
　
高
槻
市
立
大
冠
小
学
校

（
福
澤
隆
治
校
長
）は
学
校

目
標
で
あ
る「
個
々
の
良

さ
を
生
か
す
と
と
も
に
、

主
体
的
に
考
え
る
、進
ん

で
行
動
す
る
、心
豊
か
で

心
身
と
も
に
健
や
か
な
児

童
の
育
成
を
図
る
」た
め
、

英
語
や
外
国
語
活
動
と
国

語
を
連
動
さ
せ
た
取
り
組

み
を
行
っ
て
い
る
。

　
校
内
各
部
の
う
ち
、授

業
部
は
主
に
国
語
を
中
心

に
重
点
活
動
を
計
画
。「
子

ど
も
た
ち
の
語
彙
力
を
伸

ば
す
こ
と
や
、自
分
の
考

え
や
意
見
を
相
手
に
正
し

く
伝
え
る
力
の
育
成
を
目

指
し
て
い
る
」と
福
澤
校

長
。漢
字
学
習
に
お
い
て

も
、伝
え
合
う
力
の
育
成

に
貢
献
し
つ
つ
、正
し
い

漢
字
を
覚
え
、使
え
る
よ

う
に
な
る
取
り
組
み
を
目

指
し
て
い
る
。

　
関
美
和
子
教
諭
は
、６

年
担
任
と
な
っ
た
３
年
前

の
教
材
選
定
会
議
で
、発

刊
さ
れ
た
ば
か
り
の「
漢

字
の
と
び
ら
」を
知
っ
た
。

筆
順
を
正
し
く
学
ば
せ
て

ほ
し
い
と
い
う
保
護
者
の

声
が
多
く
、そ
れ
に
応
え

る
教
材
を
探
し
て
い
た
と

こ
ろ
で
、従
来
の
漢
字
ド

リ
ル
と
は
異
な
る「
考
え

る
」と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト

に
魅
か
れ
た
と
い
う
。「
自

分
で
書
き
方
の
ポ
イ
ン
ト

や
筆
順
を
確
か
め
ら
れ
、

考
え
て
漢
字
が
学
べ
る
点

に
魅
力
を
感
じ
た
」。実
際

に
使
っ
て
み
る
と
、こ
の

１
冊
だ
け
で
考
え
な
が
ら

取
り
組
め
、正
し
い
漢
字

を
身
に
付
け
ら
れ
る
メ

リ
ッ
ト
を
先
生
も
子
ど
も

感
じ
て
い
る
と
い
う
。

　
今
年
度
、１
年
担
任
と

な
っ
た
関
教
諭
は
低
学
年

で
も「
考
え
る
」漢
字
学
習

は
有
効
と
考
え
、「
漢
字
の

と
び
ら
」を
活
用
お
り
、漢

字
を
学
ぶ
楽
し
さ
を
体
験

し
て
ほ
し
い
と
、授
業
で

は
さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ア

を
加
え
て
い
る
。

　
部
首
を
使
っ
た「
漢
字

集
め
」は
１
年
生
で
も
で

き
る
。「
一
」を
使
っ
た
漢

字
を
た
ず
ね
る
と
、「
七
」

「
二
」「
三
」な
ど
子
ど
も
た

ち
か
ら
声
が
上
が
る
。全

員
で
空
書
き
を
し
た
り
、

板
書
を
し
て
横
棒
の
長
さ

を
確
認
し
た
り
す
る
。

　
低
学
年
の
場
合
、ひ
ら

が
な
、カ
タ
カ
ナ
、漢
字
の

表
記
と
、音
の
つ
な
が
り

の
理
解
が
十
分
で
な
い
場

合
も
あ
る
。そ
ん
な
と
き

は
教
員
が
整
理
し
て
い
く

指
導
が
必
要
だ
と
い
う
。

　「
九
」に
は
カ
タ
カ
ナ
の

「
ノ
」や「
ナ
」「
カ
」が
か

く
れ
ん
ぼ
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
、さ
か
さ
ま
か

ら
見
る
と
、数
字
の「
２
」

や
ひ
ら
が
な
の「
も
」に
も

見
え
る
な
ど
、１
年
生
な

ら
で
は
の
自
由
な
イ
メ
ー

ジ
を
大
切
に
し
な
が
ら
、

漢
字
の
世
界
へ
と
導
い
て

い
く
。

　
語
彙
を
広
げ
る「
言
葉

あ
つ
め
」用
の
ノ
ー
ト
を

用
意
し
