ
た
実
践
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
教
材
は
、
大
豆
が
ど
う
す
が
た
を
変
え
て

い
く
か
と
い
う
面
白
さ
に
着
目
し
て
、
大
豆
の
す

ご
さ
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
の
教
材
を
使
っ
て
、

「
み
ん
な
に
教
え
よ
う
！
野
菜
の
す
ご
さ
」
と
い

う
実
践
を
し
ま
し
た
。
自
分
の
好
き
な
野
菜
を
友

達
に
伝
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

表
現
様
式
を
身
に
付
け
さ
せ
る
場
合
、
形
式
的

な
指
導
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
わ
た
し
は
、
子
ど

も
た
ち
の
興
味
や
目
的
意
識
を
大
切
に
し
な
が
ら

指
導
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
実
践
で
は
、
た
と
え
ば
ピ
ー
マ
ン
好
き
の
子

が
、「
ピ
ー
マ
ン
嫌
い
の
子
を
ピ
ー
マ
ン
好
き
に

さ
せ
た
い
」
と
い
う
ワ
ク
ワ
ク
し
た
思
い
で
、
取

り
組
み
ま
し
た
。

佐
渡
島　

い
い
で
す
ね
。「
ピ
ー
マ
ン
の
魅
力
を

知
ら
な
い
子
に
教
え
て
あ
げ
よ
う
」
と
い
う
の
は
、

「
何
を
」「
誰
に
向
け
て
」「
ど
う
す
る
か
」
と
い

う
題
材
・
相
手
・
目
的
が
し
っ
か
り
設
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
と
て
も
重
要
で
す
。
そ
れ
ら
が

そ
ろ
っ
た
と
き
に
初
め
て
、
子
ど
も
た
ち
は
「
こ

う
い
う
ふ
う
に
書
こ
う
！
」
と
表
現
を
選
ぶ
こ
と

が
で
き
る
ん
で
す
よ
ね
。

松
山　

こ
の
実
践
で
は
、「
変
身
！
野
菜
ブ
ッ
ク
」

と
い
う
野
菜
の
紹
介
文
を
書
か
せ
た
の
で
す
が
、

子
ど
も
は
楽
し
み
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

「
す
が
た
を
か
え
る
大
豆
」
に
な
ら
っ
て
、
ま
ず
野

菜
の
概
要
を
述
べ
て
か
ら
、
野
菜
の
特
徴
を
紹
介

す
る
。
そ
の
中
で
、
お
い
し
い
野
菜
の
料
理
の
作

り
方
を
説
明
す
る
、
と
い
う
構
成
で
書
か
せ
ま
す
。

　

こ
の
「
野
菜
ブ
ッ
ク
」
に
は
「
野
菜
の
す
ば
ら

し
さ
を
調
べ
て
紹
介
す
る
」
の
と
、「
料
理
の
作

り
方
の
手
順
を
説
明
す
る
」
と
い
う
二
つ
の
要
素

が
入
っ
て
い
ま
す
。

佐
渡
島　
「
作
り
方
の
手
順
を
説
明
す
る
」
と
い

う
の
は
、
こ
の
教
材
に
は
入
っ
て
い
な
い
要
素
で

す
ね
。

松
山　

そ
う
で
す
ね
。
で
も
、「
作
り
方
の
手
順
」

と
い
う
の
は
、
低
学
年
で
学
習
し
て
い
る
ん
で
す
。

た
と
え
ば
、「
一
本
の
木
」（
二
下
）
で
、
木
の
絵

を
描
く
手
順
を「
ま
ず
、〜
み
き
を　

か
き
ま
す
。」

「
つ
ぎ
に
、
〜
え
だ
を
か
き
ま
す
。」
と
い
う
よ
う

に
、
順
序
に
気
を
つ
け
て
説
明
文
を
書
く
学
習
を

し
て
い
ま
す
。

佐
渡
島　

な
る
ほ
ど
。
低
学
年
で
学
習
し
た
書
く

力
が
、
こ
の
活
動
に
生
き
て
い
る
ん
で
す
ね
。

松
山　

そ
う
で
す
。
ま
た
、
こ
の
学
習
で
は
子
ど

も
ど
う
し
で
「
交
流
」
が
で
き
ま
す
。
先
ほ
ど
、

小
学
生
の
う
ち
か
ら

　「
引
用
」の
意
識
を
も
た
せ
た
い
で
す
ね
。

表
現
様
式
を
指
導
す
る
場
合
、

　
形
式
的
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
で
す
。

		今、求められる
 「書くこと」の指導特  集

愛知県生まれ。愛知教育大
学講師。愛知県教育委員会
義務教育課指導主事、豊田
市の公立小学校校長を歴任
し、現職。三河教育研究会
国語部会長や愛知県女性校
長会会長を務めるなど精力
的に活動し、その授業実践
には定評がある。著書に『こ
とばの力を身につけるおもし
ろ体験ワーク』（共著・明治

図書）などがある。

松
ま つ や ま

山 美
み

重
え

子
こ

神奈川県生まれ。早稲田
大学留学センター准教授。
1998 年米国イリノイ大学
で Ph.D を取得。その後、
国立国語研究所研究補佐
などを経て、現職。研究
分野は国語教育で、特に

「書くこと」の指導と評価
を調査・研究している。著
書に『これから研究を書くひ
とのためのガイドブック』（共
著・ひつじ書房）などがある。

佐
さ

渡
ど

島
し ま

 紗
さ

織
お り

※マイケル・ハリデーを中心とした「オーストラリア・ジャンル学派」が、
文章を類型化して指導する有効性を説いたのに対し、文章の類型化は不可
能であるし害を与えると反対した人々が、数年にわたってくり広げた論争。
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佐
渡
島
先
生
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、「
教
え

て
あ
げ
よ
う
」
と
い
う
目
的
が
は
っ
き
り
し
て
い

ま
す
の
で
。

佐
渡
島　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
も
「
交
流
」

と
い
う
言
葉
が
新
た
に
登
場
し
ま
し
た
よ
ね
。
こ

れ
か
ら
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
活
動
だ
と
思
い
ま
す
。

松
山　

そ
う
で
す
ね
。
交
流
の
方
法
と
し
て
は
、

書
い
た
文
章
を
も
と
に
感
想
交
流
会
や
意
見
交
流

会
を
す
る
こ
と
、
発
表
や
展
示
を
し
て
批
評
や
助

言
を
し
合
う
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。「
交

流
」
は
、
書
く
こ
と
の
目
的
を
明
確
に
す
る
た
め

に
有
効
に
位
置
付
け
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　
書
く
た
め
に
読
む

松
山　
「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」（
五
下
）
で
は
、

読
書
交
流
会
を
す
る
た
め
に
読
も
う
、
と
い
う
実

践
を
し
ま
し
た
。
椋
鳩
十
の
別
の
作
品
を
読
ん
で
、

そ
の
テ
ー
マ
と
、「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」
の

テ
ー
マ
を
比
べ
る
と
い
う
、
テ
ー
マ
読
書
交
流
会

を
し
た
ん
で
す
。

佐
渡
島　

具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
に
行
っ
た
の

で
す
か
。

松
山　

作
品
の
あ
ら
す
じ
、
登
場
人
物
の
人
物
像
、

自
分
が
考
え
る
作
品
の
テ
ー
マ
な
ど
を
読
書
カ
ー

ド
に
ま
と
め
さ
せ
、
そ
れ
を
も
と
に
交
流
会
を
し

ま
し
た
。

　

そ
れ
に
は
ま
ず
、全
員
で「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ

ン
」
の
読
書
カ
ー

ド
を
つ
く
っ
て
み
る
。

そ
う
す
る
と
、「
大

造
じ
い
さ
ん
と
ガ

ン
」
を
読
む
目
的
が
、

読
書
カ
ー
ド
を
書
く

た
め
に
読
む
、
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

あ
ら
す
じ
を
百
五
十

字
程
度
で
ま
と
め
る

に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
か
、
大
造
じ
い

さ
ん
は
ど
の
よ
う
な

人
物
な
の
か
な
ど
を

考
え
な
が
ら
読
む
わ

け
で
す
。

佐
渡
島　
「
書
か
れ

方
」
を
読
ん
で
い
く

ん
で
す
ね
。

松
山　

そ
う
で
す
。「
読
む
こ
と
」
を
「
書
く
こ

と
」
に
つ
な
げ
る
と
い
う
の
は
、
大
事
な
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
結
果
か
ら
も
、「
目

的
的
に
読
む
」
こ
と
の
必
要
性
が
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
は
「
書
く
こ
と
」
を
、「
読
む
こ
と
」

