


教科書から
ひろがる学び

テキストから
プログラムへ

教科書新ルネサンス宣言

学習のまとめがゴールになるのではなく、
再び新しいスタート地点となるような円環型の学びを実現したい。
学校での学びが、地域や社会と循環して機能できるような

ネットワークを実現したい。
…三省堂『現代の国語』『現代の書写』は、そんな教科書をめざします。

対話する
教科書
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〔きんだいち ひでほ〕杏林大学外国語学部教授。
ベトナムなどで日本語教師の指導も行う。著書に
角川oneテーマ新書『新しい日本語の予習法』など。

所変われば品変わり、ことば遣いは難しい

金田一 秀穂

　

来
日
し
た
外
国
人
に
、「
い
つ
日
本
に
来

た
ん
で
す
か
」
と
聞
く
の
は
普
通
の
こ
と
だ

と
思
う
。
相
手
が
ど
の
く
ら
い
日
本
に
い
る

か
に
よ
っ
て
、
次
に
聞
く
べ
き
こ
と
が
い
ろ

い
ろ
違
っ
て
く
る
。
昨
日
来
た
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、「
お
疲
れ
で
し
ょ
う
」
と
言
い
た

い
し
、も
う
一
年
く
ら
い
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

例
え
ば
「
日
本
で
は
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い

る
ん
で
す
か
」
と
聞
く
だ
ろ
う
。
会
っ
た
最

初
か
ら
、「
い
つ
帰
り
ま
す
か
」
と
聞
く
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
失
礼
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
所
変
わ
れ
ば
品
変
わ
る
で
、

ベ
ト
ナ
ム
へ
行
く
と
、
会
っ
て
最
初
に
、「
い

つ
帰
り
ま
す
か
」
と
聞
か
れ
る
の
で
あ
る
。

日
本
で
教
え
て
い
た
元
学
生
と
現
地
で
会
う

の
は
と
て
も
楽
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
な

の
に
、
そ
の
学
生
か
ら
も
、「
わ
あ
、
先
生
、

よ
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
先
生
い
つ
帰

り
ま
す
か
。」
と
聞
か
れ
て
、
少
し
驚
く
。

来
ち
ゃ
悪
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
。

　

何
と
な
く
気
づ
ま
り
な
お
客
が
家
に
来
た

と
き
に
は
、「
あ
の
お
客
さ
ん
い
つ
帰
る
の
。」

な
ど
と
こ
っ
そ
り
聞
い
た
り
す
る
。
だ
か
ら
、

早
く
帰
っ
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
か
、
と
尋

ね
る
と
、
ベ
ト
ナ
ム
の
人
は
き
ょ
と
ん
と
す

る
。大
切
な
お
客
さ
ん
が
来
た
の
で
あ
り
、い

つ
ま
で
い
る
の
か
が
わ
か
れ
ば
、
そ
の
間
の

都
合
の
つ
く
時
間
に
い
ろ

い
ろ
歓
待
で
き
る
だ
ろ
う

と
思
う
か
ら
だ
と
い
う
。歓

迎
の
気
持
ち
を
表
す
も
の

で
あ
り
、
そ
ん
な
失
礼
な

意
味
は
全
然
な
い
と
い
う
。

　

考
え
て
み
る
と
、
確
か

に
、
い
つ
帰
る
か
を
聞
く

こ
と
は
、
と
て
も
気
持
ち

の
こ
も
っ
た
質
問
で
あ
る
。
い
つ
来
た
の
か

を
聞
く
の
は
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
質
問
で
あ

る
。
沈
黙
し
て
い
る
の
は
よ
く
な
い
か
ら
、

話
し
始
め
の
き
っ
か
け
と
す
る
た
め
の
、
あ

ま
り
心
の
こ
も
っ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い

こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
い
つ
帰

る
の
か
を
聞
き
、
そ
れ
を
も
と
に
何
を
し
て

あ
げ
ら
れ
る
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
か
な
り

親
切
な
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
ば
で
、
失
礼
で
あ
る

と
怒
っ
て
も
、
あ
ま
り
利
益
が
な
い
。
慌
て

ず
に
、じ
っ
く
り
理
由
を
聞
い
て
あ
げ
れ
ば
、

無
駄
な
誤
解
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
、「
い
つ
帰
る
ん
で
す
か
」
と
、
直
接
的

な
こ
と
ば
で
聞
か
な
い
ほ
う
が
い
い
。「
い

つ
ま
で
い
ら
れ
る
ん
で
す
か
」
と
聞
く
方
が

誤
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
は
思
う
。
こ
と
ば

遣
い
は
難
し
い
。

ことばと文化
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〔パックン〕93年に来日。97年にパックンマックンを結成。
「ジャスト」（TBS系列）や「英語でしゃべらナイト」（NHK）
などのレギュラーを持つ。http://www.havmercy.co.jp/

文化を解せずしてことばを
使いこなすことはできない

パックン

　

日
本
語
を
学
ぶ
こ
と
は
日
本
文
化
を
学
ぶ

こ
と
。
い
く
ら
文
法
を
覚
え
て
も
、
漢
字
を

暗
記
し
て
も
、「
コ
ノ
ビ
ン
ト
ロ
ハ
シ
ン
セ
ン

デ
ス
カ
？
」
と
繰
り
返
し
発
音
を
練
習
し
て

も
、
文
化
を
解
せ
ず
し
て
こ
と
ば
を
使
い
こ

な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
か
り
や
す
い
例

は
敬
語
。
日
本
語
の
先
生
に
「
日
本
語
に
は

尊
敬
語
、
謙
譲
語
、
丁
寧
語
と
い
う
敬
語
の

種
類
が
あ
り
、
自
分
と
話
し
相
手
の
関
係
に

よ
り
使
い
分
け
る
」
と
言
わ
れ
た
と
き
、
く

ら
く
ら
し
た
。
英
語
に
も
丁
寧
な
言
い
方
は

あ
る
が
、
系
統
だ
っ
た
シ
ス
テ
ム
は
な
い
。

だ
か
ら
常
に
互
い
の
立
場
を
意
識
し
て
し
ゃ

べ
る
こ
と
は
新
鮮
だ
。
こ
の
「
新
鮮
」
と
い

う
の
は
「
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
面
倒
く
さ
い
」
と

い
う
意
味
。
数
年
前
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
頭

に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
ぼ
く
が
初
め
て
お
笑

い
ラ
イ
ブ
に
出
演
し
た
と
き
、
渡
辺
正
之
さ

ん
と
同
じ
控
え
室
だ
っ

た
。
新
米
芸
人
の
ぼ
く

は
、
自
身
の
無
知
さ
ゆ

え
に
、
そ
の
ラ
イ
ブ
の

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で
、

お
笑
い
界
の
大
御
所
で

も
あ
る
渡
辺
さ
ん
の
隣

に
座
り
、
足
を
組
み
、

ソ
フ
ァ
の
背
も
た
れ
に

片
腕
を
か
け
て
「
っ
ち
わ
。
今
日
は
コ
ン
ト

や
る
の
？
」
と
た
め
口
で
話
し
か
け
た
。
ぼ

く
が
こ
の
世
界
で
何
と
か
生
き
残
っ
て
る
の

は
、
ひ
と
え
に
渡
辺
さ
ん
の
人
の
よ
さ
の
お

陰
。
や
は
り
日
本
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
の
シ

ス
テ
ム
は
、
重
要
か
つ
有
効
な
も
の
だ
。
あ

の
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
す
と
、
我
な
が
ら

ひ
や
ひ
や
す
る
。

　

敬
語
を
学
ぶ
過
程
で
日
本
文
化
や
日
本
人

の
考
え
方
が
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

例
え
ば
食
べ
物
。
茶
・
飯
・
酒
は
、
御
茶
・

御
飯
・
御
酒
と
「
御
」
を
つ
け
る
が
、
こ
れ

は
特
別
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る

の
か
も
。
味
噌
汁
の
丁
寧
語
で
あ
る
「
お
み

お
つ
け
」
な
ん
て
「
御
」
が
三
つ
も
！
「
御

御
御
付
」！　

ど
れ
だ
け
大
切
な
ん
だ
！　

ぼ
く
た
ち
一
般
的
な
ア
メ
リ
カ
人
が
、
調
理

法
に
つ
い
て
取
り
組
む
レ
ベ
ル
は
、
日
本
の

そ
れ
と
比
べ
て
著
し
く
低
い
。
だ
か
ら
ぼ
く

た
ち
が
輸
入
し
た
の
は
「
お
寿
司
」
で
は
な

く「
ス
シ
」。
や
た
ら
変
な
も
の
が
乗
っ
て
る
、

不
思
議
な
食
べ
物
。
彼
ら
ア
メ
リ
カ
の
ス
シ

職
人
は
、
こ
と
ば
遣
い
も
調
理
法
も
、
と
に

か
く
大
ざ
っ
ぱ
な
ん
だ
。
ア
メ
リ
カ
で
お
い

し
い
お
寿
司
を
食
べ
る
た
め
に
も
、
彼
ら
は

ま
ず
、
敬
語
を
学
ぶ
べ
き
だ
ね
。

都
合
の
つ
く
時
間
に
い
ろ

い
ろ
歓
待
で
き
る
だ
ろ
う

と
思
う
か
ら
だ
と
い
う
。歓

迎
の
気
持
ち
を
表
す
も
の

で
あ
り
、
そ
ん
な
失
礼
な

意
味
は
全
然
な
い
と
い
う
。

　

考
え
て
み
る
と
、
確
か

に
、
い
つ
帰
る
か
を
聞
く

こ
と
は
、
と
て
も
気
持
ち

の
こ
も
っ
た
質
問
で
あ
る
。
い
つ
来
た
の
か

を
聞
く
の
は
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
質
問
で
あ

る
。
沈
黙
し
て
い
る
の
は
よ
く
な
い
か
ら
、

話
し
始
め
の
き
っ
か
け
と
す
る
た
め
の
、
あ

ま
り
心
の
こ
も
っ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い

こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
い
つ
帰

る
の
か
を
聞
き
、
そ
れ
を
も
と
に
何
を
し
て

あ
げ
ら
れ
る
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
か
な
り

親
切
な
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
ば
で
、
失
礼
で
あ
る

と
怒
っ
て
も
、
あ
ま
り
利
益
が
な
い
。
慌
て

ず
に
、じ
っ
く
り
理
由
を
聞
い
て
あ
げ
れ
ば
、

無
駄
な
誤
解
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
、「
い
つ
帰
る
ん
で
す
か
」
と
、
直
接
的

な
こ
と
ば
で
聞
か
な
い
ほ
う
が
い
い
。「
い

つ
ま
で
い
ら
れ
る
ん
で
す
か
」
と
聞
く
方
が

誤
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
は
思
う
。
こ
と
ば

遣
い
は
難
し
い
。

次
号
の
テ
ー
マ
は「
学
び
と
デ
ザ
イ
ン
」（
仮
）。
語
り
手
は
中
洌
正
堯
さ
ん（
大
学
名
誉
教
授
）、中
垣
信
夫
さ
ん（
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
）の
お
二
人
で
す
。ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
。

「
こ
と
ば
と
文
化
」
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１  
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
二
〇
〇
三
年

調
査
に
見
る
課
題

　

二
〇
〇
四
年
十
二
月
七
日
に
【
Ｐ
Ｉ
Ｓ

Ａ（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
生
徒
の
学
習
到
達
度
調
査
）

二
〇
〇
三
年
調
査
】（
義
務
教
育
修
了
段

階
の
十
五
歳
児
を
対
象
と
す
る
調
査
）
の

結
果
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
調
査
は
、
知

識
や
技
能
を
、
実
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
で
直
面
す
る
課
題
に
ど
の
程
度
活
用
で

き
る
か
を
評
価
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

行
わ
れ
た
。

　

こ
の
調
査
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
も
読
解

力
中
心
に
行
わ
れ
、
今
回
は
二
回
目
で
あ

る
。
今
回
は
、
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
を
中

心
に
、
前
回
と
同
様
に
読
解
力
、
科
学
的

リ
テ
ラ
シ
ー
、
さ
ら
に
問
題
解
決
能
力
に

つ
い
て
も
調
査
が
行
わ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
調
査
に
よ
っ
て
、
数

学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
、
科
学
的

リ
テ
ラ
シ
ー
、
問
題
解
決

能
力
に
つ
い
て
は
一
位

グ
ル
ー
プ
、
読
解
力
に

つ
い
て
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平

均
と
同
程
度
（
十
四
位
）
で
、

前
回
二
〇
〇
〇
年
調
査
の
二
位
グ
ル
ー
プ

（
八
位
）
で
あ
っ
た
こ
と
よ
り
も
、
有
意
に

低
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

　

こ
の
調
査
結
果
か
ら
、
読
解
力
の
低
下

が
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

読
解
力
に
つ
い
て
、
得
点
に
よ
っ
て
高

い
方
か
ら
低
い
方
へ
二
〇
〇
〇
年
調
査
と

同
様
に
レ
ベ
ル
５
か
ら
レ
ベ
ル
１
未
満
の

六
段
階
に
分
け
、
各
レ
ベ
ル
の
生
徒
の
割

合
を
み
る
と
次
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
て

い
る
。

　

● 

わ
が
国
の
生
徒
の
割
合
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
平
均
よ
り
も
多
い
の
は
、
レ
ベ
ル

５
、
レ
ベ
ル
４
及
び
レ
ベ
ル
１
未
満

で
あ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
生
徒
の

六
十
％
以
上
は
、
少
な
く
と
も
レ
ベ

ル
３
以
上
に
位
置
し
て
い
る
。 

　

● 

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
レ
ベ
ル
３
以
上
の

生
徒
の
割
合
が
約
八
十
％
と
際
だ
っ

て
多
く
、
韓
国
、
カ
ナ
ダ
が
こ
れ
に

続
い
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
は
レ
ベ
ル
１
以
下
の
レ
ベ
ル
の
生

徒
の
割
合
が
約
六
％
と
際
だ
っ
て
少

な
い
。 

　

特
に
、
問
題
と
な
る
の
は
、
次
の
結
果

で
あ
る
。

　

● 

わ
が
国
の
得
点
分
布
は
上
位
五
％
、

上
位
十
％
、
上
位
二
十
五
％
に
位
置

す
る
者
の
得
点
は
比
較
的
上
位
に
あ

り
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
よ
り
も
高
い
が
、

下
位
十
％
、
下
位
五
％
に
位
置
す
る

者
の
得
点
は
比
較
的
低
い
方
に
あ
り

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
よ
り
も
低
い
。 

　

右
の
こ
と
は
、上
位
の
生
徒
の
成
績
は
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
よ
り
も
高
い
が
、
下
位
の

生
徒
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
よ
り
も
低
い
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
日
本

