
　
安
中
市
立
秋
間
小
学
校

（
木
口
敦
子
校
長
、児
童
数

１
０
１
）は
２
０
２
１
年

度
よ
り「
西
部
教
育
事
務

所
学
力
向
上
実
践
事
業
」

の
指
定
を
受
け
、主
体
的
・

対
話
的
で
深
い
学
び
の
実

現
に
向
け「
自
ら
学
び
、考

え
、表
現
で
き
る
児
童
の

育
成
」を
目
指
す
。国
語
科

で
の
言
語
能
力
の
育
成
と

他
教
科
に
お
け
る
活
用
を

研
究
中
だ
。

　
今
年
度
、力
点
を
置
く

の
は
児
童
の「
自
学
力
」を

伸
ば
す
こ
と
。小
規
模
校

で
あ
る
同
校
は
教
職
員
や

保
護
者
、行
政
や
地
域
の

人
た
ち
と
、児
童
へ
の
対

応
は
手
厚
い
も
の
が
あ

る
。そ
の
反
面「
一
人
一
人

が
自
分
の
学
び
を
評
価
し

て
改
善
し
て
い
く
力
に
課

題
が
あ
る
」と
、木
口
校
長

は
指
摘
す
る
。授
業
と
家

庭
学
習
の
両
面
で
受
け
身

で
は
な
い
、主
体
的
な
学

習
態
度
を
育
て
る
た
め

の
、さ
ま
ざ
ま
な
努
力
が

重
ね
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の
一
つ
が「
漢
字
の

と
び
ら
」の
活
用
だ
。最

初
、手
に
取
っ
た
６
年
担

任
の
岩
﨑
杉
子
教
諭
は
、

自
学
力
を
高
め
る
予
習
型

の
学
習
に
有
効
で
は
な
い

か
と
感
じ
た
と
い
う
。「
そ

の
漢
字
の
間
違
え
や
す
い

と
こ
ろ
を
意
識
さ
せ
る
問

題
が
あ
る
。こ
れ
ま
で
の

漢
字
学
習
は
教
師
主
体
で

進
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た

が
、自
分
で
自
分
の
力
を

把
握
し
な
が
ら
学
べ
る
の

で
は
と
思
っ
た
」と
採
用

の
理
由
を
語
る
。　

　
自
学
力
を
高
め
る
方
策

と
し
て
、同
校
は
児
童
が

自
分
で
学
習
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

サ
イ
ク
ル
を
回
せ
る
よ
う

に
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い

る
。（
１
）学
習
の
め
あ
て

を
立
て
る（
２
）テ
ス
ト
で

問
題
を
解
き（
３
）自
分
で

結
果
を
分
析
す
る（
４
）改

善
・
定
着
に
向
け
て
練
習

す
る
、と
い
う
流
れ
を「
漢

字
の
と
び
ら
」を
用
い
て

児
童
に
定
着
さ
せ
る
こ
と

を
目
指
し
た
。

「
定
着
確
認
テ
ス
ト
」は

（
２
）の
テ
ス
ト
で
問
題

を
解
く
と
き
に
用
い
る
。

個
人
の
進
度
に
合
わ
せ
て

チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き
る
よ
う

先
に
す
べ
て
印
刷
し
て
児

童
に
配
付
す
る
。児
童
は

テ
ス
ト
問
題
を
解
き
、そ

の
後「
漢
字
の
と
び
ら
」

で
答
え
合
わ
せ
を
す
る
。

間
違
っ
た
と
こ
ろ
や
気

を
付
け
た
い
と
こ
ろ
を

ノ
ー
ト
に
分
析
し
、練
習

す
る
。こ
う
す
れ
ば
教
師

が
指
示
を
し
な
く
て
も

自
分
で
漢
字
学
習
が
進
め

ら
れ
る
。

　
こ
の
や
り
方
を
始
め
て

か
ら
、児
童
の
漢
字
練
習

の
ノ
ー
ト
は
大
き
く
変
化

し
た
。お
手
本
を
見
て
繰

り
返
