
                                 

「
授
業
で
感
じ
る
子
ど
も
た
ち
の
意
欲
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

校
長 

斎
藤 

滋 
 

今
年
は
五
、
六
年
生
の
書
写
（
硬
筆
）
の
授
業
で
一
つ
目

の
課
題
が
終
わ
っ
た
ら
私
が
用
意
し
た
「
四
字
熟
語
」
の

シ
ー
ト
を
見
な
が
ら
自
分
で
書
く
と
い
う
活
動
を
し
て
み

ま
し
た
。
目
的
は
二
つ
あ
っ
て
、
一
つ
は
落
ち
着
い
て
丁

寧
な
字
を
書
く
こ
と
、
も
う
一
つ
は
多
く
の
四
字
熟
語
に

接
し
意
味
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
で
し
た
。 

し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
の
取
り
組
み
方
は
私
の
予
想
通

り
と
い
い
ま
す
か
、
心
配
し
て
い
た
通
り
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
こ
の
活
動
に
取
り
組
む
子
ど
も
た
ち
が
皆
積

極
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
大
変
嬉
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
取
り
組
み
方
に
は
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。
ゆ
っ

く
り
丁
寧
に
書
く
子
、
丁
寧
に
書
い
て
い
ま
す
が
で
き
れ

ば
た
く
さ
ん
書
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
い
子
、
丁
寧

さ
は
意
識
せ
ず
に
と
に
か
く
早
く
書
き
た
い
子
に
分
か
れ

て
し
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
書
写
と
し
て
の
取
り

組
み
で
す
か
ら
、
一
文
字
一
文
字
を
丁
寧
に
書
く
こ
と
を

望
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
う
ま
く
伝
わ
っ
て
い
な

か
っ
た
と
反
省
い
た
し
ま
し
た
。
作
品
展
に
は
、
３
年
生

か
ら
６
年
生
ま
で
の
硬
筆
の
作
品
を
展
示
し
ま
す
が
、
そ

の
た
め
の
作
品
を
書
く
と
き
は
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
い

つ
も
の
何
倍
も
の
時
間
を
か
け
て
仕
上
げ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
活
動
で
見
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
「
早
く
、
た
く
さ

ん
」「
人
よ
り
も
多
く
」
と
い
う
よ
う
な
子
ど
も
の
心
理
は

悪
い
こ
と
と
も
言
い
切
れ
ま
せ
ん
が
、
活
動
の
内
容
を
考

え
て
自
分
が
優
先
す
る
べ
き
こ
と
は
何
か
を
し
っ
か
り
と

意
識
で
き
る
子
ど
も
た
ち
に
な
れ
る
よ
う
に
し
て
い
き
た

い
で
す
。 

さ
て
、
４
年
生
の
総
合
の
授
業
で
は
今
年
も
知
的
財
産

に
つ
い
て
の
特
別
授
業
を
行
い
ま
し
た
。
９
年
間
続
い
て

い
る
授
業
で
す
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
授
業
を
担
当
し
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
弁
理
士
の
先
生
に
は
感
謝
の
気
持
ち
で

い
っ
ぱ
い
で
す
。
こ
の
特
別
授
業
は
、
子
ど
も
た
ち
が
「
人

が
考
え
た
よ
い
も
の
」
を
大
切
に
で
き
る
人
に
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
が
発
達
し
た
社
会
に
お
い
て
も
正
し
い
判
断

が
で
き
る
人
に
成
長
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
持
っ

て
実
施
し
て
い
ま
す
。
授
業
の
中
で
の
子
ど
も
た
ち
の
様

子
を
見
て
い
て
、「
ブ
ロ
グ
」「
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
」
な
ど
が

よ
り
子
ど
も
た
ち
の
生
活
で
身
近
な
も
の
に
な
っ
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
「
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で
テ
レ
ビ
番