や
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
と
い
っ
た
別
領
域

に
生
か
し
て
い
く
よ
う
な
指
導
が
求
め
ら
れ
る
と

思
い
ま
す
。

　
他
教
科
や
生
活
場
面
に
生
か
す

　「
書
く
力
」

佐
渡
島　

書
く
力
は
、
別
領
域
だ
け
で
な
く
、
他

教
科
に
も
生
か
せ
そ
う
で
す
ね
。

松
山　

は
い
。
先
ほ
ど
、
中
学
三
年
生
の
理
科
の

授
業
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
報
告
文
、
観
察
記
録

文
な
ど
の
「
書
く
こ
と
」
は
、
理
科
・
社
会
・
総

合
的
な
学
習
の
時
間
で
、
頻
繁
に
使
い
ま
す
よ
ね
。

観
察
記
録
文
で
い
え
ば
、「
た
ん
ぽ
ぽ
の 

ち
え
」

（
二
上
）
を
使
っ
て
、「
絵
本
で
知
ら
せ
よ
う
、
マ

イ
こ
ん
虫
記
」
と
い
う
観
察
記
録
文
を
書
く
実
践

を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

佐
渡
島　

昆
虫
記
を
書
か
せ
た
ん
で
す
か
？

松
山　

え
え
。「
た
ん
ぽ
ぽ
の 

ち
え
」
は
優
れ
た

教
材
で
、
筆
者
が
ど
こ
に
目
を
つ
け
て
、
ど
の
よ

う
に
観
察
し
て
い
る
か
が
と
て
も
わ
か
り
や
す
く

書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　
「
た
ん
ぽ
ぽ
の 

ち
え
」
は
「
花
び
ら
」「
く
き
」

と
い
う
よ
う
に
き
ち
ん
と
段
落
構
成
が
さ
れ
て
い

る
。
昆
虫
で
い
え
ば
、「
体
の
つ
く
り
」「
す
み
か
」

「
え
さ
」
と
い
う
、
視
点
を
分
け
て
書
く
と
い
う

学
習
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
昆
虫
記
を
書
か
せ
る

際
に
は
、『
幼
年
版　

フ
ァ
ー
ブ
ル
こ
ん
ち
ゅ
う

記
』（
あ
す
な
ろ
書
房
）
も
子
ど
も
た
ち
に
紹
介
し

ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
フ
ァ
ー
ブ
ル
の
観
察

の
姿
勢
を
子
ど
も
が
ま
ね
て
、
昆
虫
の
え
さ
の
食

べ
方
や
、
巣
の
つ
く
り
方
を
じ
っ
く
り
と
観
察
す

る
ん
で
す
。

佐
渡
島　

こ
れ
だ
け
絵
が
描
け
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
一
生
懸
命
観
察
し
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

松
山　

え
え
。
そ
し
て
観
察
し
た
内
容
を
段
落
に

分
け
て
き
ち
ん
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
理
科

を
学
ぶ
と
き
に
も
生
き
る
と
思
い
ま
す
。

佐
渡
島　

理
科
や
社
会
で
は
、
調
べ
学
習
な
ど
の

調
査
報
告
を
よ
く
行
い
ま
す
が
、
調
査
報
告
に
は

二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
を
お
さ
え
て
お
く
と
、

指
導
し
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
調
べ
学
習
の
よ
う

に
、
資
料
だ
け
を
使
っ
て
調
査
す
る
方
法
と
、
自

分
で
デ
ー
タ
を
と
っ
て
調
査
す
る
方
法
の
二
つ
で
す
。

　

資
料
だ
け
を
使
っ
て
調
査
報
告
す
る
場
合
、
集

め
て
き
た
資
料
が
ど
こ
に
あ
っ
た
も
の
な
の
か
、

後
で
読
者
が
た
ど
れ
る
よ
う
に
書
く
こ
と
が
重
要

で
す
。
自
分
で
デ
ー
タ
を
と
っ
て
調
査
報
告
す
る

場
合
、
自
分
で
現
場
に
行
っ
て
観
察
し
た
り
人
と

話
を
し
た
り
し
ま
す
の
で
、
こ
の
流
れ
を
、
先
ほ

ど
松
山
先
生
が
お
っ
し
ゃっ
た
中
学
三
年
生
の
理
科

の
報
告
文
の
よ
う
に
、
目
的
・
方
法
・
結
果
・
考
察
・

結
論
と
い
う
一
定
の
型
に
沿
っ
て
記
述
し
ま
す
。

松
山　

教
科
書
教
材
で
い
い
ま
す
と
、前
者
は「
食

べ
物
は
か
せ
に
な
ろ
う
」（
三
下
）
で
、後
者
は
「
生

活
を
見
つ
め
て
」（
四
下
）
で
す
ね
。

佐
渡
島　

小
学
校
の
先
生
は
、
全
教
科
教
え
て
い

る
こ
と
が
多
い
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
理
科
や
社
会
の

時
間
に
も
調
査
報
告
の
パ
タ
ー
ン
を
意
識
し
て
指

導
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。ま
た
、「
書
く
こ
と
」

は
生
活
場
面
で
も
生
か
せ
ま
す
ね
。

◀
椋
鳩
十
の
別
の
作
品
「
白
い
オ
ウ
ム
」
の
読
書
カ
ー
ド

0607

▶
「
マ
イ
こ
ん
虫
記
」
児
童
作
品

◀
「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」
の
読
書
カ
ー
ド
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松
山　

学
校
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
場
面
で
生
か
せ
る

と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
廊
下
の
掲
示
物
を
見

る
と
、
そ
の
学
校
が
ど
の
よ
う
に
「
書
く
こ
と
」

を
指
導
し
て
い
る
の
か
が
わ
か
り
ま
す
。

　
「
お
す
す
め
の
本
の
紹
介
コ
ー
ナ
ー
」
で
、「
こ

ん
な
本
が
あ
り
ま
す
。
面
白
い
の
で
読
ん
で
く
だ

さ
い
」
と
だ
け
書
い
て
あ
る
の
と
、
あ
ら
す
じ
、

面
白
さ
の
ポ
イ
ン
ト
、
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
、
登
場

人
物
紹
介
な
ど
を
ふ
ま
え
て
書
い
て
あ
る
の
と
で

は
違
い
ま
す
。

佐
渡
島　

掲
示
物
ひ
と
つ
見
て
も
、
指
導
の
違
い

が
表
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

松
山　

先
生
方
に
は
、
日
常
生
活
で
も
「
目
的
に

応
じ
て
書
く
こ
と
」
を
活
用
す
る
場
面
を
、
意
図

的
に
つ
く
っ
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

佐
渡
島　

そ
し
て
、
活
用
の
場
面
を
つ
く
る
だ
け

で
な
く
、
指
導
も
し
っ
か
り
行
っ
て
い
た
だ
き
た

い
で
す
ね
。

　「
書
く
こ
と
」
で
思
考
力
を
養
う

佐
渡
島　

よ
く
大
学
生
に
も
話
す
の
で
す
が
、「
書

く
こ
と
」
と
「
考
え
る
こ
と
」
は
一
体
だ
と
思
う

ん
で
す
。
書
く
作
業
は
、
頭
に
あ
る
考
え
を
表
現

し
て
い
る
だ
け
と
思
い
が
ち
で
す
け
ど
、
実
は
そ

う
で
は
な
く
て
、「
考
え
る
た
め
に
書
く
」
と
い

う
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
は
、
学
生

に
「
言
語
論
的
転
回
」
と
い
う
考
え
方
を
よ
く
強

調
し
て
話
す
ん
で
す
よ
。

松
山　
「
言
語
論
的
転
回
」
と
い
う
の
は
、
ど
う

い
う
こ
と
で
す
か
。

佐
渡
島　

た
と
え
ば
日
本
人
は
、「
赤
」
と
い
っ

て
も
、
え
ん
じ
、
朱
色
、
れ
ん
が
色
、
真
っ
赤
…

と
、
色
を
表
現
す
る
た
く
さ
ん
の
言
葉
を
も
っ
て

い
ま
す
。
日
本
人
に
そ
れ
ら
の
色
を
見
せ
て
、「
こ

れ
ら
は
同
じ
色
で
す
か
、
違
う
色
で
す
か
」
と
尋

ね
る
と
、「
ぜ
ん
ぶ
違
う
色
で
す
」
と
答
え
る
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、「
赤
」
と
い
う
言
葉
し
か
も

た
な
い
国
の
人
に
尋
ね
る
と
「
す
べ
て
同
じ
色
で

す
」
と
答
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
日
本
人
が
色
を
識

別
す
る
能
力
が
高
い
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま

な
「
赤
」
を
説
明
す
る
言
葉
が
あ
る
か
ら
違
う
色

だ
と
認
識
す
る
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
使
い
こ
な
せ
る

言
葉
の
範
囲
で
し
か
思
考
で
き
な
い
と
い
う
考
え

方
が
、「
言
語
論
的
転
回
」
で
す
。
豊
か
に
言
葉

を
使
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、

思
考
そ
の
も
の
を
鍛
え
る
こ
と
な

ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
い
い
考
え
を

も
っ
て
い
る
人
が
、
自
然
と
い
い

文
章
が
書
け
る
わ
け
で
は
な
く
て
、

文
章
を
よ
く
し
て
い
く
こ
と
で
、
考
え
て
い
る
こ

と
ま
で
が
、
深
く
確
か
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。

松
山　

思
考
力
を
「
書
く
こ
と
」
で
育
て
る
と
い

う
の
は
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
も
示
さ
れ
て

い
ま
す
ね
。

佐
渡
島　

各
学
年
の
目
標
を
見
ま
す
と
、
思
考
力

育
成
の
視
点
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
な
と
思
い
ま

す
。
特
に
低
学
年
で
は
「
簡
単
な
構
成
を
考
え
て

文
や
文
章
を
書
く
能
力
」
と
あ
り
ま
す
。
低
学
年

か
ら
構
成
を
意
識
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
思
考
の

パ
タ
ー
ン
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
か
な
と
思
い
ま

し
た
。

松
山　

教
科
目
標
に
も
「
思
考
力
や
想
像
力
及
び

言
語
感
覚
を
養
い
」
と
あ
り
ま
す
ね
。

佐
渡
島　
「
書
く
こ
と
」
と
い
う
の
は
、
思
考
力

を
鍛
え
る
の
に
い
い
領
域
だ
と
思
い
ま
す
。
松
山

先
生
に
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
そ
の
中
で
、
子
ど
も
ど
う
し
が
文
章
を