て
、言
葉
や
文
章

を
書
き
溜
め
る
方
法
は
、

今
年
度
か
ら
試
し
て
い

る
。「
九
」を
使
っ
た
言
葉

を
た
ず
ね
る
と
、「
九
に

ん
」「
九
さ
い
」「
九
十
九
さ

い
」と
連
想
が
始
ま
る
の

で
、
板
書
し
子
ど
も
の

ノ
ー
ト
に
も
書
か
せ
る
。

　
「
き
ゅ
う

り
」「
き
ゅ
う

き
ゅ
う
ば

こ
」な
ど
、別

の
言
葉
が
出

て
き
た
と
き

は
黒
板
の

「
お
し
い
」の

欄
に
分
け
て

板
書
す
る
。

こ
れ
に
よ
り

「
き
ゅ
う
り
の

〝
き
ゅ
う
〞

は
、音
は
同
じ
だ
け
れ
ど〝

九
〞は
書
か
な
い
ん
だ
な
」

と
子
ど
も
た
ち
が
意
識
で

き
る
。

　
今
年
度
、同
校
で
は「
漢

字
の
と
び
ら
」を
１
、２
、

４
、６
学
年
で
使
用
中
だ
。

低
学
年
で
も
漢
字
の
う
っ

か
り
ミ
ス
が
減
っ
た
と
い

う
。漢
字
の
と
び
ら
は「
な

ん
か
く
目
？
」「
ど
ち
ら

を 

さ
き
に 
か
く
？
」な

ど
の
問
い
か
け
が
多
く
、

間
違
え
や
す
い
と
こ
ろ
を

意
識
で
き
る
。「
簡
単
な
漢

字
で
も
、棒
が
突
き
抜
け

て
し
ま
う
な
ど
の
誤
り
が

減
っ
た
」と
、基
礎
・
基
本

の
定
着
に
効
果
を
感
じ
て

い
る
。

　「
低
学
年
の
子
ど
も
は
、

一
人
ひ
と
り
漢
字
の
覚
え

方
が
違
う
。書
き
順
か
ら

入
る
と
き
も
あ
る
が
、似

て
い
る
漢
字
を
探
し
て
か

ら
書
き
順
を
確
認
す
る
な

ど
授
業
展
開
を
複
数
パ

タ
ー
ン
持
つ
よ
う
に
し
て

い
る
」と
関
教
諭
。発
達
段

階
に
合
わ
せ
た
教
え
方
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
広
げ

る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た

よ
う
だ
。こ
な
す
だ
け
の

漢
字
ド
リ
ル
か
ら
自
分
で

考
え
る
漢
字
学
習
へ
。１

年
生
の
段
階
か
ら
発
想
の

転
換
を
図
る
こ
と
で
、今

後
の
漢
字
学
習
も
ス
ム
ー

ズ
に
運
ぶ
こ
と
が
期
待
で

き
そ
う
だ
。

サブノートに「ことばあつめ」を書く

元気よく全員で空書きする

子どもの問いに応えながら授業を進める

　
札
幌
市
西
区
に
あ
る
札

幌
市
立
西
園
小
学
校（
山

吹
明
範
校
長
）は
、縦
割
り

グ
ル
ー
プ
に
よ
る
異
学
年

交
流「
ほ
ほ
え
み
活
動
」

や
、あ
い
さ
つ
運
動
な
ど

６
年
間
の
積
み
上
げ
を
意

識
し
た
、豊
か
な
教
育
活

動
が
特
色
だ
。

　
近
年
は
、主
体
的
に
学

ぶ
力
の
育
成
の
た
め「
対

話
力
の
育
成
」に
力
を
入

れ
る
。児
童
の
様
子
と
し

て「
素
直
で
明
る
い
が
、

互
い
に
か
か
わ
っ
て
発
信

す
る
力
に
差
が
見
ら
れ
、 

〝
聞
く
力
〞の
二
極
化
が

課
題
と
な
っ
て
い
る
」と
、

鳥
丸
俊
郎
教
頭
は
話
す
。

今
後
、対
話
的
・
主
体
的
で

深
い
学
び
を
推
進
す
る
た

め
に
も
、子
ど
も
同
士
、ま

た
子
ど
も
と
教
師
が
交
流

や
対
話
を
通
し
て
学
び
合

う
力
を
付
け
た
い
考
え

だ
。特
に
国
語
は
そ
の
基

盤
を
形
成
す
る
教
科
と
と

ら
え
、授
業
改
善
を
進
め

て
き
た
。

　「
漢
字
の
と
び
ら
」は
２

０
１
８
年
度
よ
り
２
〜
６

学
年