組
を
録
画
し
た
も
の
を
流
し
て
も
よ
い
か
」
と
い
う
質
問

に
は
、
何
人
か
の
子
ど
も
が
「
よ
い
」
に
手
を
挙
げ
て
い

ま
し
た
。
実
際
に
そ
う
い
う
映
像
を
見
る
こ
と
が
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
も
ネ
ッ
ト
社
会

と
の
関
わ
り
方
を
し
っ
か
り
と
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。 

 

「
二
〇
周
年
式
典
を
振
り
返
っ
て
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

教
頭 

馬
場 

淳 
 

九
月
に
行
わ
れ
た
二
〇
周
年
式
典
に
お
い
て
、
私
学
振

興
課
の
萩
谷
英
明
先
生
が
祝
辞
の
中
で
「
桐
光
学
園
小
学

校
の
意
志
・
表
現
・
感
謝
は
、
最
近
耳
に
す
る
よ
う
に
な

っ
た
『
非
認
知
能
力
』
の
育
成
を
，
前
か
ら
大
切
に
し
て

き
た
の
だ
と
思
う
。
」
と
い
う
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。『
非
認
知
能
力
』
と
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
ノ
ー
ベ
ル
経

済
学
賞
を
受
賞
し
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・J

・
ヘ
ッ
ク
マ
ン
教
授

が
主
張
す
る
「
非
認
知
ス
キ
ル
」
を
も
と
に
し
て
考
え
ら

れ
た
も
の
で
、
意
欲
や
協
調
性
、
粘
り
強
さ
や
忍
耐
力
、

計
画
性
な
ど
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
（
参
考
：
「
こ

れ
か
ら
の
幼
児
教
育
」
ベ
ネ
ッ
セ
教
育
総
合
研
究
所
、
日

経
ビ
ジ
ネ
ス
オ
ン
ラ
イ
ン
） 

私
た
ち
が
掲
げ
て
い
る
校
訓
は
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
の

と
お
り
、
「
意
志
」
強
い
意
志
を
持
ち
、
何
事
も
最
後
ま

で
や
り
と
げ
よ
う
。
「
表
現
」
自
分
の
思
い
を
伝
え
、
他

者
と
の
関
わ
り
を
深
め
よ
う
。
「
感
謝
」
家
族
や
友
だ
ち

を
大
切
に
し
、
感
謝
す
る
心
を
持
と
う
。
と
い
う
も
の
で

す
。
そ
の
校
訓
に
は
、
努
力
す
る
こ
と
や
高
い
目
標
を
掲

げ
る
こ
と
、
気
持
ち
を
伝
え
合
っ
て
信
頼
し
合
っ
た
り
助

け
合
っ
た
り
す
る
こ
と
、
周
り
の
人
に
感
謝
し
た
り
人
の

役
に
立
つ
喜
び
を
感
じ
た
り
で
き
る
こ
と
を
、
大
切
に
す

る
人
間
に
育
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て

い
ま
す
（
詳
し
く
は
い
も
こ
じ
っ
こ
の
１
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
）
。
校
訓
と
非
認
知
能
力
が
完
全
に
一
致
す

る
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
今
回
の
二
〇
周
年
記

念
式
典
で
の
萩
谷
先
生
の
祝
辞
を
お
聞
き
し
て
、
私
た
ち

が
大
切
に
し
て
き
た
こ
と
を
こ
の
よ
う
な
形
で
評
価
し

て
く
だ
さ
る
方
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で

き
た
こ
と
も
、
二
〇
周
年
記
念
式
典
を
行
っ
た
こ
と
に
よ

る
大
き
な
収
穫
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

さ
て
、
こ
の
校
訓
に
つ
い
て
は
平
成
十
七
年
度
に
斎
藤

校
長
（
当
時
は
教
頭
）
が
中
心
と
な
り
、
「
校
訓
の
内
容

が
よ
り
心
に
届
く
よ
う
に
、
そ
し
て
教
職
員
、
児
童
、
保

護
者
、
こ
の
小
学
校
に
関
わ
る
す
べ
て
の
者
が
常
に
校
訓

を
意
識
し
て
い
け
る
よ
う
に
し
た
い
。
」
と
い
う
気
持
ち

か
ら
、
文
章
だ
け
で
表
現
さ
れ
て
い
た
校
訓
を
わ
か
り
や

す
く
表
す
「
意
志
・
表
現
・
感
謝
」
と
い
う
三
つ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
を
考
え
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
開
校
当
初