し
書
く
方
法
か
ら
、

「
と
め
」や「
は
ね
」「
は
ら

い
」で
気
を
付
け
た
い
と

こ
ろ
や
、間
違
え
や
す
い

筆
順
、読
み
方
や
意
味
な

ど
を
書
き
込
み
な
が
ら
ま

と
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
。「
考
え
な
が
ら
」学
ぶ

「
漢
字
の
と
び
ら
」の
コ
ン

セ
プ
ト
に
ぴ
っ
た
り
の
学

習
法
だ
。

　
学
習
方
法
や
成
果
を
異

学
年
で
紹
介
し
合
う「
学

習
交
流
会
」で
は
、６
年
生

が
漢
字
ノ
ー
ト
を
４
年
生

に
見
せ
た
。「
６
年
生
の

ノ
ー
ト
を
見
て〝
こ
ん
な

風
に
な
り
た
い
〞と
い
う

憧
れ
の
気
持
ち
が
高
ま
っ

た
。い
い
影
響
を
受
け
て

４
年
生
も
変
わ
っ
た
」と
、

担
任
の
田
島
大
地
教
諭
は

子
ど
も
た
ち
同
士
の
教
え

合
い
や
学
び
合
い
が
、自

学
力
向
上
に
役
立
つ
と
実

感
し
て
い
る
。

　
６
年
生
に
刺

激
を
受
け
た
４

年
生
は
、漢
字
学

習
を
よ
り
楽
し

い
も
の
に
す
る

ユ
ニ
ー
ク
な
方

法
を
タ
ブ
レ
ッ

ト
で
編
み
出
し

た
。「
漢
字
の
と

び
ら
」の「
力
だ

め
し
」の
ペ
ー
ジ

は
、読
み
を
問
う

問
題
と
、書
き
方

を
問
う
問
題
が

あ
る
。そ
れ
を
反

転
し
た
問
題
を

G
o
o
g
l
e

フ
ォ
ー
ム
の
テ

ス
ト
作
成
機
能
を
使
っ
て

ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
。家
庭
に

持
ち
帰
っ
た
タ
ブ
レ
ッ
ト

で
問
題
を
見
な
が
ら
力
だ

め
し
を
す
る
。「
漢
字
の
と

び
ら
」を
見
て
自
己
採
点

し
、練
習
に
役
立
て
る
と

い
う
も
の
だ
。

　
田
島
大
地
教
諭
は
、「
子

ど
も
た
ち
が
自
ら
考
え
た

方
法
。自
分
で
学
ぶ
学
習

の
一
つ
に
つ
な
が
り
、こ

れ
か
ら
が
楽
し
み
」と
顔

を
ほ
こ
ろ
ば
せ
る
。今
後

は「
漢
字
の
と
び
ら
」を
入

口
に
、他
の
教
科
で
も
Ｐ

Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
回
せ

る
児
童
を
育
て
て
い
き
た

い
考
え
だ
。

木
口
校
長
は「
漢
字
は

子
ど
も
た
ち
に
最
も
身
近

な
自
主
学
習
の
一
つ
。

『
漢
字
の
と
び
ら
』を
用

い
て
、自
分
の
課
題
を
見

つ
け
る
目
や
、自
分
で
工

夫
し
て
学
ぶ
力
が
育
っ
て

い
る
。課
題
を
乗
り
越
え

る
た
め
自
己
評
価
を
し

て
試
行
錯
誤
す
る
力
は
、

社
会
課
題
に
向
き
合
う
意

欲
に
つ
な
が
る
は
ず
」と

語
る
。

異学年の「学習交流会」で漢字ノートの勉強法を紹介辞書と併用し語彙力を高める

　「
思
い
ゆ
た
か
に
学
び

を
拓
く
」を
学
校
教
育
目

標
に
、ど
の
子
も
自
己
肯

定
感
を
持
ち
、安
心
し
て

学
べ
る
学
校
づ
く
り
を
推

進
す
る
大
月
市
立
猿
橋
小

学
校（
小
林
正
樹
校
長
、児

童
数
２
９
８
）。今
年
度
、

３
・
４
・
５
年
生
で「
漢
字

の
と
び
ら
」を
導
入
し
て

い
る
。

　
採
択
２
年
目
の
笹
本
恭

平
教
諭
は
昨
年
度
、校
内

で
３
年
生
用
の
漢
字
教
材

選
定
の
機
会
に
立
ち
会

い
