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昨
今
は
落
語
ブ
ー
ム
な
ん
て
い
わ
れ
て
、
若
い
女
性
の
姿
も
寄
席
の
客
席
に
目
だ

つ
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

落
語
は
、
大
阪
弁
を
使
う
上
方
落
語
と
江
戸
弁
を
使
う
江
戸
落
語
に
分
け
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
的
に
成
り
立
ち
が
ち
が
っ
て
い
て
、
江
戸
落
語
は
武
家
屋
敷
に

招
か
れ
る
お
座
敷
芸
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
発
展
し
ま
し
た
。
武
士
を
前
に
語
る
わ
け

で
す
か
ら
、
武
士
道
の
潔
さ
、
義
理
人
情
を
語
っ
た
人
情
噺ば
な
しが
好
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

対
し
て
上
方
落
語
は
、
も
と
も
と
は
大
道
芸
の
一
種
の
辻つ
じ

噺ば
な
し

と
し
て
発
展
し
ま
し

た
。
聞
く
気
の
な
い
通
行
人
の
足
を
止
め
て
、
噺
を
聞
か
せ
、
お
金
を
取
る
ス
タ
イ

ル
で
し
た
の
で
、
必
然
的
に
「
は
で
」
で
「
に
ぎ
や
か
」
で
「
お
も
し
ろ
い
」
こ
と

が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

大
阪
は
、
世
界
で
最
初
の
先
物
取
引
「
米
相
場
」
が
開
か
れ
た
こ
と
に
代
表
さ
れ

る
と
お
り
「
商
売
人
の
街
」。
お
金
の
や
り
と
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
角
が
立
ち

や
す
い
。
そ
こ
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
、
大
阪
人
は
ユ
ー

モ
ア
を
多
用
し
ま
し
た
。
互
い
に
笑
い
合
う
こ
と
で
、
事
を
荒
立
て
な
い
。
大
阪
商

人
が
多
用
し
た
「
し
ゃ
れ
言
葉
」
と
い
う
だ
じ
ゃ
れ
の
中
に
は
、
興
味
深
い
も
の
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
赤
子
の
行
水
」。「
赤
ち
ゃ
ん
は
盥た
ら
いの
中
で
泣
い
て

い
る
」
か
ら
、
大
阪
弁
の
「
足
ら
な
い
で
泣
い
て
い
る
」、
つ
ま
り
資
金
不
足
と
い
う

こ
と
。「
夏
の
蛤
は
ま
ぐ
り」
は
、
外
側
の
貝
殻
は
腐
ら
な
い
が
、
中
の
身
が
腐
る
の
で
、「
身
腐
っ

て
貝
腐
ら
ん
」、
つ
ま
り
、
見
る
だ
け
見
て
買
わ
な
い
冷
や
か
し
の
客
の
こ
と
を
「
夏

の
蛤
」
と
い
う
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
で
す
。
と
ん
ち
が
き
い
て
て
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。

　

毎
年
、
香ホ
ン

港コ
ン

の
大
学
で
、
東
ア
ジ
ア
の
文
化
を
学
ん
で
い
る
現
地
の
学
生
に
落
語

の
講
義
を
し
て
い
ま
す
。
講
義
の
最
終
日
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、

学
生
に
数
人
の
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
も
ら
い
、
小
噺
を
創
作
し
披
露
し
て
も
ら
い
ま

す
。
香
港
は
、
国
際
金
融
都
市
で
、
い
ろ
い
ろ
な
民
族
・
文
化
が
入
り
交
じ
っ
て
い

る
街
で
す
。多
民
族
社
会
で
は
、人
と
出
会
っ
た
際
に
緊
張
関
係
が
生
ま
れ
ま
す
。「
相

手
は
ど
ん
な
宗
教
？　

民
族
？　

習
慣
？
」
と
、
関
係
が
少
々
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
ま
す
。

そ
の
緊
張
を
解
く
意
味
で
、
ユ
ー
モ
ア
を
用
い
て
、
一
緒
に
笑
い
合
い
、
そ
の
後
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
円
滑
に
進
め
る
。
香
港
の
学
生
は
幼
い
頃
か
ら
、
そ
ん
な

習
慣
に
な
じ
ん
で
い
ま
す
。
三
十
分
程
度
の
時
間
で
、
み
ご
と
な
小
噺
を
作
り
、
披

露
し
て
く
れ
ま
す
。
笑
い
や
ユ
ー
モ
ア
の
感
覚
で
い
う
と
、
日
本
の
学
生
で
は
あ
り

え
な
い
ほ
ど
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
で
す
。

　

日
本
で
は
や
た
ら
と
国
際
化
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
一
般
的
な
日
本
人
の
「
笑

い
や
ユ
ー
モ
ア
」
の
能
力
は
、
世
界
的
に
見
て
決
し
て
高
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
日

本
社
会
で
は
、「
笑
い
＝
不
真
面
目
」
な
印
象
が
あ
る
た
め
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ

れ
か
ら
は
我
々
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
人
た
ち
と
渡
り
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。「
笑
い
の
文
化
」「
ユ
ー
モ
ア
の
感
覚
」
を
気
楽
に
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き

る
環
境
の
必
要
性
を
感
じ
ま
す
。
落
語
は
そ
の
大
き
な
ツ
ー
ル
で
す
。
私
も
二
十
三

か
国
、
百
を
超
え
る
都
市
で
、
英
語
落
語
の
公
演
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

落
語
の
魅
力
は
、
誰
で
も
演
じ
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
小
噺
や
短
い
落
語
を
覚
え
て
、

ま
ず
は
や
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
き
っ
ち
り
や
れ
ば
絶
対
に
受
け
ま
す
。
受
け
た
喜

び
は
自
信
に
つ
な
が
り
ま
す
。感
動
に
つ
な
が
り
ま
す
。こ
れ
を
お
読
み
の
先
生
が
た
、

ぜ
ひ
子
ど
も
さ
ん
た
ち
に
落
語
を
体
験
さ
せ
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
落
語
を
演
じ
て
、

受
け
た
経
験
は
、
人
前
で
話
し
た
り
、
発
表
し
た
り
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
絶
対
的

な
自
信
に
つ
な
が
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
落
語
を
教
材
と
し
て
学
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、

自
分
自
身
を
発
信
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
使
っ
て
も
ら
え
た
ら
、
落
語
家
と
し
て

最
高
に
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。（
談
）

か
つ
ら
　
か
い
し　

落
語
家
、
文
化
庁
文
化
交
流
使
、
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
客
員
教
授
。「
世
界
の

人
た
ち
に
も
落
語
の
楽
し
さ
を
伝
え
た
い
」
と
一
九
九
七
年
よ
り
古
典
落
語
を
英
訳
し
、
英
語
に
よ

る
落
語
公
演
を
始
め
る
。
出
版
物
に
『
桂
か
い
枝
の
Ｌ
ｅ
ｔ
ｓ
英
語
落
語
！
』（
教
育
出
版
）『
う
し
は

ど
こ
で
も
「
モ
～
！
」』（
鈴
木
出
版
）、『
桂
か
い
枝
の
英
語
落
語
』（
全
三
巻
、
汐
文
社
）
な
ど
が
あ
る
。

笑
い
を
学
ぼ
う

桂
か
い
枝
　
落
語
家

巻
随
頭
筆

‘



3

地域と連携した読書推進活動

「
あ
じ
さ
い
読
書
週
間
」の
取
り
組
み

　

本
校
で
は
、
読
書
推
進
活
動
に
集
中
し
て
取
り
組
む
期
間
と
し
て
、「
あ
じ
さ
い
読

書
週
間
」
を
設
定
し
て
い
る
。
活
動
を
推
進
す
る
の
は
学
校
図
書
館
で
あ
り
、
推
進

役
は
常
勤
の
学
校
司
書
と
司
書
教
諭
で
あ
る
。
一
日
を
通
し
て
、
い
つ
も
学
校
図
書

館
に
「
人
が
い
る
体
制
」
は
、
児
童
と
本
を
結
ぶ
う
え
で
、
な
に
よ
り
も
成
果
を
も

た
ら
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
本
年
度
の
活
動
概

要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

○
期
間　

六
月
二
十
日
～
六
月
三
十
日

　

○
テ
ー
マ　
「
言
葉
に
親
し
も
う
」

　
　
　
　
　
　
「
平
和
に
つ
い
て
考
え
よ
う
」

　

○
活
動
内
容

　
　

☆
「
先
生
が
た
の
お
す
す
め
本
紹
介
」

　
　
　

�

全
教
職
員
（
事
務
室
も
含
む
）
が
一
人
一

冊
の
本
を
、
掲
示
物
に
て
児
童
に
向
け
て

紹
介
す
る
。

　

こ
の
活
動
を
実
り
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
、
市
川
市
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
を
利
用
し
て
本
を
取
り
寄
せ
て
、
児
童
に
貸
し
出
し
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

本
年
度
は
公
共
図
書
館
か
ら
四
十
三
冊
、
他
校
か
ら
百
十
四
冊
の
本
を
集
め
る
こ
と

が
で
き
た
。

　
　