か
ら
掲
げ
て
き
た
校
訓
を
さ
ら
に
伝
わ
り
や
す
く
、
意
識

し
て
い
け
る
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
熱
意
と
今
ま
で
行

っ
て
き
た
教
育
を
超
え
る
と
い
う
覚
悟
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
で
き
た
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
も
、
私
た
ち
は
不
変
の
も
の
と
進
化
さ
せ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
見
極
め
、
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
よ
り
よ
い
教
育
を
追
及
し
て
い
く
所
存
で
す
。

そ
の
た
め
に
「
意
志
・
表
現
・
感
謝
」
と
い
う
校
訓
の
キ

ー
ワ
ー
ド
の
成
り
立
ち
に
表
さ
れ
る
よ
う
な
本
校
の
積

極
的
な
姿
勢
を
よ
き
伝
統
と
し
、
邁
進
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。 

 

 

お
知
ら
せ 

今
年
度
父
母
会
長
を
お
願
い
し
た
平

康
さ
ん
は
ご
都
合
に
よ
り
お
子
様
が
転
校
さ
れ
た

た
め
，
後
期
よ
り
副
会
長
の
和
田
さ
ん
に
会
長
を
務

め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

２０１６年１２月１４日 
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日々の学校生活の中で、子どもたちは様々な活動を行っています。今回、ご紹介したものはほんの一部

です。ぜひ、その他の学校の取り組みについてもお子さんから話を聞く機会を作っていただければ幸いで

す。今後もご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。 

社
会
科
の
「
く
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
」

の
学
習
の
中
で
、
府
中
市
郷
土
の
森
博
物

館
へ
行
き
ま
し
た
。
こ
の
博
物
館
で
は
、

敷
地
全
体
を
府
中
市
の
縮
図
と
し
て
と
ら

え
、
か
つ
て
市
内
に
あ
っ
た
江
戸
時
代
か

ら
昭
和
初
期
の
建
物
八
棟
を
移
築
・
復
元

し
て
い
ま
す
。
学
芸
員
の
方
が
特
に
解
説

し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
府
中
市
若
松
町

に
あ
っ
た
茅
葺
き
農
家
の
「
旧
河
内
家
住

宅
」
で
す
。
土
間
や
各
部
屋
の
役
割
、
か

ま
ど
や
囲
炉
裏
の
使
い
方
な
ど
、
昔
の
く

ら
し
方
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
常

設
展
示
室
で
は
、
か
ま
ど
で
使
わ
れ
る
台

所
用
品
の
使
い
方
を
教
え
て
い
た
だ
き
、

昔
の
人
が
色
々
な
物
を
リ
サ
イ
ク
ル
し
て

最
後
ま
で
使
っ
て
い
た
と
い
う
知
恵
や
、

言
葉
の
語
源
な
ど
に
つ
い
て
の
お
話
を
う

か
が
い
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
今
ま
で

以
上
に
昔
の
く
ら
し
に
興
味
を
持
ち
、
昔

の
も
の
の
よ
さ
や
不
便
さ
を
感
じ
つ
つ

も
、
色
々
な
も
の
を
生
み
出
し
て
き
た
昔

の
人
々
の
知
恵
に
驚
い
て
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
田
端
史
子
） 

 