、初
め
て「
漢
字
の
と
び

ら
」を
手
に
し
た
と
い
う
。

「
新
出
漢
字
の
下
に
あ
る〝

使
い
方
〞に
、子
ど
も
た
ち

が
普
段
使
わ
な
い
よ
う
な

言
葉
が
紹
介
さ
れ
て
い

て
、語
彙
を
養
う
の
に
適

し
て
い
る
と
感
じ
た
」と

第
一
印
象
を
語
る
。

　
間
違
っ
て
い
る
の
か
、

正
し
い
の
か
を
じ
っ
く
り

よ
く
見
て
考
え
る「
送
り

が
な
名
人
」「
書
き
名
人
」

は
、何
と
な
く
覚
え
て
い

る
書
き
方
を
子
ど
も
た
ち

が
認
識
し
直
す
こ
と
が
で

き
る
。「
間
違
え
や
す
い
漢

字
を
示
し
た
ワ
ン
ポ
イ
ン

ト
チ
ェ
ッ
ク
は
授
業
で
指

導
す
る
際
の
参
考
に
な

る
」と
、決
め
手
が
い
く
つ

も
あ
っ
た
と
振
り
返
る
。

　
今
年
度
、担
任
す
る
５

年
生
で
も「
漢
字
の
と
び

ら
」を
継
続
し
て
使
っ
て

い
る
。新
出
漢
字
は
授
業

の
中
で

分
ほ
ど
か
け
て

指
導
す
る
。読
み
、間
違
い

や
す
い
と
こ
ろ
を
確
認
し

た
後
、書
き
順
の
確
認
、各

自
で
書
く
、と
い
っ
た
順

番
だ
。

　
早
く
書
き
終
え
た
児
童

は
辞
書
で
調
べ
て
、そ
の

漢
字
を
使
っ
た
言
葉
を
書

き
込
む
。
発
表
す
る
と

「
救
」な
ら「
救
援
」「
救
出
」

「
救
世
主
」な
ど
聞
き
な
れ

な
い
言
葉
も
。そ
ん
な
と

き
は
全
員
で
意
味
を
調

べ
、例
文
も
紹
介
す
る
。

「
ど
れ
も
助
け
る
、と
い
う

意
味
合
い
が
あ
る
ね
」な

ど
と
意
味
を
確
認
し
て
い

く
。「
漢
字
は
い
ろ
い
ろ
な

使
い
方
が
で
き
る
と
、活

用
の
意
識
を
持
た
せ
た

い
」と
笹
本
教
諭
は
語
る
。

定
着
度
を
測
る
小
テ
ス
ト

は
、「
漢
字
の
と
び
ら
」を

採
択
し
た
学
校
に
サ
ポ
ー

ト
ツ
ー
ル
と
し
て
提
供
さ

れ
る「
定
着
確
認
テ
ス
ト
」

で
、授
業
の
は
じ
め
に
５

分
で
実
施
す
る
。

　
多
く
の
児
童
が
満
点
を

取
れ
る
よ
う
に
と
、同
じ

テ
ス
ト
を
２
日
連
続
、出

来
に
よ
っ
て
は
３
日
連
続

し
て
出
す
こ
と
も
あ
る
。

答
え
合
わ
せ
は
正
解
を
黒

板
の
右
側
に
書
き
、丸
つ

け
後
も
消
さ
ず
に
残
し
て

お
く
。こ
う
す
る
こ
と
で
、

い
つ
で
も
児
童
が
漢
字
の

形
や
読
み
方
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
、家
庭
学
習

の
意
識
が
高
ま
る
と
い

う
。子
ど
も
の
気
持
ち
や

認
知
傾
向
を
把
握
し
つ

つ
、確
実
に
定
着
へ
と
導

く
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
。

　
笹
本
教
諭
の「
漢
字
の

と
び
ら
」の
活
用
で
重
要

な
役
割
を
果
た
す
の
が

国
語
辞
典
だ
。セ
ッ
ト
で

使
う
こ
と
で
語
彙
が
広

が
る
。

　
１
学
期
は
自
分
で
調
べ

た
新
出
漢
字
の
ペ
ー
ジ
に

ふ
せ
ん
を
付
け
さ
せ
、調

べ
た
こ
と
を「
見
え
る
化
」

す
る
よ
う
に
し
た
。こ
れ

を
続
け
る
こ
と
で
辞
書
引

き
が
習
慣
づ
き「
漢
字
の

と
び
ら
」を
使
う
と
き
は
、

辞
典
を
横
に
置
く
の
が
定

着