読
み
合
っ
た
り
、
文
章
を
く
り
返
し
書
き
直
し
た

り
す
る
こ
と
で
、
言
葉
の
使
い
方
を
じ
っ
く
り
検

討
す
る
力
が
育
つ
ん
で
し
ょ
う
ね
。

　
今
、
求
め
ら
れ
る

　「
書
く
こ
と
」
の
指
導

佐
渡
島　

よ
く
現
場
の
先
生
方
か
ら「
書
く
こ
と
」

は
評
価
が
難
し
い
と
お
聞
き
し
ま
す
。
わ
た
し
は
、

書
か
せ
る
こ
と
の
目
的
を
絞
っ
て
、
評
価
の
観
点

を
思
い
き
っ
て
絞
っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
な
と
思

っ
て
い
ま
す
。

　
「
こ
う
い
う
目
的
の
文
章
で
す
、
だ
か
ら
こ
れ

が
で
き
て
い
れ
ば
○
に
し
ま
す
」
と
。
そ
の
代
わ

り
に
多
く
の
機
会
を
設
け
れ
ば
、
評
価
も
難
し
く

な
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

松
山　

そ
う
で
す
ね
。
そ
の
よ
う
に
焦
点
化
す
る

こ
と
は
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
書
く
こ
と
が
好
き

な
子
は
、
原
稿
用
紙
十
枚
く
ら
い
を
一
気
に
書
い

て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
高
く
評
価
で

き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
年
と
表
現
様
式

か
ら
書
く
べ
き
文
字
数
を
設
定
し
て
、
そ
の
文
字

数
で
ど
う
構
成
す
る
の
か
。
そ
う
い
う
書
く
力
を

つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
。
評
価
も
身

に
付
け
さ
せ
る
能
力
を
明
確
に
し
て
行
う
べ
き
で

す
。

　

ま
た
、「
書
く
こ
と
」
を
教
え
る
と
き
は
、
取

材
し
て
、
構
成
メ
モ
を
書
い
て
、
記
述
し
て
、
推

敲
し
て
…
と
、
あ
れ
も
こ
れ
も
や
ろ
う
と
し
が
ち

で
す
。
し
か
し
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
具
体

的
な
言
語
活
動
例
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
て
も
、

活
動
を
焦
点
化
す
る
こ
と
は
大
事
で
す
ね
。

佐
渡
島　

書
く
活
動
を
焦
点
化
し
、
評
価
も
焦
点

化
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

松
山　

そ
れ
か
ら
、
観
察
記
録
文
で
い
え
ば
、
一

年
生
で
は
観
察
記
録
を
簡
潔
に
こ
こ
ま
で
や
り
ま

し
た
、
二
年
生
で
は
「
た
ん
ぽ
ぽ
の 

ち
え
」
を

参
考
に
し
て
観
察
対
象
を
詳
し
く
見
て
段
落
を
つ

く
っ
て
文
を
書
き
ま
し
た
、
と
い
う
よ
う
に
、
指

導
の
系
統
性
を
意
識
し
て
少
し
ず
つ
積
み
上
げ
て

い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

佐
渡
島　
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
は
、「
焦
点
化
す

る
」
こ
と
と
、「
積
み
上
げ
る
」
こ
と
、
と
い
え

そ
う
で
す
ね
。

　

最
近
、
大
学
生
と
接
し
て
い
て
気
に
な
る
の
が

「
卒
業
後
に
何
を
し
た
ら
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
」

と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
こ
と
で
す
。
も
っ
と
社

会
と
の
か
か
わ
り
を
感
じ
て
、
社
会
に
対
し
て
自

分
の
意
見
を
も
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。
そ
の
た

め
に
も
「
書
く
こ
と
」
は
直
近
の
領
域
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。「
書
く
こ
と
」
で
自
分
や
社
会
へ
の

認
識
を
深
め
て
い
け
ま
す
か
ら
。

松
山　

そ
う
い
う
ふ
う
に
「
書
く
こ
と
」
を
と
ら

え
て
、
小
学
生
の
う
ち
か
ら
指
導
し
て
い
き
た
い

で
す
ね
。
表
現
様
式
や
引
用
な
ど
に
つ
い
て
お
話

し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
を
き
ち
ん
と
身
に
付

け
る
と
、
自
分
の
考
え
が
明
確
に
な
り
ま
す
し
、

「
書
く
こ
と
」
に
抵
抗
が
な
く
な
り
ま
す
。
子
ど

も
た
ち
が
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
を
通
し
て
、
自

分
の
考
え
を
深
め
、
も
っ
と
書
い
て
伝
え
合
い
た

い
と
思
っ
て
く
れ
る
と
い
い
な
と
思
い
ま
す
ね
。

　
　「
書
く
こ
と
」と
い
う
の
は
、

思
考
力
を
鍛
え
る
の
に
い
い
領
域
だ
と
思
い
ま
す
。

　
　「
書
く
こ
と
」で
自
分
の
考
え
を
深
め
て
、

も
っ
と
書
い
て
伝
え
合
い
た
い
と
思
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

特	集 		今、求められる
 「書くこと」の指導



		今、求められる
 「書くこと」の指導特  集

ミニトマト、うさぎ、モル
モットなどを育てる活動
で、観察カードや当番の記
録などを書くときに活用できる。

生活科

実験活動が増える時期なので、「も
ののあたたまり方」や「水の変化」
などの実験で、データを整理し、
それをもとに考察するのに役立つ。

理科

ごみ処理場などのさまざまな施設を
見学するので、まさにパンフレット
づくりやガイドブックを作るのに直
結する。見学のまとめを書くときに役立つ。

社会科

休み時間や登下校で見つけたこと
などについて、それがどんな様子
か、どんな動きをしたかなどを、

日記に書いたり手紙に書いたりする。

生活
場面

テレビ・新聞・雑誌のデー
タなどについて、家の人
の考えをきいたり、自分

の考えを話したりする。

生活
場面

さまざまな取り扱い説明書を手順を追っ
て読んだり、必要なところを抜き出して
読んだりする。また、修学旅行の案内や、

図書館の使い方を下の学年に向けて発信する。

生活
場面

おもしろいもの，見つけた（三年上）

読み手が興味をもちそうなものについて、
読み手に伝わるように、事柄を整理して伝
える。

上の学年

しらせたいな，見せたいな（一年下）

知らせる相手を明確にし、対象物をよく見
て気づいたこと、見つけたことを文章に書
いて伝える。

前の学年

かんさつ名人に なろう（二年上）

身近なものについて、大きさ、形、色などについて丁寧に観察
し、見つけたことを的確な言葉を使って書く。

観察文
（記録・描写）

生活を見つめて（四年下）

自分たちの生活に関連のある課題・題材についてアンケートを
とったりインタビューをしたりして調べ、それをまとめたもの
をもとに、自分の考えを書く。

報告文

ガイドブックを作ろう（六年上）

自分が見聞きしたことをうまく使って、施設などを紹介する簡
潔な文章を書く。読み手に役立つように、構成、書き表し方、
まとめ方を工夫して書く。

案内・
説明文

おもしろいもの，見つけた（三年上）

体験したことや本で調べたことを、まとま
りを考えて、段落ごとに整理して書く。

前の学年

食べ物はかせになろう（三年下）

本は友達（四年上）

事柄を整理し、読み手の興味をひくように
工夫して書く。集めた材料を読み手に伝わ
るように整理して伝える。

前の学年

工夫して発信しよう（五年下）

言葉の研究レポート（五年上）

本やインターネットで調べた知識をもとに、
自分の考えと事実とを区別しながら読み手
に伝わるように書く。

上の学年

人と「もの」とのつき合い方（五年上）

みんなで生きる町（六年上）

調べたり読んだりしたことから課題をもち、それに
対する自分の考えを書く。読み手に自分の考えが伝
わるように、方法や形式を考えて整理して書く。

他の教材

自分の考えを発信しよう（六年下）

生活場面との
つながり

他教科との
つながり

教材名

教材名
前の学年とのつながり

教材名
上の学年とのつながり

系統マップの見方
▼
▼

1011

　各学年の「書くこと」教材を使った学習が、実
際に他教科のどんな学習とつながるのか、生活場
面にどう生かせるのか、また他学年の「書くこと」
教材にどうかかわるのか、低・中・高学年で一つ
ずつ例示しました。他の教材を指導される際にも
参考にしてみてください。