昨
年
度
ま
で
は
次
年
度
の
収
穫
祭
に
向

け
て
五
年
生
の
後
半
か
ら
農
園
で
ジ
ャ
ガ

イ
モ
を
育
て
て
い
ま
し
た
が
、
連
作
障
害

な
ど
の
影
響
で
今
年
度
は
玉
ね
ぎ
を
育
て

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
今
年
度
が
初
め
て

と
い
う
こ
と
で
、
上
手
く
育
て
ら
れ
る
か

は
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
夏
に
は
多
く

の
玉
ね
ぎ
が
収
穫
で
き
る
よ
う
に
頑
張
っ

て
い
き
た
い
で
す
。
さ
て
、
先
日
農
園
に

て
玉
ね
ぎ
を
育
て
る
た
め
の
畝
作
り
、
苗

植
え
を
行
い
ま
し
た
。
十
一
月
に
入
っ
て

い
る
に
も
関
わ
ら
ず
虫
に
苦
戦
し
な
が
ら

も
、
精
一
杯
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

畝
作
り
で
は
、
周
り
の
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と

協
力
し
な
が
ら
土
を
積
み
上
げ
、
平
ら
に

し
、
マ
ル
チ
を
上
手
に
張
っ
て
い
ま
し
た
。

苗
植
え
で
は
、
か
細
い
玉
ね
ぎ
の
苗
を
大

切
そ
う
に
扱
い
、
一
本
一
本
丁
寧
に
植
え

る
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
大
切
に
植
え
た

苗
が
、
今
後
順
調
に
成
長
し
て
い
く
よ
う

に
み
ん
な
で
見
守
っ
て
い
き
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
井
航
） 

 

身
近
な
生
物
の
驚
き
の
生
態
、
歴
史
上

の
人
物
に
ま
つ
わ
る
逸
話
、
宇
宙
の
神
秘

な
ど
、
各
々
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
研
究
に

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。「
知
り
た
い
」
と

い
う
好
奇
心
が
研
究
の
出
発
点
で
す
。 

テ
ー
マ
が
決
ま
る
と
、
さ
っ
そ
く
調
べ

て
い
き
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る

情
報
収
集
の
み
な
ら
ず
、
信
頼
で
き
る
文

献
を
探
す
こ
と
も
大
切
で
す
。
夏
休
み
中
、

研
究
に
関
す
る
史
跡
、
資
料
館
、
工
場
な

ど
を
訪
れ
た
子
も
多
く
い
ま
し
た
。 

次
は
、
ス
ラ
イ
ド
作
り
で
す
。
パ
ワ
ー

ポ
イ
ン
ト
の
機
能
を
効
果
的
に
使
い
な
が

ら
、
分
か
り
や
す
く
ま
と
め
て
い
き
ま
す
。

文
字
の
大
き
さ
や
色
づ
か
い
、
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
は
試
行
錯
誤

し
な
が
ら
作
り
込
ん
で
い
ま
し
た
。 

そ
の
よ
う
に
し
て
臨
ん
だ
十
一
月
の
研

究
発
表
会
は
、
新
し
い
発
見
の
連
続
と
な

る
楽
し
い
時
間
で
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の

知
的
好
奇
心
の
扉
が
、
大
き
く
開
い
た
こ

と
で
し
ょ
う
。 

作
品
展
で
は
、
六 

年
生
の
展
示
教
室
で 

研
究
発
表
会
の
様
子 

を
放
映
い
た
し
ま
す
。 

半
年
間
の
研
究
の
成 

果
を
、
ぜ
ひ
ご
覧
い 

た
だ
け
れ
ば
と
思
い 

ま
す
。（
猪
狩 

裕
亮
） 

  



 