し
た
と
い
う
。

　
国
語
辞
典
は
小
学
校
高

学
年
用
で
あ
れ
ば
自
由
に

選
べ
る
の
も
ポ
イ
ン
ト

だ
。互
い
の
辞
書
に
な
い

熟
語
や
例
文
を
出
し
合
う

こ
と
で
児
童
の
語
彙
は
広

が
る
。わ
か
ら
な
い
漢
字

は「
調
べ
れ
ば
わ
か
る
」と

い
う
自
信
も
つ
い
た
。

　
笹
本
教
諭
は「
文
章
を

見
て
も
、漢
字
を
正
し
く

使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
」と
、児
童
の
変
化
を
感

じ
て
い
る
。１
学
期
に
は

出
題
す
る
漢
字
を
す
べ
て

指
定
し
て
書
き
取
り
テ
ス

ト
を
行
っ
て

い
た
が
、２

学
期
は
教
科

書
の
範
囲
だ

け
を
示
す
こ

と
に
し
た
。

そ
れ
で
も
８

割
以
上
の
出

来
だ
っ
た
こ

と
か
ら
、児

童
が
自
分
で

考
え
、調
べ

て
練
習
す
る

と
い
う
、進

ん
で
や
る
学

び
方
が
定
着
し
つ
つ
あ
る

と
み
て
い
る
。

　「
本
校
の
目
指
す
子
ど

も
像
の
一
つ
に
、学
習
の

主
体
者
と
し
て
自
主
性
と

主
体
性
を
発
揮
で
き
る

子
ど
も
を
掲
げ
て
い
る
。

５
年
生
も
本
校
の
目
指
す

方
向
に
進
ん
で
き
て
い
る

の
を
感
じ
る
」と
小
林
正

樹
校
長
も
児
童
の
変
化
を

語
る
。

　
１
人
１
台
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
端
末
の
活
用
も
進
む

が
、同
校
は
紙
に
書
く
指

導
と
の
バ
ラ
ン
ス
も
重
視

す
る
。そ
ん
な
中
で「
漢
字

の
と
び
ら
」は
児
童
の「
書

く
」を
支
え
る
有
効
な
教

材
と
な
っ
て
い
る
。

（左から）小林正樹校長、笹本恭平教諭 （右から）木口敦子校長、田島大地教諭、岩﨑杉子教諭

１０

漢
字
学
習
を
と
お
し
て

「
自
学
力
」を
高
め
る
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きまり、光村版上下巻の各学年に「定着確認テスト」と学習した漢字を実践で使う「漢字で作文」をご用意しています。

ご利用の際は専用のＩＤ／パスワードが必要です。 

お問い合わせ

新
た
な
言
葉
と
出
会
い

学
び
合
え
る
漢
字
学
習
へ

語
彙
力
向
上
に

期
待

「
調
べ
れ
ば
わ
か
る
」

辞
書
活
用
で
自
信

手
で
書
く
力
も

し
っ
か
り
支
え
る

漢字学習は受け身から自学自習へ
　個別最適な学びと、協働的な学びを一体的に充実させ、
主体的・対話的で深い学びを実現することが求められてい
る現在、言語能力の土台となる「漢字学習」も変革の時を迎
えている。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」
は思考力や課題解決力を伸ばす教材として注目を集める。
繰り返し書いて覚える方法を脱し、子ども自身が考え、伝え
合いながら身に付ける漢字学習に挑む２校を紹介する。

自ら考え、自ら学ぶ漢字学習のあり方とは

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」
小学1～6年生：各上・下巻／定価各460円（税込）

「漢字のとびら」

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
で
児
童
が

漢
字
テ
ス
ト
を
考
案

※本教材は、光村図書の教科書「国語」を参考にして作成しています。
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