☆
「
言
葉
に
親
し
む
」

詩
や
言
葉
遊
び
を
掲
載
し
た
プ
リ
ン
ト
を
、
学
校
司
書
が
作
成
し
て
児
童
に

配
布
す
る
こ
と
に
よ
り
、
言
葉
そ
の
も
の
へ
の
関
心
を
高
め
、
詩
集
な
ど
に

手
を
伸
ば
す
児
童
を
育
成
す
る
。
図
書
委
員
が
昼
の
放
送
で
詩
を
音
読
し
て
、

音
声
面
か
ら
も
活
動
を
推
進
す
る
。
学
校
司
書
は
、
読
書
の
時
間
に
音
読
や

ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
で
、
言
葉
へ
の
関
心
を
高
め
て
い
る
。

　
　

☆
「
平
和
に
つ
い
て
考
え
る
」

学
校
司
書
が
図
書
の
時
間
に
、
平
和
や
戦

争
に
関
す
る
本
を
紹
介
し
た
り
、
読
み
聞

か
せ
を
行
っ
た
り
す
る
。
ま
た
、
休
み
時

間
等
を
利
用
し
て
児
童
が
作
成
し
た
折
り

鶴
を
、
学
校
図
書
館
に
集
め
て
市
川
市
に

届
け
、
平
和
事
業
に
協
力
す
る
こ
と
に
よ

り
、
平
和
へ
の
関
心
を
高
め
て
読
書
啓
発

を
行
う
。

　

こ
の
活
動
に
お
い
て
は
、
公
共
図
書
館
か
ら
一

冊
、
他
校
か
ら
七
十
冊
の
本
を
集
め
て
児
童
に
提
供
し
た
。
鶴
を
折
る
と
い
う
活
動

が
学
校
図
書
館
に
目
的
意
識
を
集
結
さ
せ
、
テ
ー
マ
性
豊
か
な
読
書
を
啓
発
す
る
こ

と
に
成
功
し
て
い
る
。

地
域
と
連
携
し
た
読
書
推
進
活
動

千
葉
県
市
川
市
立

富
美
浜
小
学
校
校
長
　
吉よ

し

川か
わ 

百ゆ

合り

子こ

■ 

特
集 

■

子
ど
も
が
本
を
読
み
た
く
な
る
学
校
図
書
館

国

語
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本
校
は
九
百
人
近
い
児
童
を
抱
え
て
い
る
た
め
、
テ
ー
マ
読
書
を
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

的
に
展
開
す
る
と
、
自
校
の
本
の
み
で
は
限
界
が
あ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
貸

し
出
し
が
と
て
も
有
効
で
あ
る
。

　

児
童
が
自
ら
本
に
手
を
伸
ば
し
、
自
ら
選
び
と
る
瞬
間
は
、
見
て
い
て
か
け
が
え

の
な
い
も
の
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
潤
沢
な
図
書
が
必
要
で
あ
る
。
市
川

市
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
は
、
市
内
全
体
が
さ
な
が
ら
一
つ
の
図
書
館
の
よ
う

で
あ
り
、
そ
の
利
便
性
は
高
い
。
結
び
合
う
こ
と
、
つ
な
が
る
こ
と
の
大
切
さ
を
、

学
校
と
行
政
が
認
識
を
と
も
に
し
て
実
現
し
た
有
意
義
な
姿
で
あ
る
。

　

こ
の
他
、
本
校
で
は
日
常
的
な
児
童
の
活
動
の
成
果
と
し
て
、「
読
書
記
録
」
を
大

切
に
し
て
い
る
。
読
書
生
活
を
振
り
返
り
、
次
の
読
書
に
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
ま
た
、「
読
書
郵
便
」
の
活
動
で
は
、
校
長
室
に
も
多
く
の
郵
便
が
届
き
、
児

童
と
一
対
一
の
関
わ
り
の
中
で
、
一
冊
の
本
を
め
ぐ
っ
て
会
話
が
で
き
る
こ
と
が
楽

し
い
。
他
に
は
、「
本
と
な
か
よ
し
ビ
ン
ゴ
カ
ー
ド
」「
辞
書
ひ
き
大
会
」「
百
人
一
首
大

会
」
な
ど
の
企
画
を
催
し
て
、
本
と
児
童
を
結
ん
で
い
る
。
活
動
後
は
必
ず
ア
ン
ケ
ー

ト
を
と
っ
て
、
振
り
返
り
を
大
切
に
し
て
い
る
。

地
域
に
よ
る
学
校
図
書
館
支
援

　

市
川
市
は
昭
和
三
十
年
代
よ
り
読
書
教
育
を
推
進
し
て
き
た
。
五
十
年
代
に
は
、

教
育
委
員
会
が
中
心
と
な
り
、
学
校
図
書
館
を
活
用
し
た
授
業
研
究
が
積
み
重
ね
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
が
教
員
と
な
っ
た
頃
に
は
、
既
に
多
く
の
実
践
家
と
研
究

者
が
い
て
、
大
い
に
刺
激
を
受
け
た
。
ご
自
宅
に
招
か
れ
た
時
に
見
た
、
子
ど
も
向

け
の
良
書
が
あ
ふ
れ
、
本
の
重
み
で
床
が
傾
い
て
い
た
光
景
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

　

市
の
目
ざ
す
学
校
図
書
館
像
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
続
け
る
市
民
の
育
成
を

願
っ
て
、
次
の
よ
う
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
結
実
し
て
い
る
。

　
「
生
き
る
力
・
夢
や
希
望
を
育
む
学
校
図
書
館
」

　

学
校
図
書
館
は
、
学
校
の
中
心
に
あ
っ
て
、
そ
の
教
育
機
能
を
支
え
、
高
め
る
も

の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
教
育
課
程
の
展
開
に
寄
与
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
え
る
。
具
体
的
に
は
「
読
書
生
活
を
支
え
る
」「
学
習
を
支
え
る
」「
研

究
を
支
え
る
」
図
書
館
づ
く
り
を
推
進
し
て
き
た
。

　

こ
の
三
つ
の
機
能
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、
市
は
多
面
的
に
施
策
を
展
開
し
て
き

た
が
、
そ
の
中
で
も
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
」
は
特
筆
に
値
す
る
。

　

三
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
人
・
物
・
情
報
）
が
シ
ス
テ
ム
化
し
て
い
る
が
、
特
に
「
物

流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」は
、学
校
現
場
に
大
い
に
貢
献
し
て
い
る
。公
共
図
書
館
と
学
校
、

そ
し
て
学
校
間
で
図
書
の
共
有
を
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
週
に
二
回
、
配
送
車

が
市
内
公
立
学
校
と
公
共
図
書
館
を
一
巡
す
る
。
平
成
二
十
七
年
度
の
利
用
実
績
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
市
川
市
は
、
文
部
科
学
省
の
研
究
指
定
を
何
度
も
受
け
、
研
究
の
成
果

を
積
み
重
ね
る
中
で
、
子
ど
も
と
本
を
結
ぶ
実
践
を
深
め
て
き
て
い
る
。
全
教
職
員

が
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
で
つ
な
が
り
、
互
い
の
実
践
が
共
有
で
き
る
環
境
が
あ
っ
て
、

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
貢
献
し
て
き
た
。そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、職
員
研
修
も
盛
ん
で
あ
り
、

職
種
ご
と
の
研
修
は
も
と
よ
り
、
司
書
教
諭
と
学
校
司
書
の
合
同
研
修
も
定
期
的
に

実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
等
の
現
代
的
課
題
に
正
対
し
、

学
び
の
質
を
高
め
る
こ
と
に
積
極
的
に
関
わ
る
学
校
図
書
館
像
を
、
教
職
員
の
資
質

向
上
の
意
識
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
る
。
世
代
交
代
が
進
む
現
場

で
、
若
手
教
職
員
の
図
書
館
活
用
ス
キ
ル
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
。

○�物流ネットワーク全体におけ
る図書資料移動数
� 28,278冊

※�以下は市内の学校・幼稚園
（全61校・園）における実績

○中央図書館からの貸し出し
� 5,713冊

○学校間での貸し出し
� 22,565冊

○学校図書館活用の総単元数
� 5,815単元

○学校図書館活用の総時間数
� 40,152時間

○�学校図書館から学級文庫へ
の貸し出し� 5,320冊

市川市教育センター（学校図書館支
援センター）提供
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子
ど
も
た
ち
の
読
書
生
活
を
豊
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
子
ど
も
た

ち
が
本
に
ふ
れ
合
う
機
会
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
子
ど

も
た
ち
に
、
率
先
し
て
「
学
校
図
書
館
に
行
き
た
い
」
と
思
わ
せ
る
環
境
づ
く
り
が

必
要
で
あ
る
。
本
校
で
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
こ
こ
数
年
に
わ
た
り
、
子
ど
も
た

ち
と
一
緒
に
、
図
書
館
改
装
を
は
じ
め
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
き

た
。
そ
の
結
果
、
子
ど
も
た
ち
の
図
書
館
利
用
の
仕
方
や
読
書
の
傾
向
に
変
化
が
現

れ
た
。
今
回
は
、
限
ら
れ
た
紙
面
で
は
あ
る
が
、
そ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
紹
介
し