の
生
徒
の
全
体
的
な
読
解
力
に
関
す
る
格

差
が
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
国
語
科
教
育
に
お
い

て
も
、
読
解
力
を
い
か
に
育
成
し
て
い
く

か
、
と
い
う
こ
と
が
今
日
的
な
課
題
と
し

て
浮
上
し
て
い
る
。

２   

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
に
お
け
る

「
読
解
力
」
と
は

【
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
二
〇
〇
三
年
調
査
】
で
行
わ

れ
た
読
解
力
の
（
定
義
）
は
、
次
の
よ
う

に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

○ 

自
ら
の
目
標
を
達
成
し
、
自
ら
の
知

識
と
可
能
性
を
発
達
さ
せ
、
効
果
的

に
社
会
に
参
加
す
る
た
め
に
、
書
か

れ
た
テ
キ
ス
ト
を
理
解
し
、利
用
し
、

熟
考
す
る
能
力
。

　

ま
た
、
読
解
力
の
枠
組
み
を
、
次
の
三

つ
の
側
面
に
よ
っ
て
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に

問
題
を
作
成
し
、
測
定
し
て
い
る
。

・ 

読
む
テ
キ
ス
ト
の
形
式
：

（
内
容
ま
た
は
構
成
）

　

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
で
は
、散
文
を
「
物
語
」

「
解
説
」（「
論
説
」）「
論
証
」（「
推
理
」）

（
連
続
型
テ
キ
ス
ト
）
に
分
け
た
。
さ
ら

に
、
一
覧
表
、
書
式
、
グ
ラ
フ
、
図
な
ど

の
非
連
続
な
テ
キ
ス
ト
も
取
り
入
れ
た
。

・
読
む
行
為
の
タ
イ
プ
：（
プ
ロ
セ
ス
）

　

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
で
測
定
し
た
の
は
、
テ

キ
ス
ト
（
文
章
と
図
表
）
を
全
般
的
に
理

解
し
て〈
情
報
を
取
り
出
し
〉、〈
解
釈
〉し
、

自
ら
の
知
識
に
関
連
付
け
て
テ
キ
ス
ト
の

内
容
と
形
式
に
つ
い
て
〈
熟
考
し
〉、〈
自

分
の
意
見
を
論
ず
る
〉
習
熟
度
で
あ
る
。

（
こ
こ
で
は
、〝
読
む
た
め
に
学
ぶ
〞
こ
と

よ
り
も
〝
学
ぶ
た
め
に
読
む
〞
こ
と
に
焦

点
を
当
て
て
い
る
。）

・ 

テ
キ
ス
ト
が
作
成
さ
れ
る
用
途
、

場
面
、
状
況
：

　

例
え
ば
、
私
的
な
手
紙
や
小
説
や
伝
記

は
〈
私
的
な
〉
用
途
で
、公
式
の
文
章
は
、

〈
公
的
な
〉
用
途
で
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
報

告
書
は
〈
職
業
的
な
〉
用
途
で
、
教
科
書

や
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
は
〈
教
育
的
な
〉
用
途

で
用
い
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
読
解
力
調
査
の
（
ね
ら

い
）
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

○ 

義
務
教
育
終
了
段
階
に
あ
る
生
徒

が
、
文
章
の
よ
う
な
「
連
続
型
テ
キ

ス
ト
」
及
び
図
表
の
よ
う
な
「
非
連

続
型
テ
キ
ス
ト
」
を
幅
広
く
読
み
、

こ
れ
ら
を
広
く
学
校
内
外
の
さ
ま
ざ

ま
な
状
況
に
関
連
付
け
て
、
組
み
立

て
、
展
開
し
、
意
味
を
理
解
す
る
こ

と
を
ど
の
程
度
行
え
る
か
を
み
る
。

　

さ
ら
に
そ
の
（
特
徴
）
と
し
て
次
の
四

点
を
あ
げ
て
い
る
。

髙木 展郎 横浜国立大学

国
語
教
育
の

ト
ピ
ッ
ク
を

検
証
す
る

「読解力」の低下を
どう考えるか

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/04120101.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/04120101.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/04120101.htm
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①
理
解
す
る
だ
け
で
は
な
い
。

↓ 
テ
キ
ス
ト
に
書
か
れ
た
情
報
を
理
解
す

る
だ
け
で
な
く
、「
解
釈
」
し
、「
熟
考
」

す
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。

②
読
む
だ
け
で
は
な
い
。

↓ 

テ
キ
ス
ト
を
単
に
読
む
だ
け
で
は
な

く
、
テ
キ
ス
ト
を
利
用
し
た
り
、
テ
キ

ス
ト
に
基
づ
い
て
自
分
の
意
見
を
論
じ

た
り
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

③
内
容
だ
け
で
は
な
い
。

↓ 

テ
キ
ス
ト
の
内
容
だ
け
で
な
く
、構
造
・

形
式
や
表
現
法
も
、
評
価
す
べ
き
対
象

と
な
る
。

④
文
章
だ
け
で
は
な
い
。

↓ 

テ
キ
ス
ト
に
は
、
文
学
的
文
章
や
説
明

的
文
章
な
ど
の
「
連
続
型
テ
キ
ス
ト
」

だ
け
で
な
く
、
図
、
グ
ラ
フ
、
表
な
ど

の
「
非
連
続
型
テ
キ
ス
ト
」
を
含
ん
で

い
る
。

３   

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
を

受
け
て
の
対
応

　

こ
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
二
〇
〇
三
の
結
果
を
踏

ま
え
、
文
部
科
学
省
は
、「
今
後
の
改
善

の
方
向
」
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

　

教
科
国
語
を
中
心
と
し
つ
つ
、
各
教
科

や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
を
通
じ
て
、

次
の
よ
う
な
方
向
で
、
改
善
の
取
り
組
み

を
行
う
必
要
が
あ
る
。

①  

テ
キ
ス
ト
を
理
解
・
評
価
し
な
が

ら
読
む
力
を
高
め
る
こ
と

　

読
む
力
を
高
め
る
た
め
に
は
、
テ
キ
ス

ト
を
肯
定
的
に
と
ら
え
て
理
解
す
る（「
情

報
の
取
り
出
し
」）
だ
け
で
な
く
、
テ
キ

ス
ト
の
内
容
や
筆
者
の
意
図
な
ど
を
「
解

釈
」す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
内
容
、
形
式

や
表
現
、
信
頼
性
や
客
観
性
、
引
用
や
数

値
の
正
確
性
、
論
理
的
な
思
考
の
確
か
さ

な
ど
を
「
理
解
・
評
価
」
し
た
り
、
自
分

の
知
識
や
経
験
と
関
連
付
け
て
建
設
的
に

批
判
し
た
り
す
る
よ
う
な
読
み
（
ク
リ

テ
ィ
カ
ル
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
）
を
充
実
さ

せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

特
に
授
業
の
中
で
は
、
な
ん
の
た
め
に

そ
の
テ
キ
ス
ト
を
読
む
の
か
、
読
む
こ
と

に
よ
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
を
目
指
す
の
か

と
い
っ
た
目
的
を
明
確
に
し
た
指
導
が
重

要
で
あ
る
。

②  
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
自
分
の

考
え
を
書
く
力
を
高
め
る
こ
と

　

読
解
に
あ
た
っ
て
は
、
単
に
読
ん
で
理

解
す
る
だ
け
で
な
く
、
テ
キ
ス
ト
を
利
用

し
て
自
分
の
考
え
を
書
く
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。
テ
キ
ス
ト
の
内
容
を
要
約
・
紹
介

し
た
り
、
再
構
成
し
た
り
、
自
分
の
知
識

や
経
験
と
関
連
付
け
意
味
付
け
た
り
、
自

分
の
意
見
を
書
い
た
り
、
論
じ
さ
せ
た
り

す
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

特
に
、「
自
由
記
述（
論
述
）」に
不
慣
れ

な
生
徒
に
は
、
授
業
の
ま
と
め
の
と
き
に
、

自
分
の
考
え
を
簡
潔
に
書
か
せ
る
な
ど
日

常
的
な
授
業
の
工
夫
が
重
要
で
あ
る
。

③  

さ
ま
ざ
ま
な
文
章
や
資
料
を
読
む

機
会
や
、
自
分
の
意
見
を
述
べ
た
り

書
い
た
り
す
る
機
会
を
充
実
す
る
こ
と

　

読
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
朝
の
読
書
」

の
推
進
を
含
め
、
読
書
活
動
を
推
進
す
る

こ
と
。
そ
の
際
、
文
学
的
文
章
だ
け
で
な

く
、
新
聞
や
科
学
雑
誌
な
ど
を
含
め
、
幅

広
い
範
疇
の
読
み
物
に
親
し
め
る
よ
う
、

ガ
イ
ダ
ン
ス
を
充
実
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。

　

授
業
の
中
で
、
自
分
の
意
見
を
述
べ
た

り
、
書
い
た
り
す
る
機
会
を
充
実
す
る
こ

と
。
そ
の
際
、
自
分
の
経
験
や
心
情
を
叙

述
す
る
だ
け
で
な
く
、
目
的
や
条
件
を
明

確
に
し
て
自
分
な
り
の
考
え
を
述
べ
た

り
、
論
理
的
・
説
明
的
な
文
章
に
対
す
る

自
分
な
り
の
意
見
を
書
い
た
り
す
る
な
ど

の
機
会
を
意
図
的
に
つ
く
っ
て
い
く
こ
と

も
大
切
で
あ
る
。

　

今
回
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
二
〇
〇
三
年
の
読
解

力
に
関
す
る
テ
ス
ト
問
題
は
、
三
年
後
に

同
じ
問
題
で
調
査
を
す
る
た
め
に
公
開
さ

れ
て
い
な
い
が
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
二
〇
〇
〇
年
に

行
わ
れ
た
調
査
問
題
は
公
開
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
公
開
さ
れ
て
い
る
問
題
を
見
る

と
、
日
本
の
国
語
教
育
で
こ
れ
ま
で
行
わ

れ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
読
解
問
題
と
は
、
そ

の
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
。

　

そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求

め
れ
る
学
力
観
の
提
示
で
あ
り
、
こ
れ
ま

で
日
本
の
国
語
の
授
業
で
行
わ
れ
て
き
た

読
解
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム

転
換
が
図
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と

い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

４   

こ
れ
か
ら
の
時
代
に

必
要
な
「
読
解
力
」
と
は

　

こ
れ
ま
で
の
国
語
科
の
授
業
に
お
い

て
、
読
解
力
と
い
う
と
、
書
か
れ
て
い
る

内
容
を
読
み
取
る
、
と
い
う
受
容
と
し
て

の
読
み
が
中
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
で
の
「
読
解
力
」
に
示

さ
れ
た
も
の
は
、
そ
こ
に
、
受
容
の
み
で

な
い
さ
ま
ざ
ま
な
「
読
解
」
の
要
素
を
含

ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
今
日
、
日
本
の
学

校
で
も
行
わ
れ
始
め
た
﹇
確
か
な
学
力
﹈

と
し
て
の
「
読
解
力
」
で
も
あ
る
。

　

文
部
科
学
省
が
定
義
す
る
﹇
確
か
な
学

力
﹈
と
は
、「
知
識
や
技
能
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
こ
れ
に
加
え
て
、
学
ぶ
意
欲
や

自
分
で
課
題
を
見
つ
け
、
自
ら
学
び
、
主

体
的
に
判
断
し
、
行
動
し
、
よ
り
よ
く
問

題
解
決
す
る
資
質
や
能
力
等
ま
で
含
め
た

も
の
」
で
あ
る
。

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
を
は
じ
め
、
世
界
中
で

今
、
こ
れ
ま
で
の
受
容
と
し
て
の
学
力
観

か
ら
転
換
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
地
球
規

模
で
学
力
観
が
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

教
科
書
も
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
変
わ
ら

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
平
成
十
八
年
度
版

の
『
現
代
の
国
語
』
は
、
そ
の
先
駆
と
な

る
構
成
と
内
容
を
示
し
て
い
る
。

〔たかぎ のぶお〕横浜国立
大学教授。主な編著書に
『ことばの学びと評価̶国
語科授業への視角̶』『こ
とばが育つ学びのプラン』
（三省堂）『国語科教師教育
の課題』（明治図書）など。

「
読
解
力
」の
低
下
を
ど
う
考
え
る
か

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/j-kokugo/books/2003_takagi_01.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/j-kokugo/books/2003_takagi_01.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/j-kokugo/books/2003_manabiplan.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/j-kokugo/books/2003_manabiplan.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo/j-kokugo/books/2003_manabiplan.html
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書
写
の
授
業
に

お
け
る

パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

１
 
「
硬
筆
・
毛
筆
・
手
本
・
加
朱
添
削
・
清
書
・

墨
・
一
斉
教
授
形
態
」

　

書
写
の
授
業
に
は
、
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
か

ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
な
「
見
方
・
考
え
方
を

共
時
的
に
規
定
す
る
概
念
的
枠
組
み
（
パ
ラ
ダ
イ

ム
）」
が
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
書
写
の
授
業
パ

ラ
ダ
イ
ム
は
、「
手
習
い
」
の
時
代
か
ら
受
け
継

が
れ
て
き
た
文
字
の
学
び
の
「
伝
統
」
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
書
写
の
授
業
に
お
け
る
「
伝
統
」

と
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
か
。「
墨
・
毛
筆
・
半
紙
・

硯
」
等
々
の
用
具
・
用
材
を
使
用
す
る
こ
と
だ
ろ

う
か
。「
説
明
・
示
範
・
毛
筆
練
習
・
加
朱
添
削
・

清
書
」
と
い
う
学
び
の
ス
タ
イ
ル
だ
ろ
う
か
。
確

か
に
こ
れ
ら
も
形
の
う
え
で
は
伝
統
と
い
え
る

が
、
決
し
て
本
質
で
は
な
い
。
書
写
の
授
業
に
お

け
る
伝
統
の
本
質
は
、
日
本
語
の
文
字
を
〈
正
し

く
〉〈
整
え
て
〉〈
読
み
や
す
く
〉〈
速
く
〉
書
く

力
の
育
成
、
工
夫
し
て
書
く
こ
と
を
支
え
る
洗
練

さ
れ
た
文
字
感
覚
の
育
成
に
こ
そ
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
自
戒
を
こ
め
て
い
う
な
ら
ば
、
伝
統
的
な

授
業
様
式
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
、
学
び
の
本
質
を

見
失
い
が
ち
に
な
っ
て
い
る
の
が
今
の
書
写
の
授

業
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

書
写
力
・
文
字
感
覚
の
育
成
は
、
何
よ
り
も
今

を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
の
実
態
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。「
子
ど
も
の
や
る
気
を
引

き
出
せ
な
い
。」「
成
果
が
出
な
い
。」「
授
業
時
間

が
確
保
で
き
な
い
。」
等
々
、
先
生
方
の
率
直
な

悩
み
を
よ
く
耳
に
す
る
が
、
伝
統
の
形
式
的
な
面

か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
て
、
今
の
子
ど
も
た
ち
に
と

っ
て
ど
の
よ
う
な
授
業
が
効
果
的
な
の
か
を
柔
軟

に
考
え
て
み
れ
ば
、
ア
プ
ロ
ー
チ
は
必
ず
見
つ
か

る
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
書
写
の
授
業
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
に
関