 「書くこと」教材
   系統マップ

元新宿区立西戸山小学校教諭

安
やす

田
だ

恭
きょう

子
こ

▼
▼
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使えば使うほど減る
もので、鉛筆となか
よし。なあに？

ぼくが伝えたいニュー
スは、海がめが今年も
無事に………です。
Ｂさんはこのニュース
を聞いてどんな感想を
もちましたか。

今日はどんな
伝言かな。

「８時に南公園の
鉄棒の所に…」

A

Q

Q

		「きく力」を育てる
３つの難しさ

　
「
学
校
生
活
の
基
本
は
『
き
く
こ
と
』
に

あ
る
」
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
く
ら
い

に
、
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
た
ち
に
「
き
く

力
」
を
育
て
る
こ
と
は
大
切
で
す
。

　

し
か
し
、
一
方
で
「
き
く
力
」
を
育
て
る

こ
と
は
、
た
い
へ
ん
難
し
い
と
も
言
わ
れ
ま

す
。
そ
の
難
し
さ
を
分
析
し
て
み
る
と
、

①
指
導
の
段
階
が
わ
か
り
に
く
い
。

②
指
導
の
継
続
が
し
に
く
い
。

③
指
導
の
成
果
が
見
え
に
く
い
。

と
い
う
三
点
に
絞
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

　

今
回
は
、
あ
な
た
の
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
た

ち
を
、
よ
く
「
き
く
子
」
に
す
る
た
め
の
手

だ
て
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

わ
た
し
の
ク
ラ
ス
は
、
と
て
も
静
か

で
お
行
儀
も
よ
く
て
、
わ
た
し
の
声
が

聞
こ
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
。

　

で
も
、
今
話
し
た
ば
か
り
の
こ
と
に

つ
い
て
質
問
し
て
い
る
の
に
、

「
聞
い
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
」

と
い
う
返
事
で
が
っ
く
り
！

　
「
さ
ぁ
、授
業
だ
」
と
思
っ
て
、ぼ
く
が
教
室

に
入
っ
て
行
っ
て
も
、子
ど
も
た
ち
の
前
に

立
っ
て
、「
さ
ぁ
、学
習
を
は
じ
め
よ
う
」と
声

を
か
け
て
も
、お
し
ゃ
べ
り
を
止
め
な
い
子
が

大
勢
い
る
ん
だ
。
つ
い
つ
い
大
き
な
声
で
、

「
話
を
止
め
な
さ
い
！
」

と
叫
ん
で
い
る
自
分
。
全
く
情
け
な
い
よ
。

元
新
宿
区
立
西
戸
山
小
学
校
教
諭

安や
す

田だ

恭き
ょ
う

子こ

「
き
く
力
」を
育
て
よ
う
！

 

　「
き
く
力
」
に
は
、
段
階
が
あ
り
ま
す
。

 

「
聞
く
こ
と
」
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
、「
聴

く
こ
と
」
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
最
終

的
に
は
、一
人
ひ
と
り
の
心
の
奥
底
で「
効

く
こ
と
」
に
つ
な
が
る
の
が
望
ま
し
い
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
実
際
の
国
語
科
の
授
業
で
は
、
何
よ
り

も
各
学
年
に
配
当
さ
れ
て
い
る
「
話
す
こ

と
・
聞
く
こ
と
」
の
教
科
書
教
材
を
十
分

に
吟
味
し
ま
し
ょ
う
。
何
を
ど
の
よ
う
に

指
導
す
る
こ
と
が
、
目
の
前
の
子
ど
も
た

ち
に
必
要
な
「
き
く
力
」
を
育
て
る
こ
と

に
な
る
の
か
を
見
極
め
て
指
導
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

　
特
に
、「
き
く
力
」
を
育
て
る
指
導
で

気
を
つ
け
た
い
こ
と
は
、
教
師
が
大
き
な

声
で
威
圧
的
に
子
ど
も
た
ち
に
話
す
こ
と

を
避
け
、
丁
寧
な
言
葉
づ
か
い
で
話
す
こ

と
で
す
。

　
さ
ら
に
、
授
業
の
合
間
や
、
朝
の
会
や

帰
り
の
会
と
い
っ
た
少
し
の
時
間
で
も
、

「
き
く
力
」
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

今
回
は
、
そ
の
よ
う
な
ち
ょ
っ
と
し
た
時

間
を
使
っ
た
段
階
的
で
、
効
果
的
な
継
続

指
導
の
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
低
学
年
で
は
、「
聞
く
姿
勢
」
を

し
っ
か
り
と
身
に
付
け
さ
せ
ま
し
ょ

う
。
聞
く
と
き
の
約
束
や
合
図
を
決

め
、
パ
タ
ー
ン
化
す
る
こ
と
も
効
果

的
で
す
。
そ
の
た
め
に
、「
な
ぞ
な

ぞ
あ
そ
び
」
を
す
る
と
よ
い
で
し
ょ

う
。
問
題
を
出
す
人
の
順
番
を
決
め

た
り
、
ヒ
ン
ト
の
回
数
を
決
め
た

り
、
ル
ー
ル
を
工
夫
し
な
が
ら
行
い

ま
す
。

　
中
学
年
で
は
、
聞
く
こ
と
と
聴
く

こ
と
の
違
い
を
理
解
さ
せ
、
今
、
自

分
は
ど
う
聴
か
な
く
て
は
い
け
な
い

か
、
考
え
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
そ
の
た

め
に
、「
伝
言
ゲ
ー
ム
」
を
す
る
と

よ
い
で
し
ょ
う
。
ち
ょ
っ
と
し
た
時

間
を
使
い
、
席
の
列
な
ど
を
使
っ
て

伝
言
し
、
伝
わ
り
方
を
競
い
ま
す
。

　
高
学
年
で
は
、
聴
い
た
あ
と
に
、

効
い
た
こ
と
を
確
か
め
る
活
動
を
必

ず
取
り
入
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。
そ
の
た
め
に
、「
日
直
の
ニ
ュ
ー

ス
紹
介
」を
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

二
人
が
役
割
を
交
代
し
な
が
ら
行
っ

た
り
、
ク
ラ
ス
の
友
人
に
問
い
か
け

た
り
し
ま
す
。「
ど
ん
な
感
想
を
…
」

と
問
い
か
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

低
学
年
で
は

聞
く
力
に
重
点
を
！

中
学
年
で
は

聴
く
力
に
重
点
を
！

高
学
年
で
は

効
く
力
に
重
点
を
！

段
階
的
に

「
き
く
力
」を
育
て
よ
う

正しく伝え
なくちゃ。

わたしは……のため
に多くの人が働いて
いると聞き、ボラン
ティアの力のすばら
しさを感じました。
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消極的「聞く」と積極的「聞く」

　

わ
た
し
た
ち
大
人
で
も
、
人
の

話
を
き
く
こ
と
は
、
な
か
な
か
根

気
の
い
る
こ
と
で
あ
り
、
受
け
止

め
る
に
し
ろ
、
疑
問
を
も
っ
た
と

き
に
ど
う
処
理
す
る
か
に
し
ろ
、

多
く
の
難
し
さ
が
あ
り
ま
す
。

　

よ
く
「
教
師
は
最
大
の
言
語
環

境
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

い
ち
ば
ん
効
果
的
な
手
だ
て
は
、

教
師
が
よ
い
聞
き
手
の
見
本
を
示

す
こ
と
で
す
。
子
ど
も
一
人
ひ
と

り
の
話
を
丁
寧
に
根
気
よ
く
き
く

こ
と
を
大
事
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　きくことの裏側には必ず話し手がいます。時に話す側に立た
せることによって、きく大切さを気づかせましょう。3 立場を変えて

考えさせよう！

　きいただけで学習をよしとするのではなく、きいた後でその
内容に関する活動を入れましょう。たとえば、話の中の大切な
ことばを使って文を作るなどすると、きくことができていたか
振り返ることができるでしょう。

2 きいた後の活動を
考えよう！

「きく力」を育てるための
４つのポイント

　「
し
っ
か
り
聞
き
ま
し
ょ
う
」
と
い
う

こ
と
を
、
一
日
に
何
度
も
聞
い
て
い
る
子

ど
も
た
ち
。
そ
の
都
度
、
姿
勢
を
正
し
、

聞
く
こ
と
に
集
中
す
る
。
し
か
し
、
し
っ

か
り
聞
い
て
い
る
は
ず
な
の
に
力
が
育
っ

て
い
る
と
い
う
手
ご
た
え
は
あ
ま
り
な
い
。

　
国
語
科
と
他
教
科
の
授
業
を
比
べ
る
と
、

国
語
科
は
「
聞
く
」
と
い
う
時
間
が
圧
倒

的
に
多
い
。
し
か
し
、「
読
む
」
や
「
書
く
」

と
い
う
活
動
と
違
っ
て
、
聞
く
力
は
育
っ

て
い
く
過
程
が
見
え
に
く
い
。
　
　

　
だ
か
ら
こ
そ
、
姿
勢
を
正
す
こ
と
だ
け

が
聞
く
こ
と
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
子
に

聞
き
方
を
教
え
る
必
要
が
あ
る
。

 