た
い
。図

書
館
の
改
装

　

本
校
の
学
校
図
書
館
の
書
架
は
、
以
前
は
五
段
の
棚
か
ら
な
る
高
さ
一
八
〇
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
上
段
の
棚
に
は
子
ど
も
た
ち
の
手
が
届
か
ず
、
そ
こ
に
並

べ
ら
れ
た
本
は
、
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
狭
い
空
間
に
書
架

が
並
列
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
す
れ
ち
が
う
の
も
や
っ
と
と
い
う
ほ
ど
書
架
と

書
架
の
間
が
狭
く
、
本
を
探
す
の
も
一
苦
労
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た

た
め
、
子
ど
も
た
ち
は
書
架
か
ら
求
め
る
本
を
探
す
こ
と
が
で
き
ず
、
別
置
し
て
あ

る
文
庫
本
や
学
習
漫
画
な
ど
を
読
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

こ
れ
を
改
善
す
る
た
め
行
っ
た
の
が
、
書
架
の
レ
イ
ア
ウ
ト
変
更
で
あ
る
。
ま
ず
、

書
架
を
低
く
す
る
こ
と
に
し
た
。
書
架
の
う
ち
木
製
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
上
下
に

分
解
可
能
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
で
、
既
存
の
も
の
を
使
い

つ
つ
書
架
を
低
く
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
次
に
、
書
架
の
配
置
を
変
更
し
た
。
こ
れ

ま
で
一
箇
所
に
ま
と
め
て
並
べ
ら
れ
て
い
た
書
架
を
、
部
屋
の
各
所
に
分
散
し
て
配

置
し
つ
つ
、
部
屋
の
中
央
を
向
く
よ
う
に
配
置
し
直
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
窓
か
ら
の
光
が
部
屋
全
体

に
行
き
わ
た
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、

部
屋
の
中
央
か
ら
ほ
と
ん
ど
の
書
架
に
目

が
行
き
届
く
よ
う
に
な
り
、
格
段
に
本
が

探
し
や
す
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
今
ま

で
借
り
ら
れ
ず
に
埋
も
れ
て
い
た
本
も
借

り
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
書
架

の
前
で
の
会
話
も
は
ず
む
よ
う
に
な
り
、

友
達
ど
う
し
で
本
を
紹
介
し
合
っ
た
り
、

高
学
年
の
子
ど
も
が
低
学
年
の
子
ど
も
に

本
を
薦
め
た
り
す
る
姿
も
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

書
架
の
レ
イ
ア
ウ
ト
を
変
更
す
る
に
あ
た
り
、新
た
に
専
用
の
読
み
聞
か
せ
ス
ペ
ー

ス
を
設
け
た
。
畳
を
敷
き
、
一
学
級
全
員
が
靴
を
脱
い
で
座
れ
る
よ
う
に
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
に
本
を
手
渡
し
て
い
く
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
読
み
聞
か
せ
は

低
学
年
か
ら
高
学
年
ま
で
日
常
的
に
行
っ
て
い
き
た
い
も
の
だ
。
本
を
読
む
の
が
好

き
で
は
な
い
子
ど
も
で
も
、
読
み
聞
か
せ
を
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
本
の
世
界
に
入
り

込
ん
で
し
ま
う
。読
み
聞
か
せ
を
す
る
本
は
、長
く
読
み
継
が
れ
て
き
た
本
を
中
心
に
、

季
節
や
年
中
行
事
、学
習
内
容
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
選
ぶ
こ
と
に
し
て
い
る
。例
え
ば
、

九
月
に
は
十
五
夜
に
あ
わ
せ
、
月
の
出
て
く
る
話
や
科
学
読
み
物
を
読
み
、
お
月
見

の
風
習
や
秋
の
七
草
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
読
ん
で
も
ら
っ
た

本
を
、
家
の
人
と
一
緒
に
楽
し
み
た
い
、
自
分
自
身
で
読
み
た
い
と
思
う
も
の
で
、

読
み
聞
か
せ
を
し
た
本
は
必
ず
借
り
ら
れ
て
い
く
。
ま
た
、
読
み
聞
か
せ
の
際
に
そ

の
続
編
や
関
連
す
る
本
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
次
の
読
書
へ
と
つ
な
げ
る
よ
う
に
し

て
い
る
。

　

読
み
聞
か
せ
ス
ペ
ー
ス
は
、
今
で
は
休
み
時
間
に
な
る
と
、
友
達
と
一
緒
に
絵
本

明
る
く
楽
し
い
学
校
図
書
館
を
目
ざ
し
て

筑
波
大
学
附
属
小
学
校

学
校
司
書
　
　
　
　
　
　
栗く

り

原は
ら 

浩ひ
ろ

美み
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を
読
ん
だ
り
、
思
い
思
い
の
か
っ
こ
う
で
読
書
を
し
た
り
と
、
子
ど
も
た
ち
に
大
人

気
の
場
所
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
レ
イ
ア
ウ
ト
変
更
す
る
際
に
、
易
し
い
読
み
物
の
書
架
を
作
っ
た
。
こ
れ

ま
で
低
学
年
向
き
の
読
み
物
も
９
類
の
書
架
に
一
緒
に
並
べ
て
い
た
が
、
子
ど
も
た

ち
が
本
を
選
ん
で
い
る
様
子
を
見
る
と
、
自
分
に
合
っ
た
本
を
選
べ
な
い
子
ど
も
が

見
受
け
ら
れ
た
。
難
し
す
ぎ
る
本
を
選
ん
だ
た
め
に
途
中
で
嫌
に
な
っ
て
し
ま
い
、

結
局
は
気
軽
に
読
め
そ
う
な
本
し
か
手
に
取
ら
な
く
な
る
と
い
っ
た
傾
向
も
う
か
が

え
た
。
そ
こ
で
、
絵
本
の
書
架
の
並
び
に
幼
年
童
話
を
集
め
た
書
架
を
作
り
、
低
学

年
の
子
ど
も
た
ち
が
、
絵
本
か
ら
読
み
物
へ
の
移
行
を
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
る
よ
う
に

し
た
。
書
架
を
設
置
し
て
み
る
と
、
思
い
の
ほ
か
三
年
生
の
利
用
も
多
く
、
お
も
し

ろ
い
本
が
見
つ
け
ら
れ
る
と
好
評
だ
っ
た
。
三
年
生
も
幼
年
童
話
を
楽
し
ん
だ
あ
と
、

徐
々
に
長
い
物
語
へ
と
移
行
し
て
い
っ
て
い
る
。

児
童
と
協
力
し
た
図
書
館
づ
く
り

　

書
架
を
低
く
し
た
結
果
、
書
架
の
上
に
ス
ペ
ー
ス
が
で
き
た
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に

お
す
す
め
の
本
を
展
示
す
る
こ
と
と
し
た
。
多
数
の
本
が
あ
っ
て
も
、
た
だ
書
架
に

並
べ
て
い
る
だ
け
で
は
、
子
ど
も
た
ち
は
な
か
な
か
手
に
取
ら
な
い
。
よ
い
本
を
子

ど
も
た
ち
に
手
渡
し
、
読
書
の
幅
を
広
げ
る
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
は
た
ら
き
か

け
が
必
要
で
あ
り
、
本
の
展
示
も
そ
の
一
つ
の
手
法
で
あ
る
。

　

書
架
の
レ
イ
ア
ウ
ト
変
更
の
際
、
大
き
な
力
と
な
っ
た
の
は
子
ど
も
た
ち
で
あ
っ

た
。
本
を
運
ん
だ
り
、
書
架
を
移
動
し
た
り
す
る
作
業
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
の
が
図

書
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
委
員
会
）
で
あ
る
。
今
回
、
本
を
展
示
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の

展
示
台
を
作
成
し
て
く
れ
た
の
も
子
ど
も
た
ち
で
あ
っ
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の

時
間
に
図
画
工
作
科
の
教
員
の
指
導
の
下
、
作
成
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

　

展
示
台
に
本
を
並
べ
る
こ
と
で
、
図
書
館
に
入
っ
て
く
る
と
同
時
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
本
の
表
紙
が
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
よ
う
に
な
り
、
児
童
の
注
目
を
集
め
る
こ
と

と
な
っ
た
。
展
示
台
に
は
、
よ
い
本
だ
が
地
味
で
な
か
な
か
手
に
取
ら
れ
な
い
本
や
、

ぜ
ひ
読
ん
で
ほ
し
い
本
を
置
く
よ
う
に
し
て
い
る
。
本
を
展
示
す
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
、そ
れ
ら
の
本
も
借
り
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。ま
た
、教
員
や
子
ど
も
た
ち
に
、

簡
単
な
紹
介
文
を
添
え
て
自
分
の
お
す
す
め
の
本
を
展
示
し
て
も
ら
う
と
い
う
取
り

組
み
も
し
て
い
る
。
や
は
り
、
教
員
や
友
達
の
紹
介
す
る
本
に
は
興
味
を
ひ
か
れ
る

よ
う
で
、
展
示
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
そ
の
本
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
た
学
級
も
あ
っ
た
。

　