す
る
四
つ
の
視
点
を
次
に
提
案
し
た
い
。

松
本
仁
志

広
島
大
学

こ
れ
か
ら
の
書
写
の
学
び

 

授
業
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換

国語科の学習指導計画に、書写の授業をどのように組み込んでいくのか。
「文字をよりよくしたい」という学習者の願いにどうこたえていくのか。

三省堂が今回初めて刊行する書写教科書『現代の書写』は、
多くの方々との対話を通して新しい書写の学びを提案します。

「国語科書写」の
学びを創る

特集
平成18年度版
『現代の国語』
『現代の書写』
教科書特集号

3
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『
現
代
の
書
写
』
に
お
け
る

授
業
パ
ラ
ダ
イ
ム

転
換
へ
の
提
案

２①
一
人
一
人
の
文
字
を
育
て
る

  

書
写
の
授
業
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
の
キ
ー
ワ
ー
ド

の
一
つ
は
、「
個
々
人
の
文
字
の
成
長
」
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
手
本
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
全
員
で
近
づ

い
て
い
く
と
い
う
学
び
の
ス
タ
イ
ル
で
は
な
く
、

次
の
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
に
、
学
ん
だ
書
写
技
能
を

自
分
の
文
字
に
生
か
し
な
が
ら
成
長
さ
せ
て
い
く

と
い
う
、
個
人
重
視
の
学
び
の
ス
タ
イ
ル
を
提
案

し
た
い
。

 

『
現
代
の
書
写
』
で
は
、
い
わ
ゆ
る
手
本
を
「
字

形
例
」
と
し
て
別
ペ
ー
ジ
に
後
掲
し
、
学
ん
だ
技

能
を
一
人
一
人
が
自
分
の
文
字
に
生
か
し
て
い
く

過
程
を
大
切
に
し
て
い
る
。

②
思
考
活
動
を
重
視
し
た
学
び

　

次
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
思
考
活
動
の
重
視
」
で

あ
る
。
書
写
の
場
合
、
反
復
練
習
が
重
視
さ
れ
、

学
び
に
お
け
る
思
考
活
動
が
重
視
さ
れ
な
い
傾
向

が
あ
る
が
、
思
考
に
よ
っ
て
書
写
技
能
の
理
解
は

確
か
に
な
り
、
同
一
・
類
似
構
造
の
文
字
へ
の
応

用
も
容
易
に
な
る
の
で
あ
る
。

 

『
現
代
の
書
写
』
で
は
、
思
考
活
動
を
大
切
に
し

た
流
れ
を
各
学
習
材
ご
と
に
サ
イ
ク
ル
化
し
て
い

る
。
各
学
習
材
の
始
め
に
「
考
え
よ
う
・
話
し
合

お
う
」
を
位
置
づ
け
、
思
考
活
動
を
と
お
し
て
典

型
字
例
に
内
在
す
る
書
写
技
能
に
気
づ
か
せ
て
い

く
。次
に
そ
の
気
づ
き
を
生
か
し
て
書
い
て
い
く
、

と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
ば
、
書
写
指
導

が
や
や
苦
手
な
先
生
も
、
子
ど
も
と
と
も
に
考
え

な
が
ら
学
ん
で
い
け
る
で
あ
ろ
う
。

③
日
常
使
用
す
る
硬
筆
を
中
心
と
し
た
学
び

　

三
つ
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
硬
筆
の
学
習
材
に

よ
る
日
常
化
の
徹
底
」
で
あ
る
。
国
語
科
書
写
の

目
標
が
書
写
力
の
日
常
化
に
あ
る
以
上
、
主
役
は

硬
筆
で
あ
る
。
毛
筆
は
、
書
写
技
能
へ
の
理
解
を

深
め
る
効
果
は
あ
る
が
、
授
業
の
前
面
に
出
し
す

ぎ
る
と
、
学
び
に
対
す
る
子
ど
も
の
目
的
意
識
を

日
常
か
ら
乖
離
さ
せ
て
し
ま
う
。

 

『
現
代
の
書
写
』
で
は
、
ま
ず
硬
筆
の
学
習
材
で

学
習
課
題
を
把
握
し
、
次
に
硬
筆
の
学
習
材
と
毛

筆
の
学
習
材
で
書
き
確
か
め
て
、
さ
ら
に
硬
筆
の

学
習
材
で
定
着
・
応
用
を
図
る
と
い
う
流
れ
を
、

学
習
量
の
負
担
に
配
慮
し
な
が
ら
組
ん
で
い
る
。

毛
筆
の
学
習
材
は
字
形
例
と
し
て
後
掲
し
て
い
る

が
、
毛
筆
の
学
習
材
を
軽
視
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
量
・
内
容
と
も
に
充
実
さ
せ
て
い
る
。

④
さ
ま
ざ
ま
な
授
業
形
態
へ
の
配
慮

　

最
後
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は「
柔
軟
な
授
業
形
態
」

で
あ
る
。
中
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
、
国
語
の

授
業
時
数
に
お
け
る
書
写
の
授
業
時
数
を
、
一
学

年
「
十
分
の
二
程
度
」、
二
・
三
学
年
「
十
分
の
一

程
度
」
と
し
て
い
る
。
な
か
な
か
そ
の
確
保
が
難

し
い
の
が
実
情
で
あ
る
が
、
全
く
や
ら
な
い
と
い

う
の
で
は
、
文
字
の
上
達
を
願
う
子
ど
も
の
ニ
ー

ズ
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 

『
現
代
の
書
写
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
実
態
に
対

応
す
る
た
め
に
、
各
学
校
の
実
情
に
応
じ
て
、
例

え
ば
十
分
程
度
の
時
間
で
も
技
能
定
着
へ
の
道
筋

が
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
柔
軟
な
授
業
形
態
が
仕

組
め
る
よ
う
に
学
習
材
を
構
成
し
て
い
る
。
ト
ー

タ
ル
で
「
十
分
の
一
」「
十
分
の
二
」
に
到
達
す

れ
ば
よ
い
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
ま
た
、『
現
代

の
国
語
』
と
活
動
を
共
有
で
き
る
学
習
材
も
取
り

入
れ
て
、
時
間
的
な
負
担
に
配
慮
し
て
い
る
。

〔まつもと　ひとし〕広
島大学大学院助教授。初
等カリキュラム開発講座
に所属し、文字学習と書
写学習を融合させたカリ
キュラムの開発に取り組
んでいます。

１年「自分の文字をよりよくしていこう」
学習者自身が、学習材の「学習のねらい」を理
解し、そこで学んだ書写技能を生かして自分の
文字を成長させていく、という学びのスタイル
を提案している。

こ
れ
か
ら
の
書
写
の
学
び 

授
業
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youryou/main4_a2.htm
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
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学
習
課
題
の
見
つ
け
方

　

自
分
の
書
き
文
字
に
自
信
の
あ
る
中
学
生
は
少

な
い
の
で
は
な
い
か
。
私
は
、
今
ま
で
の
指
導
経

験
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
印
象
を
も
っ
て
い
る
。
と

い
う
の
も
、
こ
ん
な
字
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
こ

ん
な
書
き
方
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
迷
い
な
が
ら

書
き
続
け
て
い
る
学
習
者
を
教
室
で
数
多
く
見
て

き
た
か
ら
で
あ
る
。
な
か
に
は
、「
字
な
ん
か
読

め
れ
ば
い
い
」
と
考
え
て
い
る
学
習
者
も
い
た
。

こ
れ
は
、
課
題
文
字
そ
っ
く
り
に
書
く
と
い
う
こ

れ
ま
で
の
書
写
学
習
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

課
題
文
字
そ
っ
く
り
に
書
く
と
い
う
作
業
に

は
、

　

・
学
習
課
題
が
は
っ
き
り
し
な
い

　

・
ほ
か
の
文
字
に
応
用
が
き
か
な
い

な
ど
の
マ
イ
ナ
ス
面
が
あ
る
。
書
写
学
習
に
も
学

習
課
題
は
あ
る
の
で
、
そ
の
課
題
に
気
づ
き
、
解

決
し
て
い
く
と
い
う
学
習
過
程
を
と
ら
な
け
れ

ば
、
書
く
力
の
向
上
は
望
め
な
い
。

　

で
は
、「
学
習
課
題
へ
の
気
づ
き
」
と
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。文
章
を
書
い
て
、

自
分
の
文
字
は
読
み
に
く
い
し
何
か
変
だ
ぞ
と
思

っ
た
と
き
、
読
み
に
く
さ
の
原
因
は
い
く
つ
か
挙

げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
文
字
の
大
き
さ
が
そ
ろ
っ

て
い
な
い
・
文
字
間
が
そ
ろ
っ
て
い
な
い
・
行
の

中
心
が
そ
ろ
っ
て
い
な
い
、
な
ど
で
あ
る
。『
現

代
の
書
写
』
で
は
、「
考
え
る
」
↓
「
話
し
合
う
」

段
階
で
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
導
き
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
さ
ら
に
例
題
で
「
気
づ
き
を
生
か
し
て
書

く
」。
考
え
な
が
ら
書
く
こ
と
は
、
自
分
の
字
を

よ
り
よ
く
改
善
し
て
い
く
こ
と
に
自
然
と
生
か
さ

れ
る
だ
ろ
う
。

硬
筆
学
習
を
活
動
の
中
心
に

　

書
き
や
す
く
読
み
や
す
い
文
字
に
改
善
し
て
い

く
こ
と
は
、
伝
え
合
う
力
を
は
ぐ
く
む
国
語
の
学

習
に
は
欠
か
せ
な
い
。『
現
代
の
書
写
』
で
は
、

硬
筆
学
習
を
活
動
の
中
心
に
据
え
、
課
題
に
気
づ

く
段
階
か
ら
一
貫
し
て
硬
筆
を
使
用
す
る
。
も
ち

ろ
ん
、
必
要
に
応
じ
て
毛
筆
を
取
り
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。例
え
ば「
文

字
の
部
分
と
部
分
の
関
係
を
考
え
よ
う
」（
一
年
）

の
、
漢
字
の
左
右
・
上
下
・
内
外
の
組
み
立
て
を

と
ら
え
る
学
習
は
、
ま
ず
硬
筆
文
字
で
考
え
、
話

し
合
う
。
途
中
で
毛
筆
を
使
い
、
大
き
く
書
い
て

確
か
め
る
こ
と
も
で
き
、
学
習
者
の
実
態
に
合
わ

せ
て
学
習
が
進
め
ら
れ
る
。

　

硬
筆
を
学
習
活
動
の
中
心
に
据
え
る
と
学
習
前

の
自
分
の
文
字
と
比
べ
や
す

い
。
最
終
の
「
確
か
め
合
う
」

段
階
で
も
硬
筆
を
使
い
、
自
分

の
文
字
が
よ
り
読
み
や
す
く
な

っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
現
代
の
書
写
』

で
学
習
し
た
学
習
者
は
、
よ
り

よ
く
改
善
さ
れ
た
自
分
の
文
字

を
、
自
信
を
も
っ
て
書
い
て
い

け
る
よ
う
に
な
る
に
違
い
な

い
。

〔たにぐち くにひこ〕広島
大学附属中・高等学校教
諭を経て、03年度から安
田女子大学勤務。主に、
書写書道の学習内容、方
法の改善に関する提案を
行っている。

硬
筆
を
中
心
と
し
て

学
習
課
題
に
取
り
組
む

谷口邦彦
安田女子大学

１年「文字の部分と部分の関係を考えよう」
それぞれの学習材は、硬筆学習が活動の中心となり、必要に
応じて毛筆を取り入れることのできる構成となっている。

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
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毛
筆
を
有
効
に
利
用
し
よ
う　

　

漢
字
や
か
な
は
、
主
に
毛
筆
に
よ
っ
て
生
ま
れ

発
展
し
て
き
た
文
字
で
あ
る
。
そ
の
書
き
方
は
、

毛
筆
を
使
用
す
る
こ
と
で
理
解
は
深
ま
る
。
し
か

し
国
語
科
書
写
は
、
毛
筆
技
能
の
習
熟
を
最
終
的

な
目
標
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
常
に
硬
筆
で

の
日
常
化
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

『
現
代
の
書
写
』
で
は
、
硬
筆
↓
毛
筆
↓
硬
筆
と

い
う
流
れ
を
明
確
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
年

生
の
学
習
材
「
か
な
を
交
え
て
書
こ
う
」
で
は
、

ま
ず
硬
筆
に
よ
っ
て
漢
字
か
な
交
じ
り
の
文
章
を

整
え
る
ポ
イ
ン
ト
（
漢
字
と
か
な
の
大
き
さ
・
字

間
・
行
の
中
心
）
に
気
づ
き
、
そ
れ
を
確
認
す
る

た
め
に
毛
筆
課
題
「
大
き
な
白
い
鳥
」
を
学
ぶ
。

　

大
筆
・
小
筆
、
さ
ら
に
縦
書
き
横
書
き
と
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
せ
た
の
は
、
適
宜
選
択
し
て

場
面
に
応
じ
た
文
字
感
覚
を
養
う
た
め
で
あ
る
。

場
合
に
よ
っ
て
は
「
白
い
鳥
」
だ
け
を
取
り
あ
げ

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
毛
筆
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
点
画
の
整

え
方
・
接
し
方
や
、
か
な
の
曲
線
表
現
の
理
解
な

ど
を
通
じ
、
硬
筆
で
の
書
写
技
能
を
補
強
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

 

『
現
代
の
書
写
』で
は
、毛
筆
の
穂
先
の
通
る
位
置

を
、
朱
墨
や
墨
の
濃
淡
で
た
び
た
び
示
し
て
い
る
。

毛
筆
で
の
点
画
の
形
は
、
穂
先
の
通
る
位
置
で
ほ

ぼ
決
定
さ
れ
る
。
特
に
、
楷
書
の
基
本
点
画
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
穂
先
が
ど
こ
を
通
る
の
か
理
解

し
て
お
く
こ
と
が
、
楷
書
の
み
な
ら
ず
、
か
な
や

行
書
の
筆
づ
か
い
の
と
き
に
も
必
要
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
毛
筆
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
た
文
字
感

覚
を
、
再
び
硬
筆
に
転
移
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て

初
め
て
書
写
の
目
標
は
達
成
さ
れ
る
。

「
和
音
」
か
ら
始
め
よ
う

 

『
現
代
の
書
写
』
一
年
生
の
毛
筆
の
課
題
は
「
和

音
」
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
こ
と
ば
は
、
以
下
の
三

つ
の
条
件
に
よ
り
選
ば
れ
た
。

① 

難
易
度
が
比
較
的
低
く
学
習
に
入
り
や
す
い
こ

と
。
例
え
ば
、
つ
ま
ず
き
や
す
い
右
払
い
が
な

く
、
画
数
が
適
度
で
あ
る
な
ど
。

② 

教
科
書
の
学
習
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
二
字
が
そ

れ
ぞ
れ
左
右
・
上
下
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
語
句
で
あ
る
こ
と
。

③
明
る
い
印
象
の
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
。

 