　
授
業
で
、
聞
い
て
い
る
格
好
を
し
て

い
る
子
を
〝
消
極
的
「
聞
く
」〟
と
位
置

づ
け
、
聞
い
て
行
動
し
、
発
言
し
、
話
題

に
か
か
わ
る
子
を
〝
積
極
的
「
聞
く
」〟

と
位
置
づ
け
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
消
極
的
「
聞
く
」
の
傾
向
の
子
は
、
目

的
を
も
た
な
い
で
授
業
に
参
加
し
て
い
る

場
合
が
多
い
。
発
問
に
対
し
て
も
わ
か
っ

て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
反
応
が
鈍
い
し
、

課
題
の
解
決
も
消
極
的
に
見
え
る
。

　
積
極
的
「
聞
く
」
の
傾
向
の
子
は
、
質

問
を
し
よ
う
、
答
え
を
発
表
し
よ
う
と
い

う
よ
う
に
、
常
に
話
し
手
に
働
き
か
け
て

い
る
。

　
消
極
的
「
聞
く
」
で
も
そ
れ
ほ
ど
不
自

由
は
し
な
い
が
、
積
極
的
「
聞
く
」
に
意

識
を
変
え
る
と
、
主
体
的
に
な
り
学
習
が

楽
し
く
な
る
。

　
積
極
的
「
聞
く
」
に
意
識
を
高
め
る
に

は
、「
話
す
、
書
く
、
読
む
」
と
い
う
言

語
活
動
と
連
動
さ
せ
る
と
効
果
が
あ
る
。

書
く
た
め
、
読
む
た
め
と
い
う
目
的
や
課

題
を
も
つ
こ
と
で
、
積
極
的
に
「
聞
く
」

意
識
が
高
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、

聞
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
感
想
を
述
べ
る
、

質
問
を
す
る
な
ど
の
話
す
活
動
、
聞
い
た

こ
と
を
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
る
、
メ
モ
を
す

る
と
い
う
書
く
活
動
、
発
問
に
答
え
る
た

め
に
読
む
活
動
な
ど
が
有
効
で
あ
る
。

　
消
極
的
「
聞
く
」
で
あ
っ
て
も
子
ど
も

の
日
常
は
そ
れ
ほ
ど
不
自
由
で
は
な
い
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、
そ
の
子
は
、
人
と
か
か
わ
る
力
が

育
た
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

　
子
ど
も
の
日
常
を
見
て
い
る
と
、
聞
く

こ
と
が
上
手
な
子
は
友
達
が
多
い
し
、
相

手
の
気
持
ち
を
察
し
て
行
動
し
て
い
る
姿

を
よ
く
見
か
け
る
。
　

　
話
を
聞
く
、
指
示
に
従
っ
て
行
動
す
る

な
ど
聞
く
活
動
の
底
に
あ
る
の
は
、
人
に

働
き
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

積
極
的
「
聞
く
」
は
相
手
へ
の
思
い
や
り

や
人
を
大
事
に
す
る
こ
と
の
始
ま
り
で
あ

る
。

　「
聞
く
」
は
、
人
の
言
葉
を
受
け
と
る
、

受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
か
ら
。

　何の指導もそうですが、何でもかんでもいっしょに指導して
は効果が上がりません。
　１学期は…今月は…と、重点を決めたりくり返したりして指
導を重ねましょう。

4 重点を決めて
根気よく！

　きく指導でいちばん大切なことは「場」を工夫することです。
意図的・計画的に場を設定することを心がけましょう。1

聞く
聴く　場を

効く　
工夫しよう！

「
し
っ
か
り
聞
き
ま
し
ょ
う
」

と
言
う
が･･･

消
極
的
「
聞
く
」
か
ら

積
極
的
「
聞
く
」
へ

「
話
す
、
書
く
、
読
む
」

活
動
と
連
動
さ
せ
る

「
聞
く
」
こ
と
は
人
と

か
か
わ
る
力
を
育
て
る
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単た

ん

鉤こ
う

法ほ
う

…
人
差
し
指
と
親
指
で
筆
を
持
ち
、

中
指
で
支
え
る
方
法
で
す
。「
一
本
が
け
」

と
も
い
い
ま
す
。
小
筆
の
場
合
は
、
単
鉤
法

が
多
く
用
い
ら
れ
ま
す
。

双そ
う

鉤こ
う

法ほ
う

…
人
差
し
指
と
中
指
を
軸
の
前
に
出

し
、
薬
指
の
爪
の
辺
り
で
支
え
る
方
法
で

す
。「
二
本
が
け
」
と
も
い
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
自
分
の
名
前
を
練
習
さ
せ
ま
す
。

ま
た
、
少
々
手
間
は
か
か
り
ま
す
が
、
事
前
に

教
師
が
そ
れ
ぞ
れ
の
児
童
の
名
前
を
書
い
た
左

の
よ
う
な
お
手
本
を
用
意
し
て
お
く
と
よ
い
で

し
ょ
う
。 

　

児
童
は
、
そ
れ
を
下
敷
き
の
下
に
名
前
だ
け

が
見
え
る
よ
う
に
ず
ら
し
て
置
き
、
そ
れ
を
見

な
が
ら
名
前
を
書
き
ま
す
。
名
前
の
字
間
の
と

り
方
な
ど
は
、
作
品
の
配
列
や
名
前
の
字
数
に

よ
っ
て
も
違
っ
て
き
ま
す
の
で
、
試
し
書
き
を

さ
せ
ま
す
。
作
品
か
ら
少
し
離
れ
て
全
体
の
バ

ラ
ン
ス
を
見
る
よ
う
に
指
導
す
る
と
よ
い
で

し
ょ
う
。
い
ろ
い
ろ
と
試
す
な
か
で
、
児
童
の

書
き
や
す
い
方
法
を
と
ら
せ
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。　

　

す
っ
た
墨
が
な
く
な
れ
ば
、
片
付
け
に
移
り

ま
す
。
残
っ
た
墨
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
片
付
け

が
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

墨
を
よ
く
含
ま
せ
て
か
ら
、
余
分
な
墨
を
落

と
し
、
筆
の
形
を
整
え
ま
す
。
は
じ
め
は
、
少

し
硬
め
の
短た
ん

鋒ぽ
う

（
※
）
を
使
う
と
書
き
や
す
い

で
し
ょ
う
。

提て
い

腕わ
ん

法ほ
う

…
筆
を
持
っ
た
手
の
手
首
を
固
定
せ

ず
に
、
軽
く
机
上
に
つ
け
て
書
く
方
法
で

す
。
手
首
が
固
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
な

め
ら
か
な
動
き
が
で
き
、
伸
び
や
か
な
字
が

書
け
ま
す
。

枕ち
ん

腕わ
ん

法ほ
う

…
筆
を
持
た
な
い
手
の
甲
の
上
に
筆

を
持
つ
手
を
置
い
て
、
軽
く
支
え
に
し
て
書

く
方
法
で
す
。
慣
れ
る
と
書
き
や
す
い
で
す
。

　

毛
筆
学
習
の
時
間
に
使
う
小
筆
は
、
最
後
に

名
前
を
書
く
と
き
に
使
う
も
の
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
あ
り
ま
す
。
確
か
に
、
大
筆
で
満
足
で
き

る
文
字
を
書
き
、
最
後
に
名
前
を
書
き
入
れ
て

一
つ
の
作
品
が
完
成
し
ま
す
。

　

こ
こ
で
考
え
た
い
の
が
、
大
筆
で
書
く
活
動

け
ま
す
。

　

ま
た
、
毛
筆
の
用
具
の
準
備
と
片
付
け
に
時

間
が
か
か
り
、
実
際
に
書
く
活
動
が
足
り
な
い

と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
特

に
、
小
学
校
三
年
生
の
毛
筆
の
入
門
期
に
は
、

個
人
的
な
用
具
の
扱
い
方
の
指
導
だ
け
で
な
く
、

書
写
の
時
間
に
お
け
る
学
級
全
体
で
の
ル
ー
ル

に
慣
れ
る
ま
で
、
書
く
活
動
そ
の
も
の
へ
の
指

導
よ
り
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
す
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　

そ
こ
で
、
と
き
に
は
、
墨
の
使
用
量
が
少
な

く
手
軽
に
行
え
る
、
小
筆
だ
け
を
使
っ
た
授
業

を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

次
に
述
べ
る
事
例
は
、
授
業
の
中
で
行
っ
た
、

小
筆
の
指
導
で
す
。

　