一
年
生
は
、
二
年
生
主
催
の
「
み
ん
な

の
広
場
」
に
招
待
さ
れ
ま
し
た
。
二
年
生

の
子
ど
も
た
ち
は
、「
一
年
生
に
喜
ん
で
も

ら
お
う
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
催
し
物
を
考

え
、
グ
ル
ー
プ
毎
に
分
か
れ
て
取
り
組
ん

で
い
た
よ
う
で
す
。
当
日
、
一
年
生
が
ド

キ
ド
キ
し
な
が
ら
会
場
で
あ
る
体
育
館
に

入
る
と
、
二
年
生
が
拍
手
で
出
迎
え
る
温

か
い
雰
囲
気
、
そ
し
て
い
つ
も
と
違
う
体

育
館
の
風
景
に
子
ど
も
た
ち
の
目
は
輝
い

て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
み
ん
な
の
広
場

の
時
間
が
始
ま
る
と
、
二
年
生
の
相
手
の

こ
と
を
考
え
た
動
き
や
話
し
方
に
、
一
年

生
は
安
心
し
て
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
そ

の
後
、
教
室
に
戻
る
と
、「
す
ご
く
楽
し
か

っ
た
。」「
二
年
生
が
優
し
か
っ
た
。」「
今

度
は
自
分
た
ち
が
次
の
一
年
生
に
や
っ
て

あ
げ
た
い
。」
な
ど
の
声
が
聞
こ
え
、
ど
の

子
も
笑
顔
で
し
た
。
一
番
身
近
な
お
兄
さ

ん
、
お
姉
さ
ん
か
ら
、
と
て
も
よ
い
刺
激

を
も
ら
い
、
来
年
へ
の
目
標
を
持
つ
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。 

 
 
 

（
蒲
谷
誠
一
） 

 

二
年
生
は
、
十
一
月
に
秋
の
散
歩
に
行

っ
て
き
ま
し
た
。
今
回
の
散
歩
で
は
、
植

物
や
生
き
物
の
様
子
を
春
の
遠
足
の
と
き

と
比
べ
て
観
察
し
た
り
、
落
ち
葉
や
木
の

実
、
小
枝
な
ど
を
拾
っ
た
り
し
て
き
ま
し

た
。
春
に
訪
れ
た
と
き
に
は
、
青
々
と
し

た
木
々
や
鮮
や
か
な
色
の
草
花
が
見
ら
れ

た
場
所
が
、
赤
や
黄
色
に
紅
葉
し
た
景
色

に
変
わ
っ
て
い
て
、
季
節
の
変
化
を
十
分

に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、

お
昼
休
み
に
は
、
広
々
と
し
た
原
っ
ぱ
を

駆
け
回
っ
た
り
転
が
っ
た
り
、
た
っ
ぷ
り

と
遊
ん
で
過
ご
す
時
間
も
あ
り
、
ク
ラ
ス

や
学
年
の
交
流
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
作
品
展
で
展
示
す
る
「
お
気
に
入

り
マ
ッ
プ
」
と
「
森
の
ピ
ザ
」
は
、
秋
の

散
歩
の
ま
と
め
と
し
て
取
り
組
ん
だ
活
動

で
す
。
ど
ち
ら
も
、
子
ど
も
た
ち
の
豊
か

な
表
現
力
が
大
い
に
発
揮
さ
れ
た
作
品
と

な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
の
総
合
は
、
桐
光

郵
便
局
の
開
局
と
、
成
長
ア
ル
バ
ム
作
り

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
ポ
ス
ト
の
観
察
や

写
真
の
用
意
な
ど
で
、
保
護
者
の
皆
様
に
、

ご
協
力
い
た
だ
く
場
面
も
あ
り
ま
す
。
そ

の
際
は
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

（
髙
橋
健
一
） 

 

十
一
月
九
日
（
水
）
に
黒
川
東
営
農
団

地
に
あ
る
柿
農
園
に
社
会
科
見
学
に
行
き

ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
事
前
に
柿
農

園
で
育
て
て
い
る
次
郎
柿
、
富
有
柿
、
禅

寺
丸
柿
を
じ
っ
く
り
調
べ
、
見
分
け
る
力

を
磨
い
て
か
ら
見
学
に
臨
み
ま
し
た
。
柿

農
園
は
北
風
の
吹
き
さ
ら
す
厳
し
い
環
境

で
し
た
が
、
農
園
主
の
志
村
さ
ん
の
お
話

に
耳
を
傾
け
、
た
く
さ
ん
の
メ
モ
を
取
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
広
い
農
園
の
農
作