「
和
音
」
は
、
①
②
の
条
件
を
ク
リ
ア
し
、
さ
ら

に
「
高
さ
の
違
う
ふ
た
つ
以
上
の
音
が
、
同
時
に

響
い
た
音
」
と
い
う
本
来
の
音
楽
用
語
と
し
て
の

意
味
か
ら
、
調
和
・
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
い
っ
た
連
想

に
つ
な
が
り
、
中
学
校
で
の
書
写
の
始
ま
り
に
ふ

さ
わ
し
い
こ
と
ば
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

 

「
和
音
」
か
ら
始
ま
る
学
び
に
よ
っ
て
、
指
導
者

と
学
習
者
が
と
も
に
豊
か
な
文
字
生
活
を
育
て
ら

れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

硬
筆
を
中
心
と
し
て
学
習
課
題
に
取
り
組
む
／
硬
筆
に
つ
な
が
る
毛
筆
の
学
び

１年「かなを交えて書こう　漢字とかな」
大筆・小筆や縦書き・横書きとバリエー
ションをもたせ、場面に応じた文字感覚
を養うことができる。

〔こにし けんいち〕香川大
学教育学部教授。専門は
近代篆刻史。文字に対する
美意識をもち、文字を書く
楽しさを子どもたちに伝え
られる指導者を育てたいと
思っています。

硬
筆
に
つ
な
が
る

毛
筆
の
学
び

小西憲一
香川大学 

１年「ていねいに書こう　楷書」
硬筆文字で気づき、毛筆で大きく書いて
確かめることで、文字への理解はより深
まる。

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
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「
書
写
」で
習
得
し
た
知
識
・
技
能
を
生
か
し
な
が

ら
、
手
書
き
の
文
字
に
よ
っ
て
自
己
を
表
現
す
る

こ
と
の
楽
し
さ
を
存
分
に
味
わ
え
る
活
動
を
、
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
展
開
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

　

中
学
校
生
活
の
し
め
く
く
り
に
、
過
ぎ
し
三
年

間
に
思
い
を
は
せ
、
自
分
の
中
に
は
ぐ
く
ま
れ
た

思
い
を
こ
と
ば
と
し
て
紡
ぎ
だ
す
。
そ
れ
を
表
現

す
る
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
手
書
き
の
文
字
は
大

き
な
力
を
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
こ
と
ば
」
や

「
文
字
」
の
深
み
を
、
仲
間
の
文
字
を
見
、
そ
こ

に
こ
め
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ

て
一
層
強
く
認
識
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

 

『
現
代
の
書
写
』（
二
・
三
年
）
資
料
編
の
「
さ
ま

ざ
ま
な
素
材
に
書
こ
う
」
は
、
異
素
材
へ
の
チ
ャ

レ
ン
ジ
を
引
き
金
に
、「
書
き
た
い
」「
伝
え
合
い

た
い
」
と
い
う
欲
求
を
お
の
ず
と
生
み
出
す
、
魅

力
あ
る
学
習
活
動
で
あ

る
。

　

具
体
的
な
学
習
の
流
れ

は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
。

１　

 

表
現
し
た
い
こ
と
ば

を
手
書
き
で

　

体
験
と
思
い
と
こ
と
ば

と
を
つ
な
ぎ
な
が
ら
、
表

現
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
り

上
げ
る
。

２　

書
く
素
材
を
選
ぶ

　

身
の
ま
わ
り
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
に
目
を

向
け
、
そ
の
中
か
ら
自
分
の
思
い
を
表
現
す
る
の

に
最
も
適
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
素
材
を
探
す
。

３　

第
一
次
草
稿
を
つ
く
る

　

書
体
・
大
き
さ
・
配
置
な
ど
を
考
え
て
作
品
の

ラ
フ
ス
ケ
ッ
チ
を
つ
く
る
。

４　

交
流
会
を
も
つ

　

こ
と
ば
の
紹
介
、
そ
の
素
材
を
選
ん
だ
理
由
な

ど
を
、
四
、五
名
の
仲
間
で
発
表
し
合
い
、
互
い

に
質
問
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
。

５　

練
習
（
第
二
次
草
稿
）
↓　

完
成

　

ま
ず
は
半
紙
に
練
習
を
す
る
。
こ
の
際
、
机
間

指
導
と
し
て
、
字
形
や
バ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
ア
ド

バ
イ
ス
を
行
っ
て
い
く
。『
現
代
の
書
写
』
の
字

形
例
や
筆
づ
か
い
の
ペ
ー
ジ
の
活
用
も
で
き
る
。

６　

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
鑑
賞
会

 

「
シ
ョ
ウ
ア
ン
ド
テ
ル
」
の
要
領
で
作
品
を
示
し

な
が
ら
、
そ
の
素
材
や
こ
と
ば
に
こ
め
た
自
分
の

思
い
を
語
っ
て
い
く
。
身
を
乗
り
出
す
よ
う
に
し

て
仲
間
の
発
表
を
聴
き
、
作
品
を
見
つ
め
る
学
習

者
の
眼
差
し
は
実
に
暖
か
い
。「
伝
え
た
い
」「
聴

き
た
い
」
思
い
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ

て
く
る
。
自
分
と
同
じ
よ
う
に
他
者
に
も
い
と
お

し
む
こ
と
・
も
の
・
と
き
、
そ
し
て
そ
れ
ら
へ
の

思
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
場
と

な
る
。
こ
れ
は
書
写
の
み
な
ら
ず
、
国
語
に
も
共

通
す
る
学
習
活
動
と
い
え
よ
う
。

　

手
書
き
の
文
字
の
も
つ
力
を
知
る
こ
と
で
「
書

く
」
行
為
へ
の
意
識
を
高
め
さ
せ
る
こ
と
は
重
要

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
計
画
的
に
取
り
組
ん
で
い

く
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
。

〔きむら まりこ〕表現活動
における生徒のもつセン
スやパワーに感嘆しなが
ら、それを計画的に伸ば
す指導法を、日々楽しみ
ながら模索中。

手
書
き
の
文
字
の

表
現
力
を
知
る

|
選
択
書
写
を
と
お
し
て

２・３年「さまざまな素材に書こう」
身のまわりのさまざまな素材を利用して、好きな文字やことばで表
現する。素材と手書きの文字のコラボレーションを楽しむことので
きる学習活動である。

木村まり子
足立区立第十四中学校

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
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昨
年
度
勤
務
校
で
、
書
道
選
択
者
を
対
象
に
、

硬
筆
筆
記
具
（
以
下
「
筆
記
具
」）
の
持
ち
方
に

関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
を
試
み
た
。
お
お
よ
そ

な
が
ら
結
果
の
予
測
は
し
て
い
た
も
の
の
、
実
際

に
そ
の
数
値
を
ま
の
あ
た
り
に
し
て
愕
然
と
し
て

し
ま
っ
た
。「
高
校
入
学
時
ま
で
に
鉛
筆
の
持
ち

方
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
な
い
」
と
答
え
た

学
習
者
が
、
全
体
の
四
割
強
に
上
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
望
ま
し
い
持
ち
方
で
筆
記
具
を
把
持

で
き
て
い
る
学
習
者
は
二
割
ほ
ど
し
か
お
ら
ず
、

多
種
多
様
な
持
ち
方
が
存
在
し
て
い
る
。

　

望
ま
し
い
持
ち
方
で
は
、
筆
記
具
の
先
端
部
が

人
差
し
指
・
親
指
・
中
指
の
三
点
で
支
持
さ
れ
、

こ
の
三
本
の
指
と
筆
記
具
の
軸
と
の
接
触
点
を
結

ん
だ
形
が
正
三
角
形
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
軸
の

傾
斜
角
度
は
、
前
方
か
ら
見
て
二
〇
度
程
度
、
側

方
か
ら
見
て
六
〇
度
程
度
と
な
る
。
こ
れ
は
、
人

差
し
指
・
親
指
・
中
指
の
三
指
が
自
由
に
機
能
し

合
え
る
と
い
っ
た
、
文
字
を
書
く
際
の
要
件
に
基

づ
く
持
ち
方
で
あ
る
。
一
方
、
三
指
が
相
互
に
機

能
で
き
な
い
持
ち
方 

│
│
例
え
ば
、
学
習
者
の

中
に
多
く
見
ら
れ
る
人
差
し
指
が
反
り
返
っ
た
持

ち
方
で
は
、
指
を
硬
直
化
さ
せ
、
文
字
を
書
く
際

に
必
要
な
指
の
伸
縮
運
動
を
困
難
に
し
て
し
ま

う
。
実
際
に
、
三
指
が
自
由
に
機
能
し
な
い
持
ち

方
の
学
習
者
が
書
い
た
文
字
を
分
析
し
て
み
る

と
、
日
本
の
文
字
の
特
性
で
あ
る
は
ね
や
払
い
、

折
れ
や
丸
み
の
書
き
方
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
が
生

じ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

高
校
生
の
こ
う
し
た
実
状
に
鑑
み
、
従
来
疎
か

に
し
が
ち
だ
っ
た
筆
記
具
の
持
ち
方
指
導
を
見
直

す
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
。
中
学
校
で
の
書
写
学

習
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
、
学
習
者
そ
れ

ぞ
れ
の
筆
記
具
の
持
ち
方
に
つ
い
て
、
改
め
て
考

え
て
み
て
ほ
し
い
。
中
学
校
の
国
語
科
書
写
に
お

い
て
基
礎
・
基
本
と
な
る
学
習
内
容
が
大
切
に
扱

わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

 

『
現
代
の
書
写
』
の
「
さ
あ
始
め
よ
う
」（
一
年
）

で
は
、
各
種
写
真
資
料
を
き
っ
か
け
に
日
常
で
の

持
ち
方
を
改
め
て
自
覚
し
、
望
ま
し
い
持
ち
方
に

つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
学

習
者
が
自
ら
考
え
、
気
づ
い
た
こ
と
を
具
体
的
な

こ
と
ば
に
し
て
み
る
。
そ
の
う
え
で
理
解
で
き
た

望
ま
し
い
持
ち
方
を
、
今
度
は
自
分
自
身
の
も
の

と
し
て
定
着
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
考
え

る
こ
と
が
学
習
の
理
解
と
喜
び
の
原
動
力
と
な
る

授
業
を
目
指
し
た
い
。

 

「
気
づ
き
」
で
始
ま
る
学
習
に
よ
っ
て
、
書
写
技

能
の
み
な
ら
ず
、
国
語
科
、
ひ
い
て
は
日
常
生
活

に
生
き
て
は
た
ら
く
力
を
育
成
し
て
い
き
た
い
も

の
で
あ
る
。

手
書
き
の
文
字
の
表
現
力
を
知
る
／
筆
記
具
の
持
ち
方
を
再
考
す
る

〔こばやし ひでよ〕文字を
書くこと及びその教育につ
いて、さまざまな角度から
研究・実践を試みる。青山
杉雨記念賞第4回奨励賞受
賞。

小林比出代
松本深志高等学校 筆

記
具
の

持
ち
方
を
再
考
す
る

１年「さあ始めよう」
写真資料をきっかけに筆記具の望ましい持ち方を考える。「筆記具の先端部が人差し指・親指・中指
の三点で支持され、この三本の指と筆記具の軸との接触点を結んだ形が正三角形になる」といった
具体的な例示もある。

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
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『
現
代
の
書
写
』
は
、
学
習
者
自
ら
の
「
気
づ
き
」
に
よ
る
主
体
的
な
学
び
を

大
切
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、『
現
代
の
国
語
』
と
の
連
携
に
よ
り
、

よ
り
効
果
的
な
文
字
の
学
び
を
可
能
に
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
充
実
し
た
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ご
提
供
し
、

学
校
生
活
・
日
常
生
活
に
生
き
る
書
写
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

平成18年度版
『現代の書写』

基
本
コ
ン
セ
プ
ト
と

　

教
科
書
の
し
く
み

生
徒
の
文
字
の
成
長
を
保
障
で
き
る
教
科
書
…

国
語
科
の
「
書
写
」
と
い
う
性
格
を
明
確
に
し
た
教
科
書
…

現
在
の
時
間
数
で
き
ち
ん
と
教
え
き
れ
る
教
科
書
…

『
現
代
の
国
語
』
と
連
携
し
た
書
写
教
科
書
…

『
現
代
の
書
写
』
は
こ
う
し
た
ご
要
望
に
こ
た
え
、

新
た
な
リ
テ
ラ
シ
ー
に
つ
な
が
る
「
文
字
の
学
び
」
を

め
ざ
し
て
生
ま
れ
た
書
写
教
科
書
で
す
。

硬
筆
か
ら
入
り
、
毛
筆
で
確
か
め
、
硬
筆
で
生
活
に
ひ
ら
く
。

文
字
の
原
理
を
発
見
し
、
学
び
合
い
を
と
お
し
て
、

「
自
分
の
字
」
を
育
て
る
。

国
語
の
中
で
学
習
で
き
、「
こ
と
ば
の
学
び
」
を
さ
さ
え
る
。

基本コンセプト

平成18年度版『現代の書写』 平成18年度版『現代の国語』
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基
本
コ
ン
セ
プ
ト
と
教
科
書
の
し
く
み

『現代の書写』学びのサイクル

硬筆
気づく

毛筆
・
硬筆
確かめる

硬筆
生活に生かす

資料編
◎「
本
編
」の
学
び
を
支
え
る
た
め
の
資
料
で
す
。

◎
文
字
に
つ
い
て
基
礎
的
な
事
項
を
整
理
し
ま
し
た
。

た
し
か
な
学
び

◎
書
写
の
学
び
を
豊
か
に
ひ
ろ
げ
る
た
め
の
資
料
で
す
。

◎
発
展
的
な
学
習
や「
選
択
書
写
」の
授
業
で
も
ご
活
用
い
た
だ
け
ま
す
。

ひ
ろ
が
る
学
び

『現代の書写』のしくみ

'

硬
筆
と
毛
筆
の
字
形
例
、毛
筆
の
筆
づ
か
い
や
基
本
点
画
な
ど
、

　
繰
り
返
し
確
認
し
た
い
事
項
を
ま
と
め
ま
し
た
。

姿
勢
・
執
筆
・
字
形
例

'
書
写
学
習
の
基
礎
・
基
本
と
な
る
学
習
材
を
精
選
し
て
構
成
し
ま
し
た
。

'
「
硬
筆
学
習
に
生
き
る
毛
筆
学
習
」の
、学
び
の
サ
イ
ク
ル
を
考
え
ま
し
た
。

'

学
習
の
流
れ
を
明
確
に
し
ま
し
た
。

基
本
の
学
習
材

本編

リンク
 【本編】と【資料編】の
二部構成が多様な
学びを実現

学習のまとめ
生活に生かそう

考えよう・話し合おう課題への気づき

気づいたことを書こう気づきの整理

気づきを生かした試書と練習

確かめ合おう振り返り（評価）

学習を生かそう定着へ向けた応用

定着と発展のための実践的応用

気づきを生かして書こう

毛筆で大きく書いて
確かめよう
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授業の構想から
指導の工夫まで