ま
ず
、
少
し
の
水
で
墨
を
す
ら
せ
ま
す
。
硯

に
広
が
る
墨
の
模
様
や
墨
の
香
り
は
心
を
落
ち

着
か
せ
る
の
で
、
と
き
ど
き
墨
を
す
る
体
験
を

さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

　

次
に
、
小
筆
を
持
つ
児
童
が
次
の
①
〜
③
に

つ
い
て
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
し
ま
す
。

に
充
て
た
時
間
と
、
小
筆
で
書
く
活
動
に
充
て

た
時
間
の
違
い
で
す
。
大
筆
で
書
く
活
動
で
は
、

お
手
本
を
分
析
し
た
り
、
自
分
の
書
い
た
文
字

と
比
較
し
た
り
し
て
、
じ
っ
く
り
と
時
間
を
か

け
て
取
り
組
み
ま
す
。
し
か
し
、
名
前
を
書
き

入
れ
る
の
は
、
二
、三
枚
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
せ
っ
か
く
満
足
し
た
文
字
が
書
け
た
の
に
、

小
筆
で
学
年
と
氏
名
を
書
き
入
れ
た
ら
う
ま
く

い
か
な
か
っ
た
と
残
念
が
る
児
童
を
よ
く
見
か

書
写
は
、
大
き
く
毛
筆
学
習
と
硬
筆
学
習
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

毛
筆
と
い
え
ば
大
筆
が
頭
に
浮
か
ぶ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

実
際
、
研
究
会
な
ど
の
毛
筆
を
扱
っ
た
公
開
授
業
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
大
筆
を
使
用
し
て
お
り
、

小
筆
に
焦
点
を
当
て
た
授
業
に
は
な
か
な
か
出
会
え
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
小
筆
だ
か
ら
こ
そ
可
能
な
毛
筆
学
習
が
あ
る
は
ず
で
す
。

こ
こ
で
は
、
小
筆
に
焦
点
を
当
て
、
意
欲
を
も
っ
て
楽
し
く
取
り
組
め
る
毛
筆
学
習
に
つ
い
て

考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会

小
筆
を
活
用
し
よ
う

1617

1
小
筆
を
見
直
そ
う

2
小
筆
を
活
用
し
た
指
導
例
１

─
授
業
の
中
で
─

①
墨
の
含
ま
せ
方

②
腕
の
構
え
方

③
指
の
か
け
方

三
年　
　

  

光
村　

太
郎

半
紙
の
左
側
に
名
前
を
書
い
た

お
手
本
を
用
意
す
る
と
よ
い
。
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今
回
の
取
り
組
み
を
終
え
た
後
、
児
童
か
ら

小
筆
を
使
っ
て
絵
手
紙
を
書
い
て
み
た
い
と
い

う
声
が
出
て
い
ま
す
。
こ
の
意
欲
を
大
切
に
し

つ
つ
、
書
写
学
習
の
一
環
と
し
て
、
確
か
な
文

字
感
覚
、
知
識
や
技
能
を
身
に
付
け
る
こ
と
が

で
き
て
い
る
か
ど
う
か
、
評
価
を
加
え
つ
つ
進

め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

※ 

短た
ん

鋒ぽ
う

…
穂
が
短
い
筆
。
穂
が
長
い
も
の
は

長ち
ょ
う

鋒ほ
う

と
い
う
。

　

こ
う
し
て
で
き
上
が
っ
た
作
品
は
、
児
童
の

目
に
つ
く
場
所
に
掲
示
し
ま
し
た
。

　

紙
質
に
も
よ
り
ま
す
が
、
色
紙
は
発
色
が
よ

く
墨
が
に
じ
み
に
く
い
た
め
、
文
字
が
書
き
や

す
い
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
短
冊
に
も
書
く
試
み

を
し
ま
し
た
が
、
墨
の
含
ま
せ
方
が
難
し
く
墨

が
に
じ
み
や
す
い
た
め
、
色
紙
よ
り
も
難
し
い

よ
う
で
し
た
。
短
冊
の
場
合
に
は
、
筆
ペ
ン
を

使
う
と
書
き
や
す
い
で
し
ょ
う
。

　

次
に
述
べ
る
事
例
は
、
授
業
以
外
の
時
間
を

使
っ
た
小
筆
の
指
導
で
す
。

　

本
校
で
は
毎
月
、
全
校
で
俳
句
集
会
を
も
っ

て
い
ま
す
。
投
句
箱
を
設
置
し
、
集
ま
っ
た
俳

句
の
中
か
ら
、
教
師
が
子
ど
も
一
人
に
つ
き
一

句
選
び
、
小
筆
で
短
冊
に
書
い
て
掲
示
し
て
い

ま
す
。

　

全
校
児
童
二
十
名
の
小
規
模
校
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
次
は
、
五
・
六
年
生
が
全
校
児
童
の

俳
句
を
書
い
て
掲
示
す
る
活
動
を
試
み
ま
し
た
。

短
冊
で
な
く
色
紙
に
書
い
て
、
色
鉛
筆
で
絵
も

描
き
加
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
最
初
は
授
業

時
間
を
使
っ
て
行
い
ま
し
た
が
、
も
っ
と
書
き

た
い
と
い
う
児
童
や
、
さ
ら
に
き
れ
い
に
書
き

直
し
た
い
と
い
う
児
童
が
い
た
た
め
、
授
業
以

外
の
時
間
で
小
筆
が
使
え
る
ス
ペ
ー
ス
を
作
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
と
し
て

使
っ
て
い
た
空
き
教
室
に
、
俳
句
の
短
冊
を

飾
っ
た
り
小
筆
を
自
由
に
使
え
る
コ
ー
ナ
ー
を

作
っ
た
り
し
て
、
児
童
が
気
軽
に
小
筆
を
使
え

る
部
屋
に
変
身
さ
せ
ま
し
た
。

　

小
筆
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
毛
筆
の
用
具
一
式
と

密
閉
容
器
で
作
っ

た
墨
壺
と
ラ
ッ
プ

を
用
意
し
ま
す
。

ラ
ッ
プ
は
、
使
用

後
の
小
筆
が
乾
か

な
い
よ
う
巻
く
た

め
に
使
い
ま
す
。

　

こ
の
部
屋
で
、
高
学
年
が
色
紙
に
俳
句
を
書

い
て
い
る
と
、
他
の
学
年
の
児
童
も
、
小
筆
に

興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
低
学
年
が

小
筆
を
使
う
の
は
難
し
い
で
す
が
、
児
童
の
思

い
を
大
切
に
し
た
い
と
考
え
、
自
由
に
体
験
さ

せ
ま
し
た
。

3
小
筆
を
活
用
し
た
指
導
例
２

─
小
筆
を
身
近
に
─

4
お
わ
り
に

【
参
考
文
献
】

・
『
書
写
指
導
〔
小
学
校
編
〕』

   

（
全
国
大
学
書
写
書
道
教
育
学
会
編
　
萱
原
書
房
）

・
『
小
筆
・
筆
ペ
ン
練
習
帳
』

   

（
岡
田
崇
花
著
　
日
本
文
芸
社
）

小筆のコーナーで、色紙づくりに取り組む児童

先
生
の
よ
う
に
、
短
冊
に
書
い
て
み
た

い
と
い
う
六
年
生
の
児
童
が
い
た
た
め
、

筆
ペ
ン
で
書
か
せ
た
。

６年生の作品２年生の作品 ４年生の作品
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「
へ
へ
、
こ
の
ま
ま
こ
の
ボ
ス
を
倒
せ
ば
、
つ

い
に
こ
の
オ
レ
が
…
…
」

　

そ
う
思
っ
た
瞬
間
、
ボ
ス
が
頭
突
き
を
し
ま

し
た
。

　

ほ
ん
の
一
瞬
の
油
断
で
形
勢
逆
転
で
す
。

　

さ
す
が
群
れ
の
ボ
ス
で
す
。
ち
ょ
っ
と
し
た

隙
も
見
逃
し
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
か
ら
は
も
う
ボ
ス
の
一
方
的
な
勝
利
で

し
た
。

　

オ
オ
カ
ミ
は
キ
ズ
だ
ら
け
の
体
を
地
面
に
た

た
き
つ
け
ら
れ
た
の
で
す
。

　

も
う
起
き
上
が
る
こ
と
な
ん
て
出
来
ま
せ
ん
。

　

そ
ん
な
姿
を
見
た
仲
間
た
ち
は
、
黙
っ
て

去
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

あ
ん
な
に
慕
っ
て
い
て
く
れ
て
い
た
の
に
。も
う
誰
も
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

ズ
キ
ズ
キ
す
る
体
を
や
っ
と
起
こ
し
て
ヨ
ロ
ヨ
ロ
と
歩
き
出
し
ま
し
た
。

　

夢
も
破
れ
、
仲
間
も
失
い
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
。

 
「
オ
レ
に
は
も
う
何
も
残
っ
て
な
い
」

　

そ
う
つ
ぶ
や
い
た
時
、「
う
ぐ
っ
」
木
の
根
っ
こ
に
足
を
引
っ
か
け
て

坂
道
を
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
。

　

転
が
り
な
が
ら
オ
オ
カ
ミ
は
も
う
す
べ
て
が
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
て
い