展
示
台
以
外
に
、
書
架
の
案
内
表
示
板
も
子
ど
も
た
ち
の
手
作
り
で
あ
る
。
こ
れ

は
五
年
生
が
図
画
工
作
科
の
授
業
の
中
で
作
成
し
て
く
れ
た
。
色
画
用
紙
を
切
り
抜

き
、
台
紙
に
貼
り
付
け
、
ラ
ミ
ネ
ー
ト
加
工
し
た
も
の
で
あ
る
。
分
類
ご
と
の
内
容

が
上
手
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
、
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
子
ど
も
た
ち
は

こ
の
表
示
板
を
手
が
か
り
に
、
目
的
の
本
を
探
し
て
い
る
。

　

以
前
は
市
販
の
表
示
板
を
使
っ

て
い
た
が
、
手
作
り
の
ぬ
く
も
り

の
あ
る
表
示
板
と
な
り
、
図
書
館

が
い
っ
そ
う
心
地
よ
い
空
間
と

な
っ
た
。
自
分
の
作
品
が
図
書
館

で
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
も
、

誇
ら
し
い
こ
と
の
よ
う
で
、
図
書

館
に
来
る
た
び
に
、
自
分
の
作
品

を
う
れ
し
そ
う
に
見
て
い
る
。

季
節
の
こ
と
ば
に
ふ
れ
る
図
書
館

　

子
ど
も
と
本
を
つ
な
ぐ
た
め
に
は
、
掲
示
物
な
ど
も
大
切
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
単

な
る
飾
り
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
へ
と
興
味
を
広
げ
、
本

へ
い
ざ
な
う
も
の
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

図
書
館
の
入
り
口
に
は
、
こ
と
ば
に
出
会
う
場
所
と
し
て
、
毎
月
、
季
節
の
詩
や

短
歌
・
俳
句
を
掲
示
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
掲
示
物
の
前
で
立
ち
止
ま
っ
て
、

詩
歌
を
口
ず
さ
ん
だ
り
、
暗
唱
し
た
り
し
て
い
る
。
季
節
の
こ
と
ば
に
ふ
れ
、
そ
の

リ
ズ
ム
や
響
き
を
楽
し
む
中
で
、
日
本
語
の
味
わ
い
に
気
づ
か
せ
た
い
。
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ま
た
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
肌

で
感
じ
ら
れ
る
よ
う
、
植
物
な
ど
の

実
物
を
展
示
す
る
こ
と
も
心
が
け
て

い
る
。
例
え
ば
、
春
に
は
、
一
メ
ー

ト
ル
近
く
あ
る
大
き
な
た
け
の
こ
を

飾
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
持
ち
上

げ
て
そ
の
重
さ
に
驚
い
た
り
、
触
っ

て
細
か
な
毛
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し

た
り
、
香
り
を
楽
し
ん
だ
り
し
て
い

た
。
そ
の
後
、
皆
で
「
た
け
の
こ　

ぐ
ん
！
」（『
武
鹿
悦
子
詩
集　

た
け
の

こ　

ぐ
ん
！
』
武
鹿
悦
子
著
、
岩
崎

書
店
）
の
詩
を
読
ん
だ
り
、『
ふ
し
ぎ

な
た
け
の
こ
』（
松
野
正
子
作
、
瀬
川

康
男
絵
、
福
音
館
書
店
）
の
読
み
聞
か

せ
を
し
た
り
し
た
。

　

秋
に
は
、
子
ど
も
が
拾
っ
て
き
た
松
ぼ
っ
く
り
を
牛
乳
瓶
に
入
れ
て
展
示
し
た
。

こ
れ
は
、
松
ぼ
っ
く
り
が
水
に
濡
れ
る
と
閉
じ
、
乾
く
と
開
く
と
い
う
性
質
を
使
っ

た
も
の
で
、
科
学
遊
び
と
し
て
本
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
瓶
と
一
緒
に

松
ぼ
っ
く
り
の
本
を
数
冊
展
示
し
、「
ど
う
や
っ
て
入
れ
た
の
か
な
？　

本
を
読
む
と

わ
か
り
ま
す
。」
と
書
い
て
並
べ
て
お
い
た
。

　

季
節
以
外
の
テ
ー
マ
展
示
も
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
名
探
偵
」
や
「
冒
険
」
な

ど
の
よ
う
に
テ
ー
マ
を
決
め
、
低
学
年
向
き
か
ら
高
学
年
向
き
の
本
ま
で
複
数
の
本

を
展
示
し
て
い
る
。テ
ー
マ
は
行
事
や
最
近
の
話
題
か
ら
も
選
ぶ
が
、授
業
と
連
携
し
、

学
習
内
容
に
関
係
す
る
本
の
展
示
も
行
っ
て
い
る
。

本
の
お
楽
し
み
袋

　

図
書
館
で
は
、
読
書
週
間
な
ど
の
際
に
イ
ベ
ン
ト
を
行
う
こ
と
も
あ
る
。
以
前
行
っ

た
イ
ベ
ン
ト
で
好
評
だ
っ
た
の
が
「
本
の
お
楽
し
み
袋
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
を

梱こ
ん

包ぽ
う

し
て
見
え
な
く
し
、
そ
の
表
面
に
中
身
の
本
に
関
す
る
簡
単
な
コ
メ
ン
ト
だ
け

を
書
い
て
お
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
コ
メ
ン
ト
だ
け
を
頼
り
に
本
を
選
び
、
中
身

が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
借
り
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
公
共
図
書
館
で
行
わ
れ
て
い
た
の

を
目
に
し
、
お
も
し
ろ
い
取
り
組
み
だ
と
思
い
、
本
校
で
も
読
書
週
間
の
活
動
と
し

て
実
施
し
て
み
た
。

　

お
楽
し
み
袋
作
り
は
、
図
書
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
と
し
て
行
っ
た
。
袋
に
入
れ

る
本
は
、
自
分
が
今
ま
で
読
ん
だ
本
の
中
か
ら
お
す
す
め
し
た
い
も
の
を
選
ぶ
こ
と

に
し
た
。
本
が
入
る
サ
イ
ズ
の
使
い
古
し
の
封
筒
を
用
意
し
、
そ
れ
に
紙
を
貼
っ
て

コ
メ
ン
ト
を
書
く
よ
う
に
し
た
。
紙
に
は
、
お
お
よ
そ
の
対
象
学
年
を
書
く
欄
と
、

ど
ん
な
人
向
け
の
本
か
、
そ
し
て
本
を
紹
介
す
る
コ
メ
ン
ト
を
書
く
欄
を
作
っ
た
。

な
お
、「
ど
ん
な
人
向
け
」
の
欄
は
子
ど
も
た
ち
の
ア
イ
デ
ア
で
、「
友
達
を
ぎ
ゃ
ふ

ん
と
言
わ
せ
た
い
人
向
け
」「
探
偵
に
な
り
た
い
人
向
け
」
な
ど
ユ
ニ
ー
ク
な
言
葉
が

書
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
袋
に
入
れ
た
ま
ま
貸
し
出
し
で
き
る
よ
う
、
袋
の
外
側
に

本
の
バ
ー
コ
ー
ド
の
番
号
を
あ
ら
か
じ
め
記
入
し
て
お
い
た
。

　

図
書
館
の
一
角
に
並
べ
た
と
こ
ろ
、
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
て

興
味
深
そ
う
に
、袋
を
選
ん
で
い
た
。カ
ウ
ン
タ
ー
で
貸
し
出
し
の
手
続
き
を
し
た
ら
、

そ
の
場
で
開
封
。
中
身
を
見
て
、
喜
ん
だ
り
、
読
め
る
か
ど
う
か
心
配
し
た
り
し
な

が
ら
借
り
て
い
っ
た
。
返
却
時
に
感
想
を
聞
い
て
み
た
と
こ
ろ
、「
自
分
か
ら
は
借
り

な
い
本
だ
っ
た
。」「
続
き
を
読
ん
で
み
た
い
。」
な
ど
、
普
段
の
読
書
傾
向
と
は
異
な

る
本
を
読
む
機
会
と
な
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
、
子
ど
も
た
ち
に
新
た
な
本
と
の
出

会
い
を
提
供
す
る
点
で
有
意
義
だ
っ
た
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
っ
た
結
果
、
よ
り
多
く
の
子
ど
も

た
ち
が
図
書
館
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
す
ま
す
図
書
館
が
活
気
づ
い
た
。
子
ど

も
た
ち
の
興
味
も
広
が
り
、
読
書
の
幅
も
広
が
っ
て
き
て
い
る
。
今
後
も
新
た
な
取

り
組
み
を
実
施
し
、
子
ど
も
た
ち
の
読
書
活
動
を
支
援
し
て
い
き
た
い
。



8

判
断
で
し
か
け
る
授
業
と
は

　