楽しい授業のための
アイデア集成

ここが魅力 
　楽しい書写授業のアイデアの実際を短時間のう
ちに理解することができます。書写嫌いの子ども
を変える、魅力的な授業づくりヒント集の役割を
果たしてくれるのではないでしょうか。

内容紹介
　執筆者のほとんどが小学校の先生方ですので、
内容によって、中学校の場合は多少修正が必要に
なります。しかし、アイデアとしては小学校と同
様に、子どもの関心をとらえるものと思われます。
　例えば筆順の指導に関するアイデア。ここでは、
筆順の原則をしっかり教え、これにネーミングを
することで習熟を図ろうとしています。
　中学生になっても、筆順が把握されておらず、
「木」の３画めを右から書いたり、「光」の上半分を
左から順に書いたりする例が珍しくありません。
　個に応じたきめ細かな指導が求められているの
です。こうした子どもに基本を把握させることは、
まさに教師の指導方法の工夫に大きく依存してい
るといえます。
　基本が身についていない子ども、書写に抵抗感
をもつ子どもに対する指導のポイントを知るため
の本として、あえて小学生向きのアイデア集成で
ある本書を紹介してみました。もちろん内容は中
学生向きにするとして、そう考えると、活用した
くなるワークシートや練習カードが数多く見出さ
れるのではないでしょうか。

ここが魅力 
　文字を書くことの意義、書写教育の目標・内容
に始まって、指導展開、評価の実際、さらには具
体的な指導内容の解説までがわかりやすく示され
ています。指導必携といえる一冊です。

内容紹介
　基礎的・基本的な内容、子どもの書写の意欲を
大切にする学習指導の工夫に、貴重な示唆を与え
てくれる本です。何を基本的な内容としておさえ、
書く意欲を引き出すためにどういうことを扱えば
よいか、パソコン時代の新しい書写の授業を目指
す指導改善に関するヒントがここにあります。
　本書の内容は、次のように構成されています。
第一編　授業理論編
　 　年間指導計画の要点と事例、授業の構想、評
価の工夫など。
第二編　授業実践編
　 　授業づくりの要点、授業研究の内容、評価の
実際、教材研究など。
第三編　指導内容編
　 　姿勢と筆記具の使い方、仮名、楷書、行書、
実用的な書式。
第四編　資料編
　 　漢字の字体、筆写の楷書、仮名の字源、平
仮名毛筆文字の参考例。
　この構成からも書写指導の基本を身につけるた
めの必携書であることがわかると思います。

市毛勝雄他
『 楽しい国語科授業アイデア
集成 30　言語事項【10】

楽しい書写の指導』
（明治図書出版　2,345 円　1996 年）

全国大学書写書道教育学会
『新編書写指導』
（萱原書房　現在品切れ中）

　  ＝基礎的な理論を学びたいときに
　  ＝広く関連情報を得たいときに
　  ＝指導改善のヒントがほしいときに
＊定価は2005年3月現在のもの（税込）です。

A
B
C

『現代の国語』編集委員会

CC BA

http://www.meijitosho.co.jp/shoseki/shosai.html?bango=4%2D18%2D176127%2D4
http://www.meijitosho.co.jp/shoseki/shosai.html?bango=4%2D18%2D176127%2D4
http://www.kayahara.com/kay/kay_frm.htm
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書写指導の基本が
把握できる書の名品鑑賞と書道入門

ここが魅力 
　書道・書写の教育の基盤にはどのようなことが
あるか、教師としての教養と書の楽しみを伝えて
くれる本です。

内容紹介
　この本を読むことによって、書の魅力、書写の指
導を通じて子どもに伝えたいものが理解されます。
とにかく楽しい。わかりやすい。書写の指導にあ
たるものとして、この本の内容にふれておくこと
には意味があると思います。授業展開の工夫のと
らえ方が広がり、奥行きが出るに違いありません。
　全体は
１章　書体とその名品
　 　楷書、行書、草書、和様漢字、仮名などの書
体についての解説、名品の紹介、さらにその習
い方までが盛り込まれています。
２章　文房四宝
　 　筆、墨，硯、紙、その他の文房具についての
基礎知識が得られます。
３章　作品の主な形態
　 　半切、聯落、聯、長条幅、短冊、色紙、懐
紙などについて解説されます。選択的な学習や
発展的な学習を企画するときに役立つ情報が盛
り込まれています。
というように、構成されています。
　教師としての教養を高め、同時に書写・書道教
育の意味を考えさせてくれる本です。

ここが魅力 
　書写に関する指導の進め方、指導のポイント、
書き方、用具に関することなど、指導についての
基礎が、一読することによって手にできます。

内容紹介
　私たちは、一般的に書写の指導は大切であり、
書写にかかわる学習活動を授業で大切にしなくて
はと考えています。指導にあたっても、「正しく
書こうね」「整えて書くことが大事だよ」などと
生徒に声をかけています。しかし、書写の指導で
はどのような力をどこまでつけようとしているの
か、厳密にとらえて指導に位置づけるまでにはい
たっていないのではないでしょうか。
　「書写への意欲を喚起し、書写能力を高めるた
めにもっとも大切なのは常に指導方法を工夫する
ことである。」
　本書は、この考えに基づいて、指導に関する基
礎的な事柄、指導のための基本的な留意事項、そ
して指導効果を高めるための工夫のあり方が平易
に記述されます。
　例えば、指導の工夫については、一斉指導の場
合、グループ指導の場合、個別指導の場合につい
て、どの教室においても役立つ情報が提出されて
います。
　書写の指導に若干の不安をもっておられる方に
は、示範の方法やその際のポイントに関する記述
などは特に貴重な情報といえそうです。

「国語科書写」への理解を深めるために

相川政行ほか監修
『書の手帖』
（小学館　2,243 円　1991 年）

文部省
『中学校国語指導資料
第３集  書写の学習指導』

（東洋館出版社　現在品切れ中）

「
国
語
科
書
写
」へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に

A B C

参考図書のご紹介

A

http://skygarden.shogakukan.co.jp/skygarden/owa/solrenew_detail?isbn=4095040912
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中
学
校
の
古
典
教
育
は
、
入
門
期
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
て
、
指
導
が
難
し
い
と
い
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
古
語
と
い
う
こ
と
ば
の
壁
を
な

ん
と
か
し
て
乗
り
越
え
て
、
学
習
者
が
古
典
作

品
と
親
し
む
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
実
践
が
積

み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

　

こ
う
し
た
実
践
は
、
大
き
く
い
え
ば
以
下
の

三
種
類
の
試
み
と
し
て
集
約
で
き
る
。

　

① 

訳
文
を
積
極
的
に
授
業
に
取
り
入
れ
る
こ

と
で
古
典
世
界
に
向
き
合
い
や
す
く
し
、

学
習
材
の
内
容
を
深
め
る
こ
と
を
授
業
の

中
心
に
置
く
試
み
。

　

② 

調
べ
学
習
や
物
づ
く
り
を
通
し
て
古
典
世

界
に
関
す
る
知
識
を
広
げ
て
、
学
習
材
の

内
容
理
解
に
活
か
そ
う
と
す
る
試
み
。

　

③ 

朗
読
や
群
読
、
劇
化
な
ど
音
声
言
語
活
動

を
作
品
と
の
関
係
を
結
ぶ
足
が
か
り
に

し
、
活
動
に
お
け
る
工
夫
と
学
習
材
の
内

容
理
解
を
関
係
づ
け
て
行
う
試
み
。

　

こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
古
典
を
読
ん
で

い
く
た
め
の
下
地
（
能
力
）
を

身
に
つ
け
る
学
習
（
読
み
の

レ
デ
ィ
ネ
ス
＝
読
む
た
め
の

準
備
）
に
配
慮
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 

「
こ
と
ば
の
壁
」
が
あ
る
学

習
材
に
対
し
て
こ
う
い
っ
た
読

み
の
レ
デ
ィ
ネ
ス
を
施
し
て
い
く
こ

と
で
、
よ
り
多
く
の
学
習
者
が
古
典
の
お
も

し
ろ
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
読
み
の
レ
デ
ィ
ネ
ス
は
、
あ
く
ま

で
も
古
典
学
習
材
を
実
際
に
「
読
む
」
学
習
の

準
備
で
あ
る
。
現
実
的
に
は
こ
こ
に
時
間
を
か

け
る
余
裕
は
な
い
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。

　

私
は
、
十
分
に
時
間
を
か
け
れ
ば
、
中
学
生

に
も
充
実
し
た
古
典
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
時
間
的
制
約
の
中
で
、
い
か

に
古
典
学
習
を
充
実
し
た
も
の
と
し
て
構
想
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
点
に
難
し

さ
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

古
典
に
親
し
む
た
め
の

三
つ
の
試
み

１

松友一雄　福井大学

教室で
読む　

〔まつとも かずお〕国語学力の形成過程や定着のあり様を明
らかにすることで、より効果的な国語学習を模索している。
また教員研修の e- ラーニング化、対話型授業支援システム
の開発を進めている。（URL：http://www.lesis-k.com）

古人との対話を図る古典の授業
 ̶ 現代とのつながりの重視 ̶  

3

http://www.lesis-k.com/
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「
読
む
こ
と
」
の

領
域
へ
の
位
置
づ
け

２
　

古
典
の
学
習
を
通
し
て
中
学
生
に
感
じ
さ
せ

た
い
「
お
も
し
ろ
さ
」
と
は
、
い
っ
た
い
な
ん

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

古
文
や
漢
文
を
音
読
し
た
と
き
に
感
じ
る
現

代
の
こ
と
ば
と
の
リ
ズ
ム
の
違
い
は
、
確
か
に

古
典
独
特
の
も
の
と
し
て
「
お
も
し
ろ
さ
」
を

感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
の
リ
ズ
ム
の「
お

も
し
ろ
さ
」
も
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
へ
の
理

解
が
深
ま
る
こ
と
で
、
相
乗
的
に
感
じ
取
れ
る

よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
レ
デ
ィ

ネ
ス
は
重
要
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
レ
デ
ィ
ネ
ス
を
時
間
的
に
軽
減

し
、「
読
む
学
習
」
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
は
、

ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
訳
文
を
積
極
的
に

用
い
る
方
法
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
現

代
語
に
な
お
さ
れ
た
古
典
学
習
材
は
、
学
習
者

の
側
で
現
代
文
学
習
材
と
の
相
対
化
に
さ
ら
さ

れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
指
導
者
は
、

現
代
語
で
書
か
れ
た
小
説
学
習
材
や
随
筆
学
習

材
と
比
較
し
て
、
古
典
学
習
材
の
何
が
お
も
し

ろ
く
、
ど
こ
に
学
ぶ
意
義
が
あ
る
の
か
と
い
う

視
点
で
学
習
材
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
視
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
読
み
の
学

習
材
と
し
て
の
古
典
学
習
材
の
可
能
性
が
明
ら

か
と
な
り
、
訳
文
を
効
果
的
に
用
い
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
。

古
人
と
の
対
話

３
　
『
枕
草
子
』、『
徒
然
草
』
と
い
っ
た
随
筆
学

習
材
を
読
ん
で
い
る
と
、
清
少
納
言
や
兼
好
法

師
の
も
の
の
と
ら
え
方
に
斬
新
さ
を
感
じ
る
こ

と
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
時
間
的
に
向
こ
う
の

方
が
先
な
の
だ
か
ら
「
斬
新
さ
」
で
は
な
い
の

だ
が
。

　

古
典
学
習
材
の
内
容
理
解
は
、
古
人
の
認
識

に
迫
り
、
そ
こ
か
ら
現
代
の
私
た
ち
の
も
つ
認

識
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
一
つ
の
目
標
が
あ
る

が
、「
昔
は
こ
う
だ
っ
た
」、「
今
は
こ
う
だ
」

と
い
っ
た
現
代
と
古
典
世
界
と
の
単
純
な
相
対

化
が
も
た
ら
す
も
の
は
少
な
い
。

　

現
代
社
会
に
目
が
向
い
て
く
る
時
期
で
あ
る

中
学
生
だ
か
ら
こ
そ
、
古
典
学
習
材
を
学
ぶ
こ

と
で
時
間
を
越
え
た
認
識
の
広
が
り
を
丁
寧
に

学
ば
せ
た
い
。

　

下
に
示
し
た
四
つ
の
項
目
は
、
認
識
の
広
が

り
の
ス
テ
ッ
プ
を
表
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、

発
達
段
階
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
古
典
作
品
を

読
む
と
き
に
起
こ
る
思
考
の
道
筋
で
あ
り
、
学

習
過
程
で
も
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
最
も
重
要
な
の

は
②
の
学
習
で
あ
ろ
う
。
古
典
作
品
の
中
に
現

代
と
の
つ
な
が
り
を
発
見
す
る
学
習
が
起
点
と

な
る
こ
と
で
、
古
典
学
習
材
を
通
し
た
古
人
と

の
対
話
が
深
ま
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
こ
の
学
び
こ
そ
、
レ
デ
ィ
ネ
ス

の
時
間
を
軽
減
し
「
読
む
学
習
」
の
充
実
を
可

能
に
し
て
く
れ
る
と
考
え
る
。

古典学習による認識の広がり

1    古典世界の知識を学び、
古典世界をイメージする。      

2     古典世界と現代社会との
つながりを学ぶ。 

3    古典世界と現代社会との相対化を
進め、その違いを知る。

4    現代社会の特徴をとらえる。

古
人
と
の
対
話
を
図
る
古
典
の
授
業
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教
室
で
読
む