で
採
用
し
て
い
る
。

導
入
し
た
理
由
は
お
も
に

２
つ
。ひ
と
つ
は
ど
の
子

ど
も
も
使
い
や
す
い
教
材

で
あ
る
こ
と
、２
つ
め
は

国
語
の
時
間
の
使
い
方
を

効
率
化
で
き
る
こ
と
だ
。

「
同
じ
時
間
を
使
っ
て
い

て
も
、漢
字
を
書
き
順
通

り
に
覚
え
る
だ
け
で
な

く
、部
首
や
読
み
方
、熟
語

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
に

目
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
と
感
じ
た
」（
鳥
丸

教
頭
）

　
繰
り
返
し
練
習
す
る
だ

け
の
漢
字
学
習
か
ら
、「
漢

字
の
と
び
ら
」を
使
っ
た

対
話
的
な
漢
字
学
習
に
変

わ
る
こ
と
で
担
任
の
授
業

力
が
問
わ
れ
る
と
い
う
。

子
ど
も
た
ち
の
問
い
に
そ

の
場
で
答
え
、視
野
を
広

め
る
投
げ
か
け
が
求
め
ら

れ
る
か
ら
だ
。

　
玉
木
景
滋
教
諭
の
３
年

生
の
教
室
で
は
、複
数
の

題
材
の
合
間
に「
漢
字
の

と
び
ら
」を
用
い
て
漢
字

指
導
を
す
る
時
間
を
１

コ
マ
ま
る
ま
る
設
け
て

い
る
。

　
新
出
漢
字
は
前
方
の

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
映
し
出

し
、書
き
順
を
全
員
で
確

認
す
る
。音
・
訓
、部
首
は
、

子
ど
も
た
ち
の
発
想
や
質

問
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
解

説
す
る
。「
待
」の
漢
字
に

さ
し
か
か
り
、玉
木
教
諭

が「
こ
の
漢
字
は
何
へ
ん

で
す
か
？
」と
問
い
か
け
る

と
、一
斉
に「
ぎ
ょ
う
に
ん

べ
ん
」と
、声
が
あ
が
る
。

　
熟
語
を
た
ず
ね
る
と

「
待
ち
合
わ
せ
」「
期
待
」な

ど
、次
々
に
手
が
挙
が
る
。

「
期
待
の
期
は
、ど
う
書
く

の
？
」「
何
学
期
の
、期
で

す
」と
、語
彙
も
豊
富
だ
。

「
先
生
に
期
待
し
て
い
る
」

な
ど
文
を
作
る
子
も
い

る
。「
待
望
」「
待
機
」な
ど

子
ど
も
た
ち
が
音
だ
け
で

知
っ
て
い
る
熟
語
も
出
て

く
る
た
め
、玉
木
教
諭
が

「
そ
の
字
は
ま
だ
習
っ
て

い
な
い
け
れ
ど
、そ
う
使

う
ね
」と
板
書
し
な
い
な

が
ら
も
認
め
て
い
く
。こ

う
し
た
や
り
と
り
が
、子

ど
も
た
ち
の
印
象
に
残

り
、言
葉
の
世
界
を
広
げ

て
い
る
。

　「
漢
字
の
と
び
ら
」を
使

う
と
き
は「
子
ど
も
た
ち

の
知
っ
て
い
る
言
葉
を
取

り
上
げ
な
が
ら
、１
時
間

集
中
し
て
漢
字
学
習
に
あ

て
て
い
る
」と
い
う
玉
木

教
諭
。「
れ
ん
し
ゅ
う
し
よ

う
」や「
力
だ
め
し
」な
ど

の
ペ
ー
ジ
は
、書
き
練
習

の
終
わ
っ
た
子
ど
も
か
ら

自
由
に
取
り
組
ま
せ
た

り
、夏
休
み
の
宿
題
と
し

た
り
し
て
い
る
。

毎
週
水
曜
に
は
漢
字
の
ミ

ニ
テ
ス
ト
を
実
施
。　
人

中
　
人
ほ
ど
は
毎
回
、８

問
中
６
問
以
上
正
答
の

「
合
格
」に
達
し
て
い
る
と

い
い
、漢
字
を
楽
し
み
な

が
ら
進
ん
で
学
ぶ
子
ど
も

が
着
実
に
育
っ
て
い
る
。

　
漢
字
に
興
味
を
持
た
せ

る
た