ま
し
た
。

　

ド
ス
ン
。

　

茂
み
に
隠
れ
て
い
た
何
者
か
の
体
に
ぶ
つ
か
っ
て
や
っ
と
止
ま
り
ま
し

た
。

 

「
ひ
ゃ
っ
」

　

何
者
か
は
悲
鳴
を
上
げ
る
と
、
茂
み
か
ら
と
び
出
し
近
く
の
木
陰
に
隠

オ
カ
ミ
は
疲
れ
果
て
て
い
ま
し
た
。
心

も
体
も
ボ
ロ
ボ
ロ
で
し
た
。

　

そ
ん
な
自
分
を
引
き
ず
っ
て
、
た
だ
歩
き
続

け
る
こ
と
し
か
こ
の
オ
オ
カ
ミ
に
は
残
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
行
く
当
て
な

ど
あ
り
ま
せ
ん
。

　

本
当
な
ら
、
今
頃
は
一
番
若
い
ボ
ス
に
な
っ

て
大
笑
い
し
て
い
た
は
ず
で
し
た
。
ボ
ス
に

な
っ
た
ら
、
他
の
群
れ
の
ボ
ス
も
ど
ん
ど
ん
倒

し
、
世
界
一
の
ボ
ス
に
な
る
の
が
夢
で
し
た
。

　

で
も
、
ボ
ス
と
の
一
騎
打
ち
に
負
け
た
の
で

す
。

　

オ
オ
カ
ミ
は
、
小
さ
い
頃
お
母
さ
ん
に
す
て

ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
ア
ラ
イ
グ
マ
の
お
母
さ
ん
に
拾
わ
れ
た
の
で
す
。

　

ア
ラ
イ
グ
マ
の
お
母
さ
ん
は
、
そ
れ
は
そ
れ
は
こ
の
オ
オ
カ
ミ
を
大
切

に
育
て
て
く
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
で
友
だ
ち
か
ら
何
度
も
い
じ
め

ら
れ
ま
し
た
。

　

い
じ
め
ら
れ
る
た
び
に
こ
の
オ
オ
カ
ミ
は
「
絶
対
強
く
な
っ
て
や
る
」

と
心
に
誓
っ
て
が
ん
ば
っ
て
き
た
の
で
す
。　

　

ひ
と
り
で
旅
に
出
て
か
ら
も
、
強
く
な
る
た
め
に
は
何
で
も
し
て
き
ま

し
た
。

　

オ
オ
カ
ミ
は
ど
ん
ど
ん
強
く
な
っ
て
い
き
、
そ
ん
な
オ
オ
カ
ミ
に
つ
い

て
く
る
子
分
の
オ
オ
カ
ミ
も
一
匹
、
二
匹
と
増
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

あ
と
は
、
群
れ
の
ボ
ス
に
勝
つ
こ
と
だ
け
で
す
。

　　

初
め
は
、
こ
の
オ
オ
カ
ミ
の
方
が
勝
っ
て
い
ま
し
た
。

きむら ゆういち（文・絵）

アライグマの
ぬくもり

お は な し 定 期 便

「おはなし定期便」は、子どもたちへの「読み聞かせ」や
「朝の読書」の時間などにご活用ください。

れ
ま
し
た
。

 

「
な
ん
だ
ろ
う
。
今
の
？
」

　

オ
オ
カ
ミ
は
ぶ
つ
か
っ
た
時
の
ぬ
く
も
り
に
、
懐
か
し
さ
を
感
じ
た
の

で
す
。

　

よ
く
見
る
と
、
そ
れ
は
ア
ラ
イ
グ
マ
で
し
た
。

　

オ
オ
カ
ミ
は
、
優
し
か
っ
た
お
母
さ
ん
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

 

「
待
っ
て
く
れ
」

　

オ
オ
カ
ミ
は
無
性
に
ア
ラ
イ
グ
マ
の
そ
ば
に
い
た
く
な
り
ま
し
た
。

 

「
助
け
て
」

　

ア
ラ
イ
グ
マ
は
オ
オ
カ
ミ
に
追
い
か
け
ら
れ
て
、
必
死
に
逃
げ
出
し
ま
す
。

 

「
違
う
ん
だ
」

　

そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
も
待
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
。

　

で
も
少
し
だ
け
オ
オ
カ
ミ
の
方
が
足
が
速
か
っ
た
の
で
す
。

　

ア
ラ
イ
グ
マ
は
捕
ま
え
ら
れ
る
瞬
間
に
、
木
の
ウ
ロ
の
中
に
飛
び
込
み

ま
し
た
。

　

穴
の
入
口
は
狭
く
て
、
オ
オ
カ
ミ
の
体
は
入
れ
ま
せ
ん
。

 

「
違
う
ん
だ
。
オ
レ
は
た
だ
…
…
」

　

オ
オ
カ
ミ
は
ウ
ロ
の
中
に
呼
び
か
け
ま
し
た
。

 

「
た
だ
何
よ
」

　

中
か
ら
声
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。

 

「
た
だ
オ
レ
は
、
お
ま
え
の
そ
ば
に
い
た
い
か
ら
」

 

「
ふ
ん
、
わ
か
っ
て
る
の
よ
。
そ
う
言
わ
れ
て
出
て
行
っ
た
ら
、
ガ
ブ
ッ

て
や
る
の
は
」

 

「
違
う
。
信
じ
て
く
れ
」

 

「
信
じ
ら
れ
る
わ
け
な
い
じ
ゃ
な
い
。
あ
ん
た
オ
オ
カ
ミ
な
の
よ
」

 

「
オ
オ
カ
ミ
と
ア
ラ
イ
グ
マ
が
仲
良
く
な
っ
た
ら
悪
い
か
」

 

「
今
ま
で
そ
う
や
っ
て
何
匹
の
動
物
を
だ
ま
し
て
き
た
の
？
」
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平成22年度「言語教育振興財団」研究助成金　一般公募

教科書の訂正

訂正に至る経緯とお願い
　今年初め、ポルトガル大使館からメールが
届きました。三年下巻「世界の『こんにちは』
と文字」で取り上げている「ボン ジア」を、

「ボン ディア」に改めてほしいという内容の
ものです。「ボン ジア」は、同じポルトガル
語でもブラジルでの発音に近く、「ボン ディ
ア」のほうがポルトガル本国の発音に近い表
記となるとのことでした。
　ご指摘を受け、再度教材の事実確認を進め
たところ、「ボン ジア（ボン ディア）」は午
前中に使う言葉であることが分かりました。
午後は「ボア タルデ」を使います。日本では、
午前中でも早いうちは「おはよう」、昼近く
は「こんにちは」と使い分けますが、ポルト

ガルのあいさつ言葉では午前・午後で区別さ
れるのだそうです。文化によって時間の区切
り方が違い、そのため、日本語と必ずしも一
対一対応にならないのだろうと思われます。
　編集部では、「ボン ジア」を「ボア タルデ」
と改めることを考え、大使館へ問い合わせま
した。すると、「こんにちは」として「ボン 
ジア（ボン ディア）」を取り上げることは誤
りではないが、「ボア タルデ」のほうがより
適切だろうとの見解が示されたことから、こ
のたびの訂正となりました。
　スケジュールの関係上、訂正は 22 年度用
教科書からとなりますが、授業の際には、児
童の興味・関心に応じてこのような話もして
いただければと思います。

の
で
、
ア
ラ
イ
グ
マ
が
そ
っ
と
外
を
見
る
と
、
オ
オ
カ
ミ
が
ズ
ブ
ぬ
れ
に

な
っ
て
草
の
上
に
倒
れ
て
い
ま
し
た
。

　

手
に
は
リ
ン
ゴ
や
な
し
を
握
っ
て
い
ま
す
。

　

夕
暮
れ
時
に
な
っ
て
、
オ
オ
カ
ミ
が
ぼ
ん
や
り
と
目
を
あ
け
る
と
、
い

つ
の
間
に
か
木
陰
の
中
に
ね
て
い
ま
し
た
。

 

「
あ
ら
、
お
目
覚
め
？
」

　

す
ぐ
近
く
で
ア
ラ
イ
グ
マ
の
声
が
し
ま
す
。

 

「
お
、
お
ま
え
…
…
」

　

お
ど
ろ
い
て
オ
オ
カ
ミ
が
起
き
上
が
る
と

 

「
ま
だ
ね
て
な
き
ゃ
ダ
メ
！　

ホ
ン
ト
に
バ
カ
な
オ
オ
カ
ミ
な
ん
だ
か

ら
」

　

い
き
な
り
ア
ラ
イ
グ
マ
が
オ
オ
カ
ミ
を
ど
な
り
つ
け
ま
し
た
。

　

な
ん
だ
か
お
母
さ
ん
に
怒
ら
れ
て
る
み
た
い
で
す
。
み
る
と
、
オ
オ
カ

ミ
の
体
に
ふ
か
ふ
か
の
落
ち
葉
が
た
く
さ
ん
か
ぶ
せ
て
あ
り
ま
し
た
。

 