判
断
で
し
か
け
る
授
業
と
は
、
判
断
を
促
す
発
問

を
き
っ
か
け
と
し
た
授
業
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
判

断
を
促
す
発
問
は
、
一
問
一
答
式
の
そ
れ
と
は
違
う
。

教
材
文
全
体
を
広
く
捉
え
て
考
え
さ
せ
る
大
き
な
発

問
で
あ
り
、
児
童
の
思
考
を
揺
さ
ぶ
る
発
問
で
あ
る
。

児
童
は
、
こ
の
発
問
を
き
っ
か
け
に
、
自
ら
の
内
に

課
題
を
も
ち
、
判
断
す
る
た
め
の
根
拠
を
求
め
て
自

然
と
教
材
文
に
向
か
い
、
思
考
を
始
め
る
。

　

自
分
の
考
え
や
立
場
が
は
っ
き
り
と
決
ま
り
、
根

拠
を
明
確
に
も
つ
こ
と
で
、
児
童
は
、
意
欲
的
に
自

分
の
考
え
を
書
い
て
ま
と
め
た
り
、
相
手
に
伝
え
よ

う
と
し
た
り
す
る
。
全
員
参
加
型
の
授
業
が
こ
こ
に

実
現
す
る
。
児
童
の
主
体
的
な
思
考
活
動
・
表
現
活

動
が
、
意
見
交
流
の
活
性
化
に
つ
な
が
り
、
自
分
の

考
え
を
よ
り
確
か
に
し
た
り
、
広
げ
た
り
、
深
め
た

り
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。「
判

断
し
て
、
楽
し
く
考
え
、
表
現
す
る
授
業
」
と
な
る
。

児
童
の
思
考
を
揺
さ
ぶ
る

「
判
断
を
促
す
発
問
」

　

本
校
の
こ
れ
ま
で
の
校
内
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ

た
、
判
断
を
促
す
発
問
の
主
な
形
式
を
紹
介
す
る
。

・
二
者
択
一
で
、
ど
ち
ら
か
考
え
る
。

・�

複
数
の
事
例
の
中
か
ら
い
ち
ば
ん
○
○
な
も
の
を

選
ん
で
考
え
る
。

・
事
例
を
ラ
ン
ク
づ
け
し
て
考
え
る
。

・
見
え
る
色
や
聞
こ
え
る
音
を
考
え
る
。

・
〇
〇
メ
ー
タ
ー
な
ど
、
数
値
化
し
て
考
え
る
。

・�

題
名
、
段
落
、
文
章
表
現
、
資
料
等
を
適
切
に
、

置
き
か
え
る
、
書
き
か
え
る
、
並
べ
か
え
る
、
あ

て
は
め
る
。

・�

筆
者
の
考
え
に
納
得
す
る
か
／
し
な
い
か
、
賛
成

か
／
反
対
か
、
共
感
で
き
る
か
／
で
き
な
い
か
、

を
考
え
る
。

判断でしかける
授業づくり
─児童の思考を揺さぶる発問の工夫─

実 践
レポート

東京都調布市立
富士見台小学校
教諭

田
た

中
な か

 里
り

香
か

判断力

判断を促す発問

思考の必然性・
学習意欲の高まり

表現力思考力

自分の考えや立場
をはっきり決める。

・�根拠をもとに自分
の考えをまとめる。
（書く）
・�相手にわかりやす
く伝える。（話す）

・�教材文から根拠を
見つけて考える。

・�考えを吟味したり，
広げたり，深めた
りする。

活性化
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実践レポート　「判断でしかける授業づくり」

判
断
を
促
す
発
問
の
設
定

　

単
元
計
画
の
中
で
、
毎
時
間
、
判
断
を
促
す
発
問

を
設
定
し
て
、
授
業
を
展
開
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
授
業
で
児
童
に
身
に
つ
け
さ
せ
た
い

力
、
指
導
事
項
、
教
材
の
特
性
を
明
ら
か
に
し
て
、

児
童
の
発
達
段
階
や
実
態
に
合
っ
た
適
切
な
判
断
を

促
す
発
問
で
し
か
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

発
問
に
よ
っ
て
、
児
童
が
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
文

章
解
釈
し
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で

き
る
か
を
想
定
し
な
が
ら
、
発
問
づ
く
り
や
単
元
計

画
を
練
っ
て
い
け
る
と
よ
い
。

授
業
の
実
際

単
元
名　

わ
か
っ
た
こ
と
を
説
明
し
よ
う

教
材
名　
『
花
を
見
つ
け
る
手
が
か
り
』

　
　
　
　

吉
原�

順
平
（
四
年
上
巻
）

教
材
の
特
性

○
身
近
な
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
が
題
材
で
あ
る
。

○�

も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
が
、
何
を
手
が
か
り
に
花
を
見

つ
け
て
い
る
の
か
を
解
説
し
た
、
尾
括
型
の
説
明

的
な
文
章
で
あ
る
。
事
例
を
詳
し
く
説
明
し
、
最

後
に
筆
者
の
主
張
が
一
般
化
を
図
る
か
た
ち
で
、

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

○�

手
が
か
り
は
、
花
の
色
か
、
形
か
、
そ
れ
と
も
、

に
お
い
か
、
と
読
者
に
問
い
か
け
、
実
験
・
観
察

→
結
果
→
結
論
と
い
う
す
じ
み
ち
を
た
ど
り
な
が

ら
消
去
法
的
に
し
ぼ
り
こ
み
、
疑
問
を
解
明
し
て

い
く
筆
者
の
思
考
過
程
を
、
読
者
も
興
味
を
も
っ

て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

単
元
の
目
標
（
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
）

○�

疑
問
や
、
実
験
の
目
的
を
受
け
て
、
事
実
と
意
見

と
の
関
係
、
実
験
と
実
験
と
の
関
係
を
考
え
な
が

ら
読
む
。【
Ｃ
⑴
イ
】

○�

目
的
に
応
じ
て
読
み
、
文
章
を
引
用
し
た
り
要
約

し
た
り
し
て
、
わ
か
っ
た
こ
と
や
考
え
を
ま
と
め

る
。【
Ｃ
⑴
エ
】

　

■ 

課
題
解
決
的
な
活
動
の
設
定

　

教
材
の
特
性
と
児
童
に
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
か

ら
、
本
単
元
に
お
け
る
活
動
と
し
て
、「
わ
か
っ
た

こ
と
を
説
明
」
す
る
こ
と
を
位
置
づ
け
た
。
教
材
文

の
実
験
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
、
他
の
事
例
に

あ
て
は
め
て
考
え
、
相
手
に
説
明
す
る
と
い
う
課
題

解
決
的
な
活
動
で
あ
る
。
説
明
す
る
場
は
、
二
段
階

で
設
定
し
た
。

　

一
つ
め
は
、
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
が
、
何
を
手
が
か

り
に
し
て
花
を
見
つ
け
て
い
る
か
を
三
年
生
に
説
明

す
る
活
動
で
あ
る
。
教
材
文
を
読
み
、
実
験
で
明
ら

か
に
な
っ
た
こ
と
を
た
だ
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、

三
年
生
に
、
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
が
集
ま
る
ラ
ン
キ
ン

グ
を
ク
イ
ズ
形
式
で
問
い
、
正
解
を
説
明
す
る
と
い

う
場
を
設
定
し
た
。
相
手
に
納
得
し
て
も
ら
え
る
よ

う
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
よ
う
と
、
す
す
ん
で
課

題
に
向
か
う
児
童
の
姿
が
見
ら
れ
た
。

　

二
つ
め
は
、
教
材
文
に
あ
る
四
枚
の
花
の
写
真
の

中
で
、
い
ち
ば
ん
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
が
集
ま
る
花
は

ど
れ
か
に
つ
い
て
、
家
族
に
説
明
す
る
活
動
で
あ

る
。

　

具
体
的
な
活
動
の
場
が
あ
る
こ
と
で
、
児
童
は
、

目
的
と
相
手
意
識
を
も
っ
て
、
意
欲
的
に
教
材
文
を

読
み
返
し
た
。
ま
た
、
説
明
の
仕
方
を
工
夫
し
、
教

材
文
を
引
用
し
た
り
要
約
し
た
り
し
な
が
ら
、
内
容

を
整
理
・
再
構
成
し
て
、
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

学
習
計
画
（
全
7
時
間
）

一
次

１
時

単
元
名
を
読
み
、
学
習
の
見
通
し
を

も
つ
。

二
次

２
時

３
時

４
時

５
時

内
容
の
大
体
を
読
み
取
る
。

教
材
文
を
読
み
、
始
め
・
中
・
終
わ
り

の
三
部
構
成
を
考
え
、
要
約
し
て
整
理

す
る
。

三
つ
の
実
験
を
読
み
、「
目
的
・
方
法
・

結
果
・
結
論
」
を
要
約
し
て
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
に
ま
と
め
る
。

筆
者
の
説
明
の
仕
方
や
考
え
に
対
す
る

自
分
の
考
え
を
ま
と
め
、
交
流
す
る
。
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■ 

判
断
を
促
す
発
問
の
工
夫

一
次　

第
１
時

発
問
「�

こ
の
説
明
文
で
、
問
い
の
文
は
、
ど
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
ま
す
か
。
問
い
の

文
を
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。」

　