おくのほそ道　��

三
代
の
栄
耀
�

藤ふ
じ

原わ
ら
の

清き
よ

衡ひ
ら

・
基も

と

衡ひ
ら

・
秀ひ

で

衡ひ
ら

三
代
の
栄
華
。

「
え
え
う
」
と
も
い
う
。

一
睡
の
う
ち
に
し
て
�

う
た
た
寝
を
し
て
い
る
間
に
見
る

夢
の
よ
う
に
は
か
な
く
消
え
て
。

大
門
�

藤
原
氏
の
館

や
か
た

で
あ
っ
た
平ひ

ら

泉い
ず
み

館た
ち

の
表
門
。

秀
衡
が
跡
�

秀
衡﹇������

﹈の
館
の
跡
。

高
館
�

源
み
な
も
と
の

義よ
し

経つ
ね﹇���������

﹈の
い
た
館（
判ほ

う

官が
ん

館だ
ち

）の
あ

っ
た
所
と
い
わ
れ
て
い
る
。

南
部
�

南
部
地
方
。
現
在
の
岩
手
県
盛も

り

岡お
か

市
一
帯
。

和
泉
が
城
�

和
泉

い
ず
み
の

三さ
ぶ

郎ろ
う

忠た
だ

衡ひ
ら

の
館
の
あ
っ
た
所
。
忠
衡
は

父
秀
衡
の
遺
命
に
従
っ
て
義
経
を
守
っ
た
が
、
兄
泰や

す

衡ひ
ら

ら
に

攻
め
ら
れ
て
自じ

刃じ
ん

し
た
。

南
部
口
�

南
部
地
方
の
出
入
り
口
。

蝦
夷
�

昔
、
東
北
地
方
か
ら
北
海
道
へ
か
け
て
住
み
、
朝

ち
ょ
う

廷て
い

に
服
従
し
な
か
っ
た
人
を
指
す
。

義
臣
す
ぐ
つ
て
�

忠
義
を
尽
く
す
家
臣
を
え
り
す
ぐ
っ
て
。

「
義
臣
」
は
、
義
経
を
守
っ
て
戦
っ
た
者
た
ち
を
指
す
。

功
名
一
時
の
草
む
ら
と
な
る
�

功
名
を
立
て
た
が
、
そ
れ

も
ほ
ん
の
一
時
の
こ
と
で
、
今
で
は
そ
の
跡
も
な
く
て
、
た

だ
一
面
の
草
む
ら
と
な
っ
て
い
る
。

国
破
れ
て
…
青
み
た
り
�

杜と

甫ほ

の
詩
「
春
望
」
に
あ
る

「
国
破
れ
て
山
河
在
り
、
城
春
に
し
て
草
木
深
し
」
を
ふ
ま

え
て
い
る
。

三
代
の
栄え

い

耀え
う

一
睡
の
う
ち
に
し
て
、
大だ

い

門も
ん

の
跡
は
一
里
こ
な
た
に
あ
り
。

秀ひ
で

衡ひ
ら

が
跡
は
田で

ん

野や

に
な
り
て
、
金き

ん

鶏け
い

山ざ
ん

の
み
形
を
残
す
。
ま
づ
高た

か

館だ
ち

に
登

れ
ば
、
北き

た

上か
み

川が
は

南
部
よ
り
流
る
る
大
河
な
り
。
衣こ

ろ
も

川が
は

は
和
泉

い

づ

み

が
城

じ
や
う

を
巡
り

て
、
高
館
の
下
に
て
大
河
に
落
ち
入
る
。
泰や

す

衡ひ
ら

ら
が
旧
跡
は
、
衣

こ
ろ
も

が
関せ

き

を

隔へ
だ

て
て
南
部
口
を
さ
し
固
め
、
蝦え

夷ぞ

を
防
ぐ
と
見
え
た
り
。
さ
て
も
義
臣

す
ぐ
つ
て
こ
の
城
に
こ
も
り
、
功
名
一い

ち

時じ

の
草
む
ら
と
な
る
。
国
破
れ
て

山
河
あ
り
、
城
春
に
し
て
草
青
み
た
り
と
、
か
さ
う
ち
敷
き
て
時
の
移
る

ま
で
涙
を
落
と
し
は
べ
り
ぬ
。

夏
草
や
つ
は
も
の
ど
も
が
夢
の
跡

卯う

の
花
に
兼か

ね

房ふ
さ

見
ゆ
る
し
ら
が
か
な
　
　
　
曾そ

良ら

�

平ひ
ら

泉い
ず
み

���

�� おくのほそ道

か
ね
て
耳
驚
か
し
た
る
二
堂
開
帳
す
。
経き

や
う

堂だ
う

は
三
将
の
像
を
残
し
、
光ひ

か
り

堂だ
う

は
三
代
の
棺

ひ
つ
ぎ

を
納
め
、
三さ

ん

尊ぞ
ん

の
仏
を
安
置
す
。
七し

つ

宝ぽ
う

散
り
う
せ
て
玉
の

扉
風
に
破
れ
、
金

こ
が
ね

の
柱
霜さ

う

雪せ
つ

に
朽
ち
て
、
す
で
に
頽た

い

廃は
い

空く
う

虚き
よ

の
草
む
ら
と

な
る
べ
き
を
、
四
面
新
た
に
囲
み
て
、
甍

い
ら
か

を
覆お

ほ

ひ
て
風
雨
を
し
の
ぎ
、
し

ば
ら
く
千せ

ん

歳ざ
い

の
記
念

か

た

み

と
は
な
れ
り
。

五
月
雨

さ

み

だ

れ

の
降
り
残
し
て
や
光
堂

和泉が城跡 

毛越寺南大門跡 

平泉館（平泉政庁）跡 

伽羅 御所（秀衡・泰衡の屋敷）跡 

衣 川 

北上川 

旧 
北 
上 
川 

旧 
衣 
川 

（衣が関） 

経堂 

中尊寺 

高館 

金鶏山 

平泉駅 
東北本線 

67m

98m

義
経
堂 

か ら の ご しょ 

もうつう 

金色堂（光堂） 

上――現在の中尊寺金色堂（鞘堂）

下――平泉・高館周辺の地図
�

兼
房
右
��

増ま
し

尾お

の

十じ
ゅ
う

郎ろ
う

兼
房
。
義
経
と
と
も
に
戦
っ
て
戦

死
し
た
老
武
士
。

曾
良
右
��

﹇���������

﹈
姓
は
河
合

か
わ
い

。
信
濃

し
な
の

の
国（
現
在
の

長
野
県
）上か

み

諏す

訪わ

の
生
ま
れ
。
芭ば

蕉
し
ょ
う

の
門
人
。
芭
蕉
に
従
っ

て
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
旅
に
出
た
。

か
ね
て
耳
驚
か
し
た
る
�

以
前
か
ら
驚き

ょ
う

嘆た
ん

し
て
聞
い
て
い

た
。

二
堂
�

中
尊
寺
の
経
堂
と
光
堂（
金こ

ん

色じ
き

堂
）の
こ
と
。

三
将
�

清
衡
・
基
衡
・
秀
衡
の
こ
と
。
実
際
は
、
経
堂
に

は
文も

ん

殊じ
ゅ

菩ぼ

薩さ
つ

・
優う

填て
ん

大だ
い

王お
う

・
善ぜ

ん

財ざ
い

童ど
う

子じ

の
三
像
が
安
置
さ
れ

て
い
る
。

三
尊
の
仏
�

阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

・
観か

ん

世ぜ

音お
ん

菩ぼ

薩さ
つ

・
勢せ

い

至し

菩ぼ

薩さ
つ

。

七
宝
�

仏
教
で
い
う
、
金
・
銀
・
瑠る

璃り

な
ど
の
七
種
の
宝
。

玉
の
扉
�

宝
玉
を
ち
り
ば
め
た
扉
。

す
で
に
…
な
る
べ
き
を
�

と
っ
く
に
今
で
は
崩
れ
落
ち
て
、

す
っ
か
り
荒
れ
は
て
て
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
は
ず
の

と
こ
ろ
を
。

四
面
新
た
に
囲
み
て
�

正し
ょ
う

応お
う

元（
一
二
八
八
）年
に
光
堂
を

覆
う
鞘さ

や

堂ど
う

が
建
て
ら
れ
、
の
ち
、
寛か

ん

永え
い

四（
一
六
二
七
）年
に

補
修
さ
れ
た
。

し
ば
ら
く
千
歳
の
記
念
と
は
な
れ
り
�

し
ば
ら
く
の
間
は
、

千
年
の
昔
の
記
念
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

 

『
現
代
の
国
語
』
は
、
三
年
生
の
学
習
材
と
し

て
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
か
ら
、「
月
日
は
」
と
「
平

泉
」
の
部
分
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。

　

中
学
校
三
年
生
に
も
な
る
と
、
古
文
学
習
材

の
基
本
的
な
学
習
も
ほ
ぼ
終
わ
っ
て
い
る
の

で
、
本
格
的
に
「
読
む
学
習
」
を
進
め
て
い
き

た
い
。
特
に
「
平
泉
」
は
、
芭
蕉
の
時
空
を
越
え

た
視
点
が
随
所
に
み
ら
れ
、読
み
応
え
が
あ
る
。

過
去
と
現
在
の
様
子
を
相
対
化
し
な
が
ら
、
自

然
の
流
れ
と
人
の
移
り
変
わ
り
の
速
さ
の
違
い

に
思
い
を
巡
ら
せ
る
芭
蕉
の
文
章
は
、
中
学
校

完
成
期
の
学
習
材
と
し
て
は
適
当
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
学
習
材
は
、
授
業
実
践
も
多
く

積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。新
し
い
試
み
よ
り
も
、

「
読
み
の
観
点
」
と
し
て
こ
だ
わ
り
た
い
箇
所

を
提
案
す
る
方
が
意
義
の
あ
る
こ
と
と
思
う
。

そ
こ
で
、
今
回
は
芭
蕉
の
目
に
こ
だ
わ
っ
て
読

む
こ
と
を
提
案
し
た
い
。

　

こ
の
学
習
材
に
お
い
て
、
芭
蕉
の
目
に
は
ど

の
よ
う
な
景
色
が
映
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

筆
者
は
、
か
つ
て
、
授
業
で
生
徒
た
ち
に
そ

の
景
色
を
描
か
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
原
文
に

即
し
て
い
え
ば
、「
高
舘
に
登
っ
た
芭
蕉
の
眼

前
に
あ
る
の
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
景
色
だ

っ
た
の
か
」、
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
。

　

本
文
を
読
み
進
め
て
い
く
中
で
、
結
局
、「
田

野
」
と
「
山
」
と
「
河
」
と
「
草
む
ら
」
し
か

見
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
結
論
に
至
っ

た
。「
大
門
の
跡
」
や
「
和
泉
が
城
跡
」
が
、

当
時
ど
の
よ
う
な
形
で
残
っ
て
い
た
の
か
わ
か

ら
な
い
が
、「
功
名
一
時
の
草
む
ら
と
な
る
」

な
ど
の
表
現
か
ら
、
判
別
が
不
可
能
な
状
況
だ

っ
た
ろ
う
、
と
い
う
意
見
が
大
勢
を
占
め
た
。

　

何
も
な
い
野
原
を
見
て
、「
時
の
移
る
ま
で

涙
を
落
と
し
」
た
芭
蕉
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て

そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
点
が
最

後
の
課
題
で
あ
っ
た
。「
歴
史
的
知
識
が
十
分

に
あ
っ
た
か
ら
」
と
い
う
意
見
が
多
か
っ
た
中

で
、「
当
時
活
躍
し
た
人
々
に
対
す
る
思
い
入

れ
、
共
感
か
ら
」
と
い
っ
た
考
え
に
行
き
着
い

た
。
こ
れ
は
、「
な
ぜ
涙
を
落
と
し
た
の
か
」

と
い
う
問
の
答
え
と
し
て
「
自
然
に
対
す
る
人

為
の
は
か
な
さ
」
と
い
う
答
え
を
導
く
こ
と
と

は
、
視
点
が
少
し
違
う
よ
う
に
思
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
何
も
な
い
景
色
を
眺
め
な

が
ら
、
こ
れ
だ
け
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
、
そ
の
感

動
を
表
現
す
る
芭
蕉
の
旅
の
あ
り
方
に
は
現
代

人
と
し
て
斬
新
な
も
の
を
感
じ
る
。

　

後
半
の
中
尊
寺
の
記
述
は
、
前
半
と
は
対
照

的
に
、
実
存
す
る
も
の
を
描
い
て
い
る
。
そ
の

淡
々
と
し
た
語
り
口
の
中
に
、「
す
で
に
退
廃

空
虚
の
草
む
ら
と
な
る
べ
き
を
〜
し
ば
ら
く
千

歳
の
記
念
と
は
な
れ
り
」
と
い
う
記
述
を
み
る

と
芭
蕉
の
複
雑
な
気
持
ち
が
う
か
が
え
る
。

　

消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
景
色
を
思
い
描
く
こ

と
の
方
が
、
残
さ
れ
た
史
跡
を
目
の
当
た
り
に

す
る
よ
り
も
、
旅
と
し
て
は
は
る
か
に
お
も
し

ろ
い
と
い
う
考
え
方
は
、
中
学
生
に
と
っ
て
も

斬
新
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

芭
蕉
の
目
に
こ
だ
わ
る

 

｜  『
お
く
の
ほ
そ
道
』「
平
泉
」（
３
年
）

の
場
合

４

『おくのほそ道』「平泉」（３年）　自然と人、その移り変わりの速さの違いに芭蕉は思いを
巡らせる。芭蕉の目に映っていた景色を考えることで、読みを深める観点を獲得できる。

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/newage/index.html
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�

黄く
わ
う

鶴か
く

楼ろ
う

に
て
孟
浩
然
の
広く

わ
う

陵り
よ
う

に
之ゆ

く
を
送
る

李り

白は
く

故こ

人じ
ん

西
の
か
た
黄
鶴
楼
を
辞
し

煙え
ん

花く
わ

三さ
ん

月ぐ
わ
つ

揚や
う

州し
う

に
下
る

孤こ

帆は
ん

の
遠ゑ

ん

影え
い

碧へ
き

空く
う

に
尽つ

き

惟た

だ
見
る
長ち

や
う

江か
う

の
天て

ん

際さ
い

に
流
る
る
を

故
　
人
　
西
　
ノ
カ
タ

辞
二 シ
　

黄
　
鶴
　
楼
一 ヲ
　

煙
　
花
　
三
　
月
　
下
二 ル
　

揚
　
州
一 ニ
　

孤
　
帆
ノ
　

遠
　
影
　
碧
　
空
ニ
　

尽
キ
　

惟
ダ
　

見
ル
　

長
　
江
ノ
　

天
　
際
ニ
　

流
　
ル
ル
ヲ

黄鶴楼 （『唐
とう

詩
し

選
せん

画
え

本
ほん

』による）

黄
鶴
楼
　
現
在
の
中
国
武ウ

ー

漢ハ
ン

市
の
南
西
、
長チ

ャ
ン

江チ
ヤ
ン

に
面
し
て
建
っ
て
い
た
高
楼
。
仙
人
が
、
絵
に

か
い
た
黄
色
い
鶴つ

る

に
乗
っ
て
飛
ん
で
い
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。

広
陵
　
揚
州
の
別
名
。
現
在
の
江チ

ヤ
ン

蘇ス
ー

省
揚ヤ

ン

州チ
ョ
ウ

市
。

故
人
　
こ
こ
で
は
旧
友
の
こ
と
。
孟
浩
然
を
指

す
。

煙
花
　
花
に
立
ち
こ
め
る
霞

か
す
み

の
こ
と
。

碧
空
　
青
い
空
。

天
際
　
天
の
果
て
。
空
の
は
る
か
か
な
た
。

◆
李
白
﹇�������

﹈
中
国
の
唐
時
代
の
詩
人
。

自じ

由ゆ
う

奔ほ
ん

放ぽ
う

な
詩
風
で
知
ら
れ
、
杜と

甫ほ

と
と

も
に
二
大
詩
人
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の

作
風
か
ら
「
詩し

仙せ
ん

」
と
も
称
し
ょ
う

さ
れ
た
。

〈
出
典
　
詩
の
原
文
は『
漢
詩
選
７

唐
詩
選
下
』

に
よ
る
〉

コ
ウ

コ
ウ
リ
ョ
ウ

ヨ
ウ
シ
ュ
ウ

エ
ン

エ
イ

カ

サ
ン

ガ
ツ

チ
ョ
ウ
コ
ウ

漢詩の世界　��

漢
詩
の
世
界

�

春し
ゆ
ん

暁げ
う

孟ま
う

浩こ
う

然ね
ん

モ
ウ

春し
ゆ
ん

眠み
ん

暁
あ
か
つ
き

を
覚
え
ず

処し
よ

処し
よ

啼て
い

鳥て
う

を
聞
く

夜や

来ら
い

風
雨
の
声

花
落
つ
る
こ
と
知
り
ぬ
多
少
ぞ

春
　
眠
　
不ず

レ

覚
レ エ
　

暁
ヲ
　

処
　
処
　
聞
二 ク

啼
　
鳥
一 ヲ

夜
　
来
　
風
　
雨
ノ
　

声

花
　
落ツ
ル
コ
ト

知
リ
ヌ

多
　
少
ゾ

春
暁
　
春
の
夜
明
け
方
。

処
処
　
あ
ち
ら
こ
ち
ら
。

啼
鳥
　
さ
え
ず
る
鳥
の
声
。

夜
来
　
昨
夜
以
来
。

花
落
つ
る
こ
と
知
り
ぬ
多
少
ぞ
　
さ
ぞ
花
が
た

く
さ
ん
散
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

◆
孟
浩
然
﹇�

�
�

��
�

�

﹈

中
国
の
唐と
う

時
代
の

詩
人
。
清
新
な
作
風
で
自
然
を
詠よ

ん
だ
歌

が
多
い
。
四
十
歳さ
い

で
郷
里
か
ら
唐
の
都
長

安
に
上
り
、
李り

白は
く

・
王お
う

維い

ら
と
親
交
を
結

ん
だ
。

〈
出
典
　
詩
の
原
文
は『
漢
詩
選
７

唐
詩
選
下
』

に
よ
る
〉

シ
ョ

シ
ョ

チ
ョ
ウ

シ
ュ
ン
ギ
ョ
ウ

　