業
に
使
う
草
刈
り
用
の
車
両
や
消
毒
用
の

車
両
に
、
子
ど
も
た
ち
は
興
味
津
々
の
様

子
で
し
た
。
最
後
に
、
柿
の
収
穫
体
験
を

行
い
ま
し
た
。
一
つ
ひ
と
つ
の
柿
を
じ
っ

く
り
眺
め
、
と
っ
て
お
き
の
柿
を
選
別
す

る
子
ど
も
た
ち
の
表
情
は
、
真
剣
そ
の
も

の
で
し
た
。 

見
学
後
、
社
会
の
授
業
で
見
学
の
ま
と

め
と
な
る
「
柿
づ
く
り
紙
芝
居
」
を
グ
ル

ー
プ
ご
と
に
作
成
し
ま
し
た
。
今
週
末
に

行
わ
れ
る
作
品
展
で
展
示
す
る
予
定
で
す

の
で
、
三
年
生
の
子
ど
も
た
ち
が
ど
の
よ

う
な
こ
と
を
学
ん
だ
の
か
、
ぜ
ひ
紙
芝
居

で
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 
 

（
島
本
浩
樹
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日頃の様々な活動において，実際の実践を厳選し，そこでの様子や指導のねらいなどを

ご紹介します。 

 

 

図工の授業は，児童の成長に沿うように学年に応じて様々な制作活動を取り入れてい

ます。発想の豊かさ，道具を正しく使い，考えて取り組む姿勢などを主に学んでいけるよ

うに活動しています。現在は間近に迫った作品展の展示準備を全学年で行っています。作

品展は普段の授業で制作した作品を展示する展覧会です。今年は１２月１７日（土）に行

われます。当日はそれぞれの作品をじっくりご覧いただき，お子さんから作品に取り組ん

だ時の話を聞きながら鑑賞していただくと，制作していく中での子どもたちの思いや取

り組んでいる様子，試行錯誤をしてきた姿が伝わってくるのではないかと思います。ま

た，全学年を通して観ていく中で，思考の深まりや，技術の 

向上などの成長も感じていただけるのではないでしょうか。 

保護者の方々には，その頑張りを見つけて認め，褒めていただ 

きたいと願っています。そうしたことが，子どもたちの意欲を 

高め，今後の更なる成長にもつながっていくと確信していま 

す。是非，ご来校ください。         （大矢高弓） 

作品展は，毛筆書写の授業にとって１年間の総まとめです。４年生は半紙に，５年生と

６年生は三枚判（半紙を三枚つなげた大きさ）にそれぞれ毛筆で課題の文字に挑みました。

４年生は，まだ毛筆をうまく使えないけど，今までやってきたことを思い出して目の前の

文字に集中して書いていました。５年生は，初めて書く長い紙に悪戦苦闘しながら挑戦し

ました。その中で，名前が気に入らないと書き直す子がいたり，あきらめてしまいそうに

なったりした子がいましたが，最後まであきらめないで取り組むことの大切さを学んだよ

うです。６年生は，３年間の経験を文字で表現できるように頑張って書きました。さすが

に経験者は落ち着いて書いているなと感心しました。小学校 

を卒業すると毛筆を使って文字を書くことは本当に少なく 

なってしまいますが，毛筆で文字を書くということだけで日 

本の伝統につながっていくことですので大人になっても忘れ 

ないことでしょう。また，５年生と６年生の全員で来年の干支 

「酉」(鳥)を色紙に書きました。いろいろな「酉」(鳥)を見て 

楽しんでもらえればと思っております。（宮野弘毅） 

 