教
材
文
の
全
文
読
み
を
す
る
前
に
、
ま
ず
、
題
名

を
板
書
し
、
第
一
段
落
の
一
文
め
の
み
を
読
み
聞
か

せ
た
。
こ
れ
ま
で
の
学
習
で
、
児
童
は
、
説
明
文
に
は

話
題
提
示
、
問
い
と
答
え
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
こ
の
発
問
で
し
か
け
た
。

　

問
い
の
文
を
推
論
し
て
考
え
る
こ
と
で
、
読
み
の

課
題
を
児
童
自
身
が
自
ら
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
ま

た
、
教
材
文
か
ら
問
い
の
文
を
探
し
、
自
分
の
作
っ

た
文
と
比
較
し
た
こ
と
で
、
読
者
に
興
味
を
も
た
せ

る
筆
者
の
書
き
ぶ
り
に
つ
い
て
も
気
づ
く
こ
と
が
で

き
た
。　
　

　

こ
れ
は
、
三
次
で
児
童
が
相
手
に
説
明
す
る
際
に
、

相
手
を
意
識
し
た
表
現
に
生
か
す
こ
と
に
つ
な
が
っ

た
。

二
次　

第
5
時

発
問
「�

筆
者
の
考
え
に
、
あ
な
た
は
、
納
得
で
き
ま

し
た
か
。
そ
れ
と
も
、
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

か
。
そ
の
理
由
と
、
筆
者
に
言
い
た
い
こ
と

を
入
れ
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
ま
し
ょ

う
。」

　

児
童
は
、
納
得
で
き
る
か
、
で
き
な
い
か
と
判
断

を
促
さ
れ
、
ま
ず
、
筆
者
の
考
え
は
、
ど
こ
に
、
ど

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
、
教
材
文
で
確
か
め
る

読
み
を
始
め
た
。
そ
し
て
、
判
断
す
る
た
め
の
根
拠

や
理
由
を
求
め
、
黙
々
と
教
材
文
を
再
び
読
ん
だ

り
、
全
文
掲
示
や
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
振
り
返
っ
た
り

し
て
考
え
、
全
員
が
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で

き
た
。

　

多
く
の
児
童
が
、
筆
者
の
考
え
に
納
得
で
き
る
と

判
断
し
な
が
ら
も
、
交
流
活
動
で
は
、
筆
者
に
き
き

た
い
こ
と
が
あ
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
た
。

例
え
ば
、
具
体
的
に
ど
ん
な
花
で
実
験
し
た
の
か
、

「
あ
ま
り
…
…
の
よ
う
で
す
。」「
…
…
ら
し
い
」
と
推

測
の
表
現
が
多
い
が
確
定
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
ナ

ン
バ
リ
ン
グ
で
多
く
集
ま
っ
た
色
順
に
説
明
し
た
ほ

う
が
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
、
第
十
四
段
落

と
第
十
五
段
落
の
間
が
一
行
空
い
て
い
る
の
は
な
ぜ

か
な
ど
で
あ
る
。
文
章
構
成
を
再
度
見
直
し
、
教
材

文
を
客
観
的
に
読
ん
で
考
え
る
一
時
間
に
な
っ
た
。

三
次　

第
6
時

発
問
①
「�

紫
の
花
・
紫
の
造
花
・
紫
の
色
紙
が
あ
り

ま
す
。
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
が
た
く
さ
ん
集

ま
る
順
に
ラ
ン
ク
づ
け
を
し
て
み
ま
し
ょ

う
。」

発
問
②
「�

正
し
い
ラ
ン
キ
ン
グ
を
三
年
生
が
納
得
す

る
よ
う
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。」

三
次

６
時

実
験
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
も
と

に
考
え
、
三
年
生
に
説
明
す
る
。

７
時

実
験
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
も
と

に
考
え
、
家
族
に
説
明
す
る
。

交流後，3部構成の「おわり」
にあった第15段落の「筆者の
考え」は，第1～14段落の上に
移動したほうがよい，となった。
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実践レポート　「判断でしかける授業づくり」

　

ま
ず
、
児
童
に
、
実
験
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と

を
も
と
に
判
断
す
る
発
問
①
を
し
か
け
た
と
こ
ろ
、

児
童
の
三
分
の
二
が
全
部
一
位
と
し
、
三
分
の
一
が

一
位
は
紫
の
花
、
二
位
は
紫
の
造
花
、
三
位
は
紫
の

色
紙
と
ラ
ン
ク
づ
け
を
し
た
。

板
書
計
画

　

こ
の
発
問
①
は
、
児
童
の
思
考
を
大
き
く
揺
さ

ぶ
っ
た
。
全
部
一
位
と
正
し
く
ラ
ン
ク
づ
け
し
た
児

童
の
約
半
分
は
、
判
断
に
迷
い
、
教
材
文
や
全
文
掲

示
を
読
み
返
し
て
、
当
初
の
答
え
か
ら
訂
正
し
た
あ

と
の
判
断
で
あ
る
。
全
体
交
流
で
、
色
だ
け
が
手
が

か
り
と
い
う
判
断
の
根
拠
を
再
確
認
し
た
。

　

そ
の
後
、
ま
ち
が
っ
た
ラ
ン
ク
づ
け
を
し
た
三
年

生
を
相
手
に
、
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
が
集
ま
る
正
し
い

ラ
ン
キ
ン
グ
に
つ
い
て
、
説
明
す
る
内
容
を
発
問
②

で
考
え
さ
せ
た
。
二
人
組
み
の
交
流
で
は
、
説
明
を

し
合
い
、
互
い
に
納
得
の
度
合
い
を
伝
え
、
よ
り
「
な

る
ほ
ど
」
と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
書
き
か
え
る

活
動
に
つ
な
げ
た
。

三
次　

第
７
時

発
問
①
「�

四
枚
の
花
の
写
真
の
中
で
、も
ん
し
ろ
ち
ょ

う
が
い
ち
ば
ん
集
ま
る
花
は
ど
れ
で
し
ょ

う
か
。」

発
問
②
「�
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
が
、
い
ち
ば
ん
集
ま
る

花
に
つ
い
て
、
家
族
が
納
得
す
る
よ
う
に

説
明
し
ま
し
ょ
う
。」

　

前
時
の
よ
う
に
、
ま
ず
発
問
①
で
、
教
科
書
に
あ

る
四
枚
の
写
真
の
中
で
、
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
が
い
ち

ば
ん
集
ま
る
花
を
児
童
に
考
え
さ
せ
た
。
次
に
、
発

問
②
で
、
家
族
に
同
様
の
問
い
か
け
を
し
て
、
正
解

を
説
明
す
る
活
動
を
確
認
し
、
説
明
の
内
容
を
ま
と

め
さ
せ
た
。
実
験
で
明
ら
か
に
な
っ
た
、
花
を
見
つ

け
る
手
が
か
り
が
色
で
あ
り
、
よ
く
集
ま
る
色
が
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
を
加
え
て
伝
え
る
こ
と
と

な
っ
た
。
家
族
と
の
対
話
を
楽
し
み
な
が
ら
自
信
を

も
っ
て
説
明
で
き
た
様
子
が
、
家
族
か
ら
の
コ
メ
ン

ト
で
う
か
が
え
た
。

　

■ 

実
践
で
の
留
意
点

　

今
回
の
実
践
で
は
、
よ
り
必
然
性
を
も
た
せ
る
た

め
に
、
説
明
す
る
相
手
に
三
年
生
を
設
定
し
た
。
し

か
し
、
次
年
度
、
そ
の
三
年
生
が
こ
の
教
材
文
で
学

習
す
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
相
手
を
、
ま
ち
が
っ

た
ラ
ン
ク
づ
け
を
し
た
友
達
と
す
る
な
ど
、
説
明
す

る
相
手
を
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
か
と
考
え
る
。

展
望

　

判
断
で
し
か
け
る
授
業
は
、
児
童
の
思
考
力
・
判

断
力
・
表
現
力
を
と
も
に
伸
ば
す
授
業
で
あ
る
。
判

断
を
促
す
発
問
づ
く
り
と
合
わ
せ
て
、
課
題
解
決
的

な
活
動
の
工
夫
、
板
書
の
工
夫
、
交
流
活
動
の
充
実

と
い
う
視
点
か
ら
も
研
究
を
重
ね
て
い
き
た
い
。

　

特
に
、
交
流
活
動
に
お
い
て
は
、
ど
の
授
業
で
も
、

判
断
し
た
こ
と
を
必
ず
児
童
に
表
現
さ
せ
、
目
的
を

明
確
に
し
て
展
開
し
て
い
き
た
い
。
交
流
活
動
が
充

実
す
れ
ば
、
児
童
が
自
分
の
考
え
を
整
理
し
、
考
え

を
深
め
た
り
、
広
げ
た
り
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考

え
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
児
童
の
思
考
を
揺
さ
ぶ
る

魅
力
的
な
発
問
や
学
習
課
題
が
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

わ
か
っ
た
こ
と
を
説
明
し
よ
う

「
花
を
見
つ
け
る
手
が
か
り
」
6

め
あ
て

　
　
　
実
験
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
も
と
に
「
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
が
集
ま
る

　
　
ラ
ン
キ
ン
グ
」
を
考
え
、
説
明
し
よ
う
。

①
「
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
が
集
ま
る
ラ
ン
キ
ン
グ
」
　
根
き
ょ