「
ひ
と
の
エ
サ
を
心
配
す
る
よ
り
も
っ
と
自
分
の
体
を
考
え
な
さ
い
ね
」

　

そ
う
言
い
な
が
ら
葉
っ
ぱ
の
コ
ッ
プ
で
オ
オ
カ
ミ
に
水
を
飲
ま
せ
て
く

れ
ま
す
。

 
「
あ
、
あ
り
が
と
う
」

　

ア
ラ
イ
グ
マ
の
ぬ
く
も
り
を
近
く
で
感
じ
る
と
、
オ
オ
カ
ミ
の
心
も
ふ

ん
わ
り
あ
た
た
ま
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
時
か
ら
ア
ラ
イ
グ
マ
は
い
つ
も
オ
オ
カ
ミ
の
そ
ば
に
い
ま
す
。

　

今
で
は
オ
オ
カ
ミ
も
す
っ
か
り
元
気
に
な
っ
て
、
す
っ
く
と
立
ち
上
が

る
と
、
夜
空
に
向
か
っ
て
こ
う
叫
び
ま
し
た
。

 

「
よ
う
し
、
今
度
こ
そ
オ
レ
が
ボ
ス
に
な
っ
て
や
る
！
」

　

ア
ラ
イ
グ
マ
が
優
し
く
笑
っ
て
オ
オ
カ
ミ
を
見
上
げ
て
い
ま
し
た
。

きむら ゆういち
１９４８年東京都生まれ。造形教育の指導、テレビ幼児
番組のアイディアブレーンなどを経て、絵本・童話作家
に。著書は５００冊を超え、数々のロングセラーは国内
外の子どもたちに読み継がれている。また、『あらしのよ
るに』で講談社出版文化賞絵本賞など数々の受賞歴を
もつ。最新作に『やっとライオン』（小学館）など。

 
「
実
は
オ
レ
、
ア
ラ
イ
グ
マ
に
育
て
ら
れ
た
ん
だ
」

 

「
や
め
て
よ
。
そ
ん
な
作
り
話
」

　

オ
オ
カ
ミ
が
い
く
ら
言
っ
て
も
、
ア
ラ
イ
グ
マ
は
出
て
来
て
く
れ
そ
う

に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

で
も
、
オ
オ
カ
ミ
が
外
に
い
る
限
り
、
ア
ラ
イ
グ
マ
も
他
に
逃
げ
ら
れ

な
い
の
で
す
。

　

し
ば
ら
く
し
て
、
オ
オ
カ
ミ
の
声
が
し
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

で
も
、
こ
れ
は
オ
オ
カ
ミ
の
罠
か
も
し
れ
な
い
と
、
ア
ラ
イ
グ
マ
は
な

か
な
か
穴
か
ら
出
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

や
が
て
、
ア
ラ
イ
グ
マ
の
お
腹
が
グ
ー
ッ
と
な
り
ま
し
た
。　

　

ア
ラ
イ
グ
マ
が
そ
う
っ
と
穴
の
外
を
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
オ
オ
カ
ミ
が

ヨ
ロ
ヨ
ロ
と
こ
っ
ち
に
向
か
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
し
た
。

　

両
手
に
何
か
ぶ
ら
さ
げ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
ア
ラ
イ
グ
マ
の
大
好
き

な
魚
で
し
た
。

　

オ
オ
カ
ミ
は
そ
っ
と
二
匹
の
魚
を
木
の
ウ
ロ
に
入
れ
ま
す
。

 

「
ふ
ん
、
だ
ま
さ
れ
る
も
ん
か
」

　

そ
う
言
っ
た
も
の
の
ハ
ラ
ペ
コ
に
は
か
な
い
ま
せ
ん
。
ア
ラ
イ
グ
マ
は

し
か
た
な
く
魚
を
口
に
し
ま
し
た
。

　

し
ば
ら
く
し
て
、
オ
オ
カ
ミ
は
グ
ミ
の
実
を
持
っ
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。

今
度
は
ペ
ロ
リ
と
た
い
ら
げ
た
ア
ラ
イ
グ
マ
は

 

「
お
い
し
い
！
」

　

と
、
声
を
上
げ
ま
し
た
。

　

次
の
日
は
貝
で
し
た
。

　

オ
オ
カ
ミ
は
信
じ
て
も
ら
う
た
め
に
必
死
だ
っ
た
の
で
す
。
で
も
オ
オ

カ
ミ
の
体
も
限
界
で
し
た
。

　

次
の
日
は
、
雨
が
降
っ
て
い
ま
し
た
。
な
か
な
か
オ
オ
カ
ミ
が
来
な
い

学年・巻 ページ 箇所 21年度用 22年度用
三年下巻 94 上段 右 ボン　ジア ボア　タルデ

　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。

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 22 年４月〜 23 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・教科単位も含む）

助成件数及び金額 助成件数は 80 件まで。助成金額は１件につき 20 万〜 50 万円

応募方法・
締め切り

・所定の申請用紙に記入の上、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、平成 21 年 12 月 25 日（金）必着で、当財団事務局に郵送。

・申請用紙を希望される方は、直接又は返信用封筒を同封の上、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、選考結果を平成 22 年２月末までに通知。
平成 22 年３月末に銀行振り込みで交付します。

問い合わせ先 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



研究会のご案内

第55回　全国国語教育研究大会
開催日　平成 22 年 2 月 5 日（金）・2 月 6 日（土）
会　場　京都市立二の丸北小学校・京都駅前アバンティホール
テーマ　実生活・実社会に生きる国語力の育成⑶　〜読解力と記述力を重視して〜
内　容　（第 1 日目）基調提案／講話／提案授業／研究協議会
　　　　（第 2 日目）講演Ⅰ：文部科学省教科調査官　水戸部 修治 氏
　　　　　　　　　  講演Ⅱ：作家　阿刀田 高 氏
参加費　3,500 円
連絡先　京都市立二の丸北小学校内　全国国語教育研究大会本部
　　　　〒 612–8141　京都市伏見区向島二ノ丸町 300
　　　　TEL：075–622–4684　FAX：075–622–4623

■イメージを広げる映像で音読に変化
　今回の公開授業は、青山先生と 6 年生の児童 32 名
で行われた。題材は、『枕草子』。音読・暗唱を通じて
内容理解を深め、さらに歴史的仮名遣いや古典の語句
を意識して、自分なりの季節感を表した「筑波版・春
はあけぼの」を書くという授業である。約 130 名の参
観者が囲むなか、50 インチの電子黒板と、提示型デジ
タル教材「わくわく古典教室」を使って、授業は行わ
れた。
　授業の冒頭、青山先生は、「『春はあけぼの』を読ん
でみましょう！」と、まず音読をさせる。児童は、読
み進めることができるものの、古典独特のリズムや語
調を意識した音読ができていない。そこで、青山先生
は、「わくわく古典教室」の鑑賞用映像を見せる。す
ると、作品をイメージした美しい情景が映し出され、
なめらかな朗読音声が流れる。児童は、その映像を見
ながら追読していく。映像を見る児童の顔は自然と上
がり、大きな声が会場に響き渡る。冒頭の音読では表
現できなかった古典独特のリズムや語調が、豊かな表
情とともにはっきりと伝わってきた。

■「かくし紙機能」で暗唱を楽しく
　次に、青山先生は、児童が音読から暗唱へスムーズ
に移れるように、「わくわく古典教室」の「かくし紙
機能」で本文の一部を徐々に隠していく。時折、「ど
こを隠そうか？」と問いかけ、児童にも「かくし紙機
能」を操作させる。児童は、かくし紙の長さを調節し
たり移動したりして、本文を隠していく。先生とやり
とりをしながら徐々に暗唱する部分を広げていくこと
で、児童は自然と積極的に暗唱を楽しんでいた。

■「筑波版・春はあけぼの」の創作へ
　そして、授業は「筑波版・春はあけぼの」の創作へ
と入る。青山先生は、まず「どの言葉を使おうか？」
と問いかける。児童が「をかし！」「わろし！」など
と答えると、「わくわく古典教室」のマーカー機能を
使い、提示している本文にサイドラインを引いていき、
古典特有の言葉遣いや、言葉の意味を理解させていく。
　そして、児童は「をかし」や「わろし」などの言葉
を的確に文脈の中で使いながら、自分なりに「筑波版・
春はあけぼの」を書いた。
　提示型デジタル教材を活用することによって、作品
を視覚的・聴覚的・体感的に味わうことができ、古典
への親しみがいっそう増して、創作意欲も高まってい
たようだった。

　新しい学習指導要領に「伝統的な言語文化
と国語の特質に関する事項」が新設されまし
た。小学校で古典をどのように指導したらよ
いのか、古典の授業イメージがもてない、そ
んなふうにお悩みの先生方が多いのではない
でしょうか。去る6月6日「New Education 
Expo 2009」東京会場で行われた青山由紀
先生（筑波大学附属小学校）の公開授業は、
まさにその悩みに応えてくれるものでした。

児童に映像を見せながら音読させる青山先生。

▲かくし紙機能

小学校古典の授業