こ
と
ば
の
壁
を
乗
り
越
え
て
、
学
習
材
の
読

み
取
り
に
時
間
を
か
け
よ
う
と
し
て
も
、
漢
詩

の
よ
う
に
凝
縮
さ
れ
た
表
現
性
を
も
つ
学
習
材

の
場
合
、
そ
の
方
法
が
難
し
い
。
訳
者
の
違
い

に
よ
る
解
釈
の
幅
が
大
き
い
た
め
、
注
意
深
く

現
代
語
訳
を
提
示
し
て
い
か
な
い
と
、
一
つ
の

読
み
に
規
定
さ
れ
て
し
ま
い
、
多
様
な
鑑
賞
を

妨
げ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ど
う
し
た
ら
漢
詩
の
授
業
に
、
多
様
な
作
品

鑑
賞
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。

　

最
近
、
多
く
の
人
々
が
、
古
典
作
品
を
そ
れ

ぞ
れ
独
自
に
解
釈
・
鑑
賞
し
た
文
章
を
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
専
門
家
か
ら
素
人
ま
で
、
老
若
男
女
を
問

わ
ず
、
実
に
多
く
の
人
々
が
作
品
の
解
釈
を
し

て
い
る
の
に
出
会
う
。

　

漢
詩
な
ど
は
特
に
そ
の
傾
向
が
強
く
、
こ
れ

ま
で
は
、
詩
人
が
日
本
語
の
詩
に
作
り
替
え
た

も
の
か
、
研
究
者
に
よ
る
緻
密
な
解
釈
し
か
見

あ
た
ら
ず
、
ど
ち
ら
も
入
門
期
の
中
学
生
に
は

や
や
縁
遠
い
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
た

め
、「
解
釈
や
鑑
賞
文
を
読
み
比
べ
る
学
習
」

な
ど
は
思
い
も
つ
か
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
は
多
様
な

解
釈
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
入
れ
や
人
生
と
重

ね
ら
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下

に
一
例
を
あ
げ
る
。

 

「
漢
詩
な
ん
て
な
ん
の
た
め
に
勉
強
す
る
の

か
」
と
い
っ
た
素
朴
な
疑
問
に
対
し
て
、
ど
れ

だ
け
多
く
の
現
代
人
が
、自
分
な
り
に
鑑
賞
し
、

楽
し
ん
だ
り
役
に
立
て
た
り
し
て
い
る
か
を
知

る
い
い
機
会
に
も
な
る
。

 

「
春
暁
」
や
「
春
望
」
な
ど
の
世
界
を
ベ
ー
ス

に
し
て
、
自
分
で
小
説
を
書
い
て
い
る
若
い
人

た
ち
も
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

　

現
代
文
化
の
中
に
と
け
込
ん
だ
漢
詩
の
世
界

を
、
自
由
に
楽
し
く
感
じ
て
い
く
学
習
が
、
漢

詩
に
対
す
る
中
学
生
の
姿
勢
を
柔
軟
に
し
、
親

し
み
を
も
っ
て
漢
詩
と
つ
き
あ
っ
て
い
く
こ
と

が
つ
な
が
る
と
思
う
。

受
容
さ
れ
た
作
品
を

読
み
比
べ
る　

 

｜ 
漢
詩（
２
年
）の
場
合 

５
古
人
と
の
対
話
を
図
る
古
典
の
授
業

芭
蕉
の
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
に
〝
国
敗
れ
て

山
河
あ
り
、
城
春
に
し
て
草
青
み
た
り
〞
と

あ
る
。
芭
蕉
は
旅
に
も
杜
甫
の
詩
集
を
携
え

て
い
た
と
言
わ
れ
る
が
、「
唐
詩
選
」
の
こ
と

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
詩
は
杜
甫
の
代
表

的
な
、
五
言
律
詩
の
傑
作
で
す
。
特
に
首
聯

の
二
句
は
よ
く
知
ら
れ
、
こ
の
句
だ
け
で
も

よ
く
口
誦
さ
ま
れ
て
い
る
。
人
の
世
に
、
争

い
興
亡
は
絶
え
な
い
が
、
自
然
は
何
時
の
世

も
変
わ
ら
ず
美
し
い
。　

先
の
大
戦
で
荒
廃

を
体
験
し
た
私
達
も
、
こ
の
杜
甫
の
「
国
敗

れ
て
山
河
在
り
」
は
ひ
と
し
お
身
に
し
み
、

感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
、
千
二
百
年
以
上
経

た
今
で
も
新
鮮
さ
を
感
じ
る
。

（『
趣
味
の
漢
詩
』http://bun.dokidoki.

  ne.jp/users/tokiw
a/kansi.htm

l 

）

「漢詩」　漢詩は、さまざまな解釈・鑑賞文がインターネット上に公開されている。これを取り入れることで、
現代文化の中に溶けこむ古典の世界を感じ取ることができる。
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ディスコース
discourse　  講演・講話・談話・談論・音声言語による伝達

ユニバーサルデザイン（ユーディー）
UD(Universal Design)　  共用品・共用サービス

 「ディスコース」は大変広い意味内容をもっている。話をするという意
味のフランス語 discours から「ディスクール」とも言われる。主に音
声言語に属する、会話、会談、談話、話法、講演、演説などがディスコー
スとされるが、他に、論文自体を指す場合もある。また、あることば
や言語行為が、それが語られた、あるいは行われたコンテクスト（脈絡）
の中で、何を意味しており、またなぜそれを意味するのかを分析する
ための概念としても使われている。つまり、あることばに包括されて

いる意味・イメージと、その原因となるメカニズムや
プロセスを検討することもディスコースなのである。
　したがって、ディスコースは一般には、言語学や日
本語学の世界では「談話」、物語論や文体論では研究対
象としての「物語・文体」を指し、さらに、例えば「異
文化理解のディスコース」というような主張やイデオ
ロギーをも含んだ、社会的・文化的なコンテクストと
して、言語行為の内部構造を研究することにまで、そ
の意味対象がひろがるのである。ディスコースを単なる
談話分析に押し込めず、言語・非言語を統合したコミュ
ニケーションや認知にかかわる相互行為として新たな
視座から捉え直すことがたいせつになってきている。

　ユニバーサルデザイン（以下、UD）とは、全ての人
にとって使いやすいよう意図してつくられた製品や情
報、環境などのデザインのことである。これは、 1誰に
でも使いやすく公平に利用できる、2使用の際の自由
度が高い、3使用方法が簡単ですぐに理解できる、4
必要な情報がすぐに理解できる、5ミスや危険につな
がらない、6少ない力でもらくに使用できる、7使い
やすいサイズや規模、の７つの原則に基づいている。
 「バリアフリー」が障害や障害者の視点を中心として、
「障害があること」を切り離せない概念であるのに対し
て、UD は、ユニバーサル（＝普遍的）という語が示す
とおり、障害の有無に関わらず、より広く、全ての人

を対象とした考え方となっている。今、学校教育においては、心身障
害者教育から特別支援教育への移行が話題になりつつあるが、基本コ
ンセプトは「一人一人のニーズに応じた教育」である。これまでの心
身障害学級や養護学校と、通常の学級との違いを「バリアフリー」的
に解消するのではなく、「ユニバーサルデザイン」として再構築しよう
というものである。学習者の様々な実態に応じて、柔軟な対応をする
指導が「UD」の教育であると言えるだろう。

情報ライブラリー

前から気になっていた、
最近よく目にする、
そんな「知りたい」
カタカナ語を
わかりやすく解説。
もっと詳しく知るための
文献もご紹介します。

ちょっと カ
タ
カ
ナ
語

もっと知りたいときは…

ジョン=ガンパーズ 他著
井上逸兵 他 翻訳

  『認知と相互行為の
社会言語学̶ディス
   コース・ストラテジー』
2004年　松柏社

もっと知りたいときは…

日経デザイン編集
・中川聡

『ユニバーサル　　
　デザインの教科書』
2002年　日経BP社

気になる

3

http://www.shohakusha.com/tankouboook/index.html#0055x
http://bpstore.nikkeibp.co.jp/item/main/148222153770.html
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　スポーツのコーチというのは耳慣れているが、そのcoachとは少し
違うニュアンスを持つのが、コーチングという考え方である。コーチ
ングは、目標達成や自己実現のために、必要なスキルや知識を身につ
けることを目指して、双方向型のコミュニケーション機能を大切にす
る指導者の行う「行為」のことである。指導者は、信頼関係に基づき、
目的に応じて自己肯定的な問題解決の方法やものの見方や考え方の見
直しによる現状克服の方向性を示す。ティーチングが「教え込むこと」
であるのに対し、コーチングは「可能性を引き出すこと」
ともいえるだろう。
　今後の学習活動にはこのようなコーチングの発想を取
り入れることが求められる。コーチングにおいては、1
相手の可能性を信じること。2成長や進歩を認め、評価
すること。3任せて支えること。4話をする中で解決策
を見いだしていくこと（オートクライン）。5過去を見つ
めるカウンセリングではなく、未来に向かうコンサルティ
ングであること。6よく聞き、質問をすること。などが
必要であるとされている。促進者（ファシリテーター）
としてのコーチということになる。コーチングの唯一の
前提は「自ら変わろうとする気力」があるかどうかである。

コーチング
coaching　  指導・訓練

アイエスオー（アイソ・イソ）
ISO (International Organization for Standardization)　  国際標準化機構

　ISOは、国際標準となる工業規格の作成・制定、およ
び規格適合の認証を行っている国際機関（1947年設立）
である。ただ、実際には機関そのものよりも、「規格」
を指す呼称として使われることが多い。日本では、
「ISO9000シリーズ」（品質管理システムと品質保証の
国際規格）と、「ISO14000シリーズ」（環境マネジメン
トシステムの国際規格）が有名である。
　学校現場では、環境問題に積極的な教育委員会や学校
が ISO14001取得へ取り組みを進めている。また、
ISO9001については、2003 年に盛岡中央高校が日本
の高等学校としては初めて取得したが、学校などの教育
機関においても、学校経営に基づいて、運営をマニュア
ル化したり、外部監査を迎えたりしながら、目標を明確に数値化し、
いわゆる「品質管理・品質保証」をしている。同校の富澤正一校長に
よれば、職員一人ひとりの責任と権限を明らかにすること、文書のマ
ニュアル化による合理化、内部・外部で監査を行い透明な経営を行う
こと等を ISO取得の目的としているという。教育機関では、数値化で
きる目標を明確にすることにより、具体的な学校経営と評価の一体化
が図れるという点において、参考になる部分も多いと考えられる。

情報ライブラリー

前から気になっていた、
最近よく目にする、
そんな「知りたい」
カタカナ語を
わかりやすく解説。
もっと詳しく知るための
文献もご紹介します。

ちょっと カ
タ
カ
ナ
語

気になる

ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
カ
タ
カ
ナ
語

もっと知りたいときは…

　ローラ=  　　　　　
　ウィットワース 他著、
　CTI ジャパン 翻訳
『コーチング・バイブル』
2002年　東洋経済新報社

もっと知りたいときは…

米戸靖彦
『最新 やさしくわかる 

ISO9001』
2003年　技術評論社

http://www.toyokeizai.co.jp/CGI/kensaku/syousai.cgi?isbn=55455-6
http://www.gihyo.co.jp/books/syoseki.php/4-7741-1743-9
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage
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指導用教材

学習指導書

平成18年度版

『現代の国語』
『現代の書写』

サポート・ネットワーク・プログラム

学習指導書
・教材

SNP

１ 
ピ
ク
チ
ャ
ー
カ
ー
ド
（
Ａ
２
判･

1
0
0
枚
）

『
現
代
の
国
語
』
の
学
習
材
の
イ
メ
ー
ジ
を
ひ
ろ
げ
る
写
真
や
絵
を
、
大
判
の
カ
ー
ド
に
し
た
資
料
集
。

裏
面
に
は
、
図
版
の
詳
し
い
解
説
と
と
も
に
授
業
展
開
に
沿
っ
た
活
用
法
な
ど
を
記
載
。

２ 

学
習
材
ビ
デ
オ
（
６
巻
ま
で
刊
行
中
）

 

鑑
賞
だ
け
で
な
く
、
授
業
で
の
活
用
を
考
え
た
ビ
デ
オ
教
材
。

て
い
ね
い
な
解
説
書
と
具
体
的
な
学
習
指
導
案
例
が
付
属
。

　
　

①
自
分
を
表
現
す
る

－

ス
ピ
ー
チ
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　
　

②
古
文
入
門

－

言
語
編

　
　

③
こ
の
小
さ
な
地
球
の
上
で

　
　

④
平
家
の
ほ
ろ
び

－

壇
の
浦
の
合
戦

　
　

⑤
お
く
の
ほ
そ
道

　
　

⑥
敦
盛
の
最
期

－

平
家
物
語

３ 

サ
ポ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
Ｄ
（
予
定
）

「
壁
に
残
さ
れ
た
伝
言
」「
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
」
ほ
か

１ 

学
習
指
導
の
た
め
に 

１･

２･

３

　
　
　
（
各
８
分
冊
セ
ッ
ト
）

　