②
三
年
生
に
説
明
す
る
こ
と
を
ま
と
め
る

　
・
正
し
い
ラ
ン
キ
ン
グ

　
・
そ
の
根
き
ょ

③
交
流
活
動

　
・
根
き
ょ
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
か
。

　
・
わ
か
り
や
す
い
か
。

④
説
明
内
容
を
見
直
す

⑤
ま
と
め
・
ふ
り
返
り

　
・
相
手
の
か
く
に
ん

　
・
本
文
の
実
験
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
が
根
き
ょ

・
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
は
、
色
を

　
手
が
か
り
に
し
て
花
を
見
つ
け

　
て
い
る
か
ら
。

・
む
ら
さ
き
が
い
ち
ば
ん
よ
く
見
え
る

　
色
だ
か
ら
。

・
日
高
先
生
の
実
験
で
、
に
お
い

　
や
形
は
関
係
な
い
と
わ
か
っ
て

　
い
る
か
ら
。

（
　
　
　
　
）
む
ら
さ
き
の
花

（
　
　
　
　
）
む
ら
さ
き
の
造
花

（
　
　
　
　
）
む
ら
さ
き
の
色
紙
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先
生
の
字
か
」
と
嘆
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

❖
質
問
２
❖　

�

母
校
で
ご
指
導
を
始
め
ら
れ
た�

き
っ
か
け
に
つ
い
て

　

退
職
が
近
づ
い
た
頃
、
母
校
の
体
育
館
へ
「
躍
動
」
と
い
う
二
字
の
額
を
書
く
こ

と
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
母
校
の
子
ど
も
は
可
愛
い
、
こ
の
子
ら
に

自
分
と
同
じ
苦
し
み
を
さ
せ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
、
毎
年
母
校
の
書
き
初
め
指
導
、

指
導
と
い
う
よ
り
、
子
ど
も
に
元
気
を
、
一
生
懸
命
に
や
れ
ば
誰
で
も
上
手
に
な
れ

る
ん
だ
と
い
う
思
い
を
育
て
た
い
と
思
い
願
い
な
が
ら
、
二
十
数
年
お
手
伝
い
さ
せ

て
も
ら
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
の
母
校
、
古
里
へ
の
恩
返
し
を
す

る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。

❖
質
問
３
❖　

書
き
初
め
指
導
の
極
意
に
つ
い
て

　

書
き
初
め
は
、
古
く
か
ら
正
月
二
日
に
、
正
月
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
、
吉
方
に

向
か
っ
て
座
っ
て
書
き
、
神
棚
に
飾
る
風
習
か
ら
き
て
い
る
。
書
に
と
っ
て
は
歴
史

あ
る
伝
統
文
化
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
指
導
に
あ
た
り
理
解
さ
せ
、
教
科
書
教
材
と

し
て
課
題
を
書
か
せ
る
な
ら
ば
、
小
五
の
例
で
は
、「
平
和
な
国
」
を
書
く
場
合
、
言

　
新
し
い
教
育
課
程
に
お
い
て
、
学
校
教
育

に
地
域
の
教
育
力
を
生
か
す
こ
と
の
大
切
さ

が
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
母
校
で
書
き
初
め
の

ご
指
導
を
続
け
て
お
ら
れ
、
千
葉
県
書
道
協

会
顧
問
の
岩
波
白
鵬
先
生
。
そ
の
活
動
の
源

泉
と
な
る
も
の
や
、
次
世
代
に
伝
え
て
い
き

た
い
毛
筆
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
伺
い
ま

し
た
。

❖
質
問
１
❖　

書
の
道
を
歩
ま
れ
た
き
っ
か
け
に
つ
い
て

　

私
が
書
の
道
を
歩
ん
だ
き
っ
か
け
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
師
範
学
校
へ
入
っ
て
、

卒
業
後
、
教
壇
に
立
つ
こ
と
を
考
え
た
時
、
勉
強
の
中
で
も
っ
と
も
不
得
意
だ
っ
た

の
が
書
道
で
し
た
。
当
時
の
ノ
ー
ト
を
見
る
と
、
ひ
じ
き
を
こ
ぼ
し
た
よ
う
な
大
学

ノ
ー
ト
。
こ
ん
な
苦
し
み
の
中
か
ら
、
寮
生
活
の
先
輩
か
ら
は
字
を
習
う
こ
と
を
す

す
め
ら
れ
、
九
成
宮
の
臨
書
が
出
発
だ
っ
た
。
卒
業
後
、
教
壇
生
活
を
ス
タ
ー
ト
さ

せ
て
も
、
出
席
簿
の
氏
名
、
日
案
の
字
、
板
書
を
見
た
当
時
の
校
長
は
、「
こ
れ
で
も

地
域
の
教
育
力
を
学
校
に
生
か
す

─ 

歩
ん
だ
道
か
ら 

─
千
葉
県
書
道
協
会
顧
問

岩い
わ

　
波な

み

　
白は

く

　
鵬ほ

う  

先
生
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地域の教育力を学校に生かす─歩んだ道から─

葉
の
意
味
を
し
っ
か
り
と
理
解
さ
せ
、
そ
の
う
え
で
、
め
あ
て
、
紙
面
へ
の
配
字
、

筆
順
を
丹
念
に
指
導
す
る
。限
ら
れ
た
時
数
で
は“
書
い
た
”と
い
う
く
ら
い
で
終
わ
っ

て
し
ま
う
の
で
、
冬
休
み
の
宿
題
と
し
て
、
予
習
す
る
こ
と
を
す
す
め
た
い
。
金
・

銀
の
貼
り
紙
も
励
み
に
な
る
が
、
そ
れ
よ
り
、
指
導
者
が
一
言
感
想
を
書
い
て
作
品

に
貼
っ
て
あ
げ
る
方
が
よ
り
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
励
み
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

❖
質
問
４
❖　

現
代
を
と
り
ま
く
文
字
環
境
に
つ
い
て

　

今
の
子
ど
も
た
ち
は
昔
と
違
っ
て
、
Ｔ
Ｖ
、
広
告
な
ど
で
多
様
な
文
字
を
見
て
、

紙
面
の
配
字
、構
成
等
、自
然
に
学
び
、昔
と
異
な
っ
て
感
覚
的
に
優
れ
て
き
て
い
る
。

旅
先
で
、
高
校
生
の
ア
ル
バ
イ
ト
が
書
い
た
メ
ニ
ュ
ー
表
を
見
た
時
、
見
や
す
い
感

性
で
、
色
彩
を
工
夫
し
、
大
人
よ
り
上
手
で
驚
い
た
。
社
会
の
環
境
変
化
が
子
ど
も

の
目
を
育
て
て
い
る
の
か
と
感
じ
た
。

❖
質
問
５
❖　

�

毛
筆
指
導
を
と
お
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に�

育
み
た
い
力
や
、
こ
れ
か
ら
の
先
生
方
に�

伝
え
た
い
こ
と

　

一
言
、
誰
で
も
練
習
す
れ
ば
上
手
に
な
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
こ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と
、
心
に
刻

ん
で
や
っ
て
ほ
し
い
。
書
写
ば
か
り
で
な
く
、
ス
ポ
ー
ツ
で
も
、
他
の
勉
強
で
も
共

通
す
る
こ
と
だ
。あ
と
は
教
師
の
指
導
の
心
構
え
に
待
つ
ば
か
り
。教
師
自
身
が
、「
努

力
の
大
切
さ
」
を
生
涯
持
ち
続
け
る
こ
と
、
体
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
や
っ
て
で
き

な
い
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
し
っ
か
り
と
心
と
体
に
刻
ん
で
ほ
し
い
。
現
場

の
先
生
が
毎
日
の
板
書
、
掲
示
物
、
子
ど
も
の
ノ
ー
ト
に
、
し
っ
か
り
と
し
た
文
字

を
書
く
力
、
書
く
姿
勢
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、
そ
の
姿
勢
が
教
師
た
ち
を
変
え
、
ひ

い
て
は
、
子
ど
も
へ
の
指
導
の
変
化
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

母校での書き初め指導の様子。
体育館前面には「躍動」の額が
飾られている。

ポイントとなる部分を示しながら，
丁寧に指導する。
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増
え
る
教
育
用
漢
字  

─
都
道
府
県
名
の
書
き
方
─

早
稲
田
大
学
　
社
会
科
学
総
合
学
術
院
教
授

笹さ
さ

原は
ら

　
宏ひ

ろ

之ゆ
き

コラム
漢字

　

先
ご
ろ
、
中
央
教
育
審
議
会
の
専
門
部
会
は
、
学
習
指
導
要
領
を
改
訂
し
て
、
小
学

校
で
学
ぶ
漢
字
（
現
在
、
一
〇
〇
六
字
）
を
増
や
す
案
を
示
し
た
。
新
た
に
増
や
す
予

定
の
漢
字
は
、
府
県
名
に
使
わ
れ
る
二
十
字
で
、
六
年
前
に
改
定
さ
れ
た
「
常
用
漢
字
表
」

が
都
道
府
県
名
や
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
ま
で
は
含
め
よ
う
と
、
従
来
の
原
則
を
変
え
て