め
に
、「
漢
字
の
と
び

ら
」を
応
用
し
ゲ
ー
ム
的

な
要
素
も
加
え
て
い
る
。

あ
る
部
首
を
使
っ
た
漢
字

を
い
く
つ
思
い
出
せ
る
か

を
競
う
言
葉
集
め
ゲ
ー

ム
、辞
書
を
引
い
て
意
味

か
ら
熟
語
を
連
想
さ
せ
る

言
葉
当
て
ゲ
ー
ム
な
ど

だ
。ま
た
、玉
木
教
諭
は
、

子
ど
も
の
出
し
た
熟
語
が

既
習
か
未
習
か
と
っ
さ
に

判
断
で
き
な
い
と
き
は
、

目
の
前
で
辞
書
を
引
い
て

見
せ
て
い
る
。先
生
が
す

べ
て
の
答
え
を
知
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
辞
書
を
調

べ
れ
ば
詳
し
く
わ
か
る
、

と
子
ど
も
た
ち
が
理
解
す

れ
ば
、漢
字
や
言
葉
へ
の

関
心
を
高
め
る
だ
け
で
な

く
、家
庭
学
習
の
方
法
の

ヒ
ン
ト
と
し
て
も
良
い
影

響
が
あ
り
そ
う
だ
。

（左から）鳥丸俊郎教頭、玉木景滋教諭

３０

２５

漢
字
の
世
界
を
広
げ
る
学
び
方

低
学
年
か
ら
ス
タ
ー
ト

大
阪
・
高
槻
市
立
大
冠
小
学
校
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コ
ン
セ
プ
ト
に
共
感
し

高
学
年
か
ら
導
入

低
学
年
こ
そ

「
考
え
る
」楽
し
さ
を

単
純
ミ
ス
が
減
り

楽
し
く
学
べ
る

対
話
力
、表
現
力
を
高
め
る

こ
れ
か
ら
の
漢
字
学
習
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ミ
ニ
漢
字
テ
ス
ト
で

み
ら
れ
た
定
着

新
カ
リ
見
据
え

効
率
的
な
学
習
を
模
索

自
由
に
発
想
広
げ
、

参
加
す
る
授
業

考えて使える漢字学習への転換
　繰り返し書いて覚える指導から、考えて使える学び方へ
――明星大学教授（元筑波大学附属小学校教諭）の白石
範孝氏らが企画・監修した漢字学習帳「漢字のとびら」は
発刊から3年目を迎え多くの学校で活用されている。問いか
けから気づきを促す構成は、これまでにない画期的なもの。
正しく漢字を覚えるだけでなく、伝え合う力を高める教材と
しても注目される。

伝え合う力を伸ばすこれからの漢字学習

企  画 発行・販売

　漢字を通した「思考のプロセス」が身に付

くと、子どもたちは正しく書けて他の漢字

との共通点が見えてきます。漢字を見る目

は考える力につながります。

青木  伸生 
筑波大学附属小学校 教諭

著

著 　漢字のきまりを見つけ、知ることで漢字

の学習はより容易になります。「わかった！」

「そうか！」こんな声が、子どもたちから漢

字の学習を通して聞こえてきそうです。

白坂  洋一
筑波大学附属小学校 教諭

『漢字のとびら』白石式考える漢字学習帳「考える」ことを大切にし、楽しく漢字を学ぶ。

　「国語は好きだけど漢字は嫌い」という声をよく耳にします。

　 漢字学習は、「お手本を見て繰り返し書いて覚える」という方法が一

般的です。

しかし、漢字にはさまざまな「きまり」があります。漢字のきまりを理解

し、活用することで繰り返し書かなくても漢字は正しく覚えられます。

「漢字のとびら」では、漢字のきまりを知り、書き順や間違えやすいとこ

ろを児童に意識させてから書かせます。さらにひとつの漢字を見て、

正しいか、正しくないかを自分で判断し、正しくなければどこが違うの

かを、明確に指摘できるような問題を設けました。自分で「考える」学

習、「考える」活動を大切にして、漢字を楽しく学べるようにしたいと願

ってこの教材をつくりました。

白石  範孝 明星大学教授（元筑波大学附属小学校 教諭）

企
画
／
監
修
・
著

『考える』楽しさを新しい漢字学習帳で

小学1～6年生：年間1冊／定価 各850円（税込）「きまりがみにつく漢字のとびら」