①
②
学
習
指
導
と
解
説 

本
編
（
上
・
下
）

『
現
代
の
国
語
』
本
編
の
全
学
習
材
に
つ
い
て
、

授
業
研
究
・
学
習
材
研
究
に
役
立
つ
情
報
を
も
ら
さ
ず
収
録
。

　

③
学
習
指
導
と
解
説 

資
料
編

　

④
学
習
指
導
と
解
説 

言
語
事
項
ノ
ー
ト

　

⑤
学
習
指
導
事
例
集

「
学
習
指
導
と
解
説
」
の
中
の
学
習
実
践
分
野
に
焦
点
を
あ
て
た
、

多
角
的
で
多
様
な
実
践
事
例
集
。

　

⑥
テ
ス
ト
問
題
例
集･

発
問
例
集

学
習
材
に
即
し
た
豊
富
な
問
題
例
と
、「
ね
ら
い
」
や

「
予
想
さ
れ
る
解
答
例
」「
留
意
点
」
な
ど
を
付
し
た
発
問
例
を
収
録
。

　

⑦
コ
ピ
ー
用
学
習
材
集

各
領
域
の
学
習
材
に
つ
い
て
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
や

関
連
す
る
図
版
・
デ
ー
タ
を
豊
富
に
集
め
た
補
足
・
発
展
資
料
集
。

　

⑧
デ
ジ
タ
ル
情
報 

Ｃ
Ｄ

－

Ｒ
Ｏ
Ｍ

教
科
書
原
文
や
テ
ス
ト
問
題
例
ほ
か
、
お
手
元
の
パ
ソ
コ
ン
で

そ
の
ま
ま
読
み
込
ん
で
活
用
で
き
る
デ
ー
タ
集
。

２ 

「
話
す
・
聞
く
」学
習
指
導
Ａ
Ｖ
資
料

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
領
域
の
学
習
材
に
対
応
し
た

視
聴
覚
素
材
を
収
録
。

３ 

学
習
指
導
書 

総
説
編 

　

 

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
の
た
め
に

『
現
代
の
国
語
』
の
編
集
の
方
針
、
年
間
学
習
指
導
計
画
案
な
ど

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
の
た
め
の
資
料
。

４ 

「
読
む
こ
と
」学
習
材
の
研
究 

１･

２･

３

「
読
む
こ
と
」
領
域
の
す
べ
て
の
学
習
材
に
つ
い
て
、

作
品
を
「
読
む
」
と
い
う
視
点
か
ら
文
責
・
研
究
し
た
資
料
。

５ 

学
習
指
導
資
料（
４
分
冊
セ
ッ
ト
）

　

①
詩
編　

②
短
歌･

俳
句
編　

③
古
典
編　

④
和
歌
編

韻
文
・
古
典
学
習
材
の
解
釈
と
鑑
賞
、
展
開
例
、
板
書
例
な
ど
を
収
録
。

６ 

朗
読
Ｃ
Ｄ 

１･

２･

３

「
読
む
こ
と
」
領
域
の
す
べ
て
の
学
習
材
を
、

正
確
・
多
彩
な
朗
読
で
録
音
し
た
音
声
素
材
集
。

７ 

読
書
の
森
へ 

Ｃ
Ｄ

－

Ｒ
Ｏ
Ｍ

補
充
学
習
材
や
読
書
活
動
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
収
録
。

現代の国語



現代の書写

生徒用教材

平
成
18
年
度
版
『
現
代
の
国
語
』『
現
代
の
書
写
』
Ｓ
Ｎ
Ｐ（
サ
ポ
ー
ト
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
）　

学
習
指
導
書
・
教
材

23

１ 

ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
１
・
２
・
３

予
習
、
自
主
学
習
、
学
習
の
ま
と
め
や
整
理
に
役
立
つ
「
必
携
学
習
ノ
ー
ト
」。

２ 

漢
字
・
語
句
学
習
ノ
ー
ト
１
・
２
・
３

漢
字
を
完
全
マ
ス
タ
ー
し
、
語
彙
力
を
つ
け
る
こ
と
を
目
指
し
た
ド
リ
ル
形
式
の
学
習
ノ
ー
ト
。

３ 

文
法
学
習
ノ
ー
ト

１
年
か
ら
３
年
ま
で
の
「
文
法
の
窓
」「
文
法
の
ま
と
め
」
の
学
習
に
沿
っ
て
活
用
で
き
る
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
。

４ 

実
力
ア
ッ
プ
問
題
集
１
・
２
・
３

確
実
に
国
語
の
学
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
教
科
書
完
全
準
拠
版
問
題
集
。

５ 

教
科
書
ガ
イ
ド
１
・
２
・
３

学
習
材
の
ね
ら
い
や
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
が
よ
く
わ
か
る
解
説
と
考
え
方
の
指
導
を
ま
と
め
た
資
料
集
。

６ 

ス
テ
ッ
プ
式
常
用
漢
字
ド
リ
ル

す
べ
て
の
常
用
漢
字
を
、
覚
え
て
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
確
実
に
習
得
で
き
る
積
み
上
げ
式
の
ド
リ
ル
。

学習指導書（各３分冊セット）

　①学習指導と解説
『現代の書写』の全学習材について、授業研究・学習材研究に役立つ情報をもらさず収録。

　②指導ワークシート集（はぎ取り式）
教科書にそった硬筆・毛筆のワークシートや、補足資料プリントを収録。

　③指導用ＣＤ－ＲＯＭ（執筆実技映像・指導案のテキストほか）
学習材の実技を収録した映像や指導案のテキストデータなどを収録した資料集。

ピクチャーカードの内容（例）
１年
・クジラが餌を取るようす
・シロナガスクジラ（「クジラの飲み水」）
・蓬莱の玉の枝　　・竜のくびの玉
・富士山（「わたしたちと古典－かぐや姫の物語」）
・熱海軽便鉄道（「トロッコ」）
２年
・ベロニカ（ルオー）
  （「わたしが一番きれいだったとき」）
・「春望」の風景　・黄鶴楼（「漢詩の世界」）
・現在のシラクスの町（「走れメロス」）
３年
・鮟鱇の吊し切り ・俳画（生徒作品）（「俳句の世界」）
・ゲルの構造　・内モンゴルの草原
・世界言語地図（「『ありがとう』と言わない重さ」）
・紹興の街　・香炉と燭台　・纏足（「故郷」）
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最
近
、
ち
ょ
っ
と
驚
く
よ
う
な
話
を
聞
い

た
。
そ
れ
は
単
に
筆
者
の
取
材
不
足
に
過
ぎ

な
い
し
、
問
題
に
直
面
し
て
い
る
先
生
が
た

に
と
っ
て
は
、
知
っ
て
い
る
も
何
も
な
い
わ

け
だ
が
、
地
域
差
も
あ
る
こ
と
な
の
で
書
き

留
め
て
お
き
た
い
。

　

東
京
都
内
の
学
校
で
は
、
教
員
の
定
年
退

職
に
よ
る
自
然
減
を
補
う
新
規
採
用
数
が
こ

こ
数
年
急
増
し
、
二
〇
〇
四
年
度
は
小
・
中
・

高
合
わ
せ
て
二
千
人
を
超
え
た
。
こ
の
こ
と

が
学
校
現
場
の
「
若
返
り
」
を
も
た
ら
す
と

い
う
の
は
当
然
の
理
だ
が
、
問
題
は
そ
の
進

み
具
合
で
あ
る
。
感
覚
的
に
は
相
当
な
加
速

度
を
伴
っ
て
進
ん
で
い
る
と
い
う
の
だ
。

 

「
私
の
知
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
は
、
校
内
の

平
均
年
齢
が
三
十
六
歳
ま
で
一
気
に
下
が
っ

た
と
い
う
小
学
校
が
あ
り
ま
す
」
と
東
京
都

東
久
留
米
市
内
の
小
学
校
の
校
長
は
語
る
。

数
年
前
ま
で
平
均
五
十
の
ラ
イ
ン
に
届
く
か

ど
う
か
、
と
い
っ
た
話
が
一
般
的
だ
っ
た
は

ず
な
の
だ
。「
自
分
の
勤
務
校
で
も
四
分
の

一
が
過
去
四
年
間
に
新
規
採
用
さ
れ
た
教
員

で
す
」
と
校
長
。

　

若
返
っ
て
よ
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、

こ
の
前
ま
で
ど
こ
の
病
院
が
具
合
が
い
い
と

か
、
職
員
室
の
話
題
が
そ
ん
な
の
ば
か
り
だ

と
ボ
ヤ
い
て
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
…
な
ど
と

軽
口
が
叩
け
る
よ
う
な
話
で
は
な
い
ら
し

い
。
ち
ょ
っ
と
見
に
は
、
授
業
補
助
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
来
て
い
る
よ
う
な
大
学
生
風
の

若
者
が
、
よ
く
見
る
と
今
年
配
属
さ
れ
た
教

員
だ
っ
た
り
す
る
、
と
い
う
の
だ
。

 

「
彼
ら
を
い
か
に
育
て
て
い
く
か
。
こ
れ
は

大
き
な
問
題
で
す
よ
」
と
、
校
長
は
表
情
を

引
き
締
め
る
。

 

「
ま
ず
、『
授
業
力
』、
そ
し
て
『
社
会
性
』。

何
も
若
手
教
員
の
問
題
と
は
限
り
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
社
会
の
要
求
水
準
は

ど
ん
ど
ん
厳
し
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
し
ょ

う
。」
と
、
く
だ
ん
の
校
長
。

　

こ
こ
は
当
面
、
ベ
テ
ラ
ン
勢
に
ハ
ッ
ス
ル

し
て
も
ら
う
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
で

も
大
変
そ
う
だ
な
。
筆
者
に
も
経
験
が
あ
る

が
、
世
代
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
と
い
う
の
は
案
外

し
ん
ど
い
も
の
が
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。

●
自
分
の
字
に
つ
い
て
意
識
し
始
め
る
の
は
、

い
つ
の
こ
ろ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

　

手
紙
を
書
く
と
い
う
よ
う
な
、
教
室
の
外
で

字
を
書
く
必
要
に
迫
ら
れ
た
と
き
に
、
意
識
化

す
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

 

「
自
分
の
文
字
を
よ
り
よ
く
し
た
い
」
と
い
う

の
は
、
だ
れ
し
も
が
も
つ
思
い
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
し
か
し
、
自
分
の
文
字
の
ど
こ
を
、
ど

う
す
れ
ば
よ
く
な
る
の
か
、
具
体
的
な
方
法
は

自
覚
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

三
省
堂
が
初
め
て
刊
行
す
る
書
写
教
科
書
『
現

代
の
書
写
』。
実
は
、
こ
の
教
科
書
で
も
う
一
度

書
写
を
や
り
直
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
編
集
子

で
す
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
太
郎
）
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読
み
語
り
の
出
前
は
、
大
学
か
ら
の
注

文
も
あ
る
。
持
参
す
る
絵
本
の
定
番
は
『
ぷ

ち
ぷ
ち
』
と
『
ち
も
ち
も
』。
幼
児
向
き
の

「
こ
と
ば
あ
そ
び
」
絵
本
で
あ
る
。
学
生
た

ち
に
表
紙
を
見
せ
る
と
、
一
様
に
、「
か
っ

わ
い
い
！
」
と
い
っ
て
く
れ
る
。

 

『
ぷ
ち
ぷ
ち
』
は
、
擬
態
語
だ
け
で
展
開
す

る
「
ぷ
ち
ぷ
ち
君
」
の
ぼ
う
け
ん
絵
本
だ
。

大
団
円
は
、
か
え
る
に
な
め
ら
れ
て
、

 

「
こ
ろ　

こ
ろ　

こ
ろ　

こ
ろ　

こ
ろ
、、、」

と
、
こ
ろ
が
る
場
面
。
な
に
せ
七
〇
回
も
こ

ろ
が
る
も
の
だ
か
ら
、
途
中
で
息
が
切
れ
て

「
あ
あ
、
し
ん
ど
！
」
な
ん
て
、

ア
ド
リ
ブ
を
入
れ
な
が
ら
読
む
こ

と
に
な
る
。

 

『
ち
も
ち
も
』
は
擬
態
語
の
中
で

も
、
同
じ
こ
と
ば
を
重
ね
て
で
き

る
こ
と
ば
《
畳
語
（
じ
ょ
う
ご
）》

だ
け
の
展
開
で
あ
る
。

 

「
ゆ
ら
ゆ
ら　

び
く
び
く　

ち
も

ち
も　

ど
き
ど
き
、、、、」

　

学
生
た
ち
と
、
た
っ
ぷ
り
こ
と

ば
あ
そ
び
を
楽
し
ん
だ
あ
と
は
、

比
較
言
語
学
の
お
勉
強
に
な
る
。

 

「
翻
訳
絵
本
で
、
こ
の
よ
う
な
擬

態
語
の
絵
本
を
見
た
こ
と
あ
り
ま

す
か
？
」

　

学
生
た
ち
は
、
目
を
宙
に
浮
か
せ
て
考
え

な
が
ら
、
自
信
な
げ
に
首
を
横
に
振
る
。

 

「
じ
つ
は
欧
米
の
言
語
に
、
擬
態
語
は
、
ほ

と
ん
ど
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
い
い
の
で
す
」

　

へ
え
ー
、
う
そ
ー
。
こ
と
ば
に
な
ら
な
い

複
雑
な
ざ
わ
め
き
が
起
き
る
。

 

「『
笑
う
』
と
い
う
こ
と
ば
を
例
に
と
っ
て

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
」

 

「
笑
う
」
と
い
う
動
詞
に
、「
フ
フ
ン
、
ク

ス
ク
ス　

ク
ッ
ク
」
な
ど
の
擬
態
語
を
か
ぶ

せ
て
表
現
す
る
の
が
日
本
語
。
そ
れ
に
対
し
、

英
語
は
、「sneer

」（
フ
フ
ン
と
笑
う
）、

「chuckle

」（
ク
ス
ク
ス
笑
う
）、「bubble

」

（
ク
ッ
ク
と
笑
う
）、
な
ど
擬
態
語
を
含
ん

だ
動
詞
で
表
現
す
る
。

　

だ
か
ら
、
英
語
で
は
「
鬼
が
ニ
カ
ッ
と
笑

う
」
と
い
う
よ
う
な
微
妙
な
表
現
は
で
き
な

い
の
だ
。

 

「
新
し
い
擬
態
語
を
、
い
か
よ
う
に
も
作
る

こ
と
が
で
き
る
日
本
語
は
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
豊
か
な
表
現
が
自
在
に
で
き
る
の
で
す
。

こ
の
二
冊
の
絵
本
は
、
日
本
語
の
文
化
そ
の

も
の
な
ん
で
す
」

　

学
生
た
ち
に
、
単
に
「
か
っ
わ
い
い
！
」

と
思
わ
れ
て
い
た
二
冊
の
絵
本
が
、
突
然

「
す
っ
ご
ー
い
！
」
絵
本
に
変
身
す
る
。

　

た
か
が
絵
本
、
さ
れ
ど
絵
本
な
の
で
あ
る
。
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