採
用
し
た
こ
と
を
受
け
た
も
の
だ
。
筆
者
は
委
員
と
し
て
、
愛
媛
の
「
媛
」
が
正
式
に

は
「
媛
」
と
決
め
ら
れ
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
た
が
、
人
名
用
漢
字
の
新
字
体
が
採
用

さ
れ
た
た
め
、
愛
媛
県
も
事
実
上
そ
の
字
体
に
定
ま
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
児
童
は
、日
本
一
多
い
名
字
で
あ
る「
佐
藤
」の「
佐
」を
始
め
と
し
て
、「
崎
」

「
井
」「
岡
」
な
ど
は
、
周
囲
の
名
字
か
ら
も
自
然
と
覚
え
て
き
た
。「
香
」「
梨
」「
滋
」
も

名
前
な
ど
で
身
に
つ
い
た
。「
奈
」も
、小
リ
ン
ゴ
の
意
味
と
知
ら
な
く
て
も
同
様
だ
っ
た
。

　

一
方
、
大
学
生
で
も
な
か
な
か
書
け
な
い
字
が
あ
る
。
都
内
で
は
、
大
阪
も
江
戸
時

代
ま
で
主
流
だ
っ
た
「
大
坂
」、
近
く
の
埼
玉
も
「
崎
玉
」
と
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

岐
阜
は
お
ぼ
ろ
げ
な
記
憶
か
ら
、
先
に
「
阜
」
ら
し
き
形
を
書
い
て
、
二
字
め
に
「
岐
」

と
書
き
誤
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
新
潟
も
「
新
湯
」
の
よ
う
に
な
る
。
ト
チ
ギ
を
書
か
せ

た
ら
隣
県
と
混
同
し
た
の
か
「
茨
城
」
と
書
く
者
さ
え
あ
っ
た
。
静
岡
、
岡
山
、
福
岡

と
各
地
で
よ
く
使
う
「
岡
」
な
ど
と
逆
に
、
特
定
の
県
名
に
し
か
出
て
こ
な
い
よ
う
な

字
は
方
言
漢
字
（
小
著
『
方
言
漢
字
』
角
川
書
店
）
と
称
し
て
も
過
言
で
は
な
い
。
栃

木
に
帰
る
こ
と
を
「
帰
栃
」、
辞
書
に
な
い
表
外
音
を
用
い
て
「
キ
レ
イ
」
と
読
む
の
は

他
県
民
に
は
困
難
だ
。

　

こ
の
「
栃
」
は
平
安
時
代
に
は
「
杤
」
と
書
か
れ
た
。
木
偏
に
十
（
と
）
掛
け
る
千
（
ち
）

だ
か
ら
旁
は「
万
」、つ
ま
り
掛
け
算
で
作
ら
れ
た
シ
ャ
レ
の
よ
う
な
国
字（
日
本
製
漢
字
）

と
さ
れ
る
。
地
名
学
の
吉よ

し

田だ

東と
う

伍ご

、
国
語
学
の
三み

つ

矢や

重し
げ

松ま
つ

や
中な

か

田だ

祝の
り

夫お

ほ
か
、
先
人
た

ち
が
そ
れ
ぞ
れ
検
証
し
、
明
治
維
新
後
に
「
杤
」
と
漢
字
「
櫔
」（
レ
イ
、
木
の
名
）
と

が
混
ざ
っ
て
で
き
た
字
と
結
論
づ
け
た
。
と
こ
ろ
が
江
戸
期
以
前
の
文
書
や
字
書
を
見

て
い
る
と
「
栃
」
の
形
も
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。
大
学
生
や
高
齢
者
に
も
「
杤

木
」「
析
木
」
な
ど
の
誤
記
が
少
な
く
な
い
。
地
名
や
姓
に
「
杤
尾
」
な
ど
元
の
字
が
あ

る
こ
と
も
混
乱
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
。

　

実
は
、
小
学
校
の
社
会
科
教
科
書
で
は
、
今
で
も
四
十
七
都
道
府
県
に
加
え
そ
れ
ら

の
県
庁
所
在
地
ま
で
漢
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
地
元
の
人
は
、
ま
ず
書
き
間
違
え
な

い
（
新
潟
県
民
が
「
潟
」
を
略
字
に
し
た
り
、
鹿
児
島
出
身
学
生
が
薩（
薩
）摩
を
書
け

な
か
っ
た
り
す
る
の
は
と
も
か
く
、「
鹿
」
の
中
央
部
を
亜
と
書
く
と
い
っ
た
例
も
あ
る

が
）。
し
か
し
、
隣
の
県
の
人
は
結
構
書
き
間
違
え
る
、
さ
ら
に
距
離
が
離
れ
て
い
く
に

つ
れ
て
誤
答
が
増
え
る
。
正
答
率
に
地
域
差
が
看
取
さ
れ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
方
言
漢

字
的
な
状
況
は
小
学
校
に
お
い
て
、
教
科
を
越
え
た
漢
字
教
育
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
、

今
後
薄
れ
て
平
準
化
に
向
か
う
だ
ろ
う
。

　

そ
の
際
に
「
栃
」「
茨
」
を
後
掲
の
「
新
た
に
加
わ
る
二
十
字
」
の
括
弧
書
き
の
よ
う

に
書
い
た
ら
×
と
い
う
誤
解
が
あ
る
と
い
け
な
い
の
で
、
二
月
に
文
化
庁
が
示
し
た
「
常

用
漢
字
表
の
字
体
・
字
形
に
関
す
る
指
針
」
を
ネ
ッ
ト
上
で
で
も
ご
一
読
願
い
た
い
。「
さ

い
た
ま
市
」
の
「
さ
」
は
下
部
を
つ
な
げ
て
書
か
な
い
と
×
と
い
う
、
地
元
自
治
体
も

決
め
て
い
な
い
錯
覚
（
小
著
『
日
本
の
漢
字
』
岩
波
新
書
）
さ
え
も
随
所
で
起
き
て
い
る
。

こ
と
ば
を
表
す
た
め
の
ツ
ー
ル
と
い
う
文
字
の
本
質
を
見
極
め
、
デ
ザ
イ
ン
の
レ
ベ
ル

は
問
題
と
し
な
い
指
導
と
評
価
が
望
ま
れ
る
。

一
九
六
五
年
東
京
生
ま
れ
。
博
士
（
文
学
）。
経
済
産
業
省
の
Ｊ
Ｉ
Ｓ
漢
字
、
法
務
省
の
人
名
用
漢
字
、
文
部
科

学
省
の
常
用
漢
字
、
N
H
K
の
放
送
用
語
な
ど
の
制
定
・
改
定
に
携
わ
る
。
著
書
に
『
訓
読
み
の
は
な
し
』（
角
川

書
店
）、『
国
字
の
位
相
と
展
開
』（
三
省
堂
、
第
三
五
回
金
田
一
京
助
博
士
記
念
賞
受
賞
）、『
漢
字
の
歴
史
』（
筑
摩

書
房
）
な
ど
が
あ
る
。

新
た
に
加
わ
る
二
十
字

茨
（
茨
と
も
書
く
）
媛　

岡　

潟　

岐　

熊　

香　

佐　

埼　

崎

滋　

鹿　

縄　

井　

沖　

栃
（

と
も
書
く
）
奈　

梨　

阪　

阜



　「書写の指導は技能に自信がない」「鉛筆の持ち方は
どう指導したらよいのかわからない」といった先生の
お声をよく聞きます。「すべての子どもにとってこれ
が正解」という指導方法はありません。それぞれの子
どもに合った指導方法の「引き出し」を増やすツール
として，書写指導を考える入り口となればという趣旨
で「みんなで考えよう！書写指導」を弊社ウェブサイ
トに掲載しました。硬筆・毛筆それぞれの指導方法の
読み物や，授業で活用できるプリント教材など，豊富
な資料をご用意しています。

スマートフォンでも
閲覧できます。

「みんなで考えよう！ 書写指導」
小学校書写　ウェブサイトご紹介

【読み物】
	 「課題解決型の書写学習」をはじめよう
	 文字環境の整え方	ここがポイント
	 	書字指導における体のみかた（見落としが
ちな左利きの持ち方の指導）など

【プリント教材】
	 学習の流れ	掲示資料　
	 線のなぞり書きワークシート　など

【読み物】
	 毛筆用具の準備，毛筆用具の後片づけ
	 姿勢，筆の持ち方，左利きの指導例　など
【プリント教材】
	 基本点画の名称	掲示資料
	 毛筆用具のおき方	掲示資料
	 穂先の向き	掲示資料　など

おもな内容

硬筆編

毛筆編

「課題解決型の書写学習」を
はじめよう

書字指導における
体のみかた③

毛筆用具のおき方 毛筆用具の後片づけ 曲線の運筆練習

「教育出版」ウェブサイト　http://www.kyoiku-shuppan.co.jp　にアクセスいただき，
「小学校」→「書写」→「教師向け指導資料」からご覧いただけます。

右記のQRコードより，
小学校書写のトップページにアクセスできます。
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