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門真市立砂子小学校の取り組み 
中国にルーツをもつ子どもたちのために

高
た か は し

橋 朋
と も

子
こ

大阪大学非常勤講師、日本学術振興会特別研究員

中国と日本、ふたつのルーツをもつ子どもたちが多く通う門真市立砂子小学校。

ふたつの文化に興味をもち、理解を深めるためのさまざまな取り組みが、教師と児童の二人三脚ですすめられている。

日
本
語
教
室
の一コ
マ

「
一
、
二
、
三
、
四
、
五
…
…
」
と
親
指
に
力
を
入
れ
て
、

数
字
を
一
生
懸
命
数
え
る
王
く
ん
の
声
が
教
室
に
響
く
。

「
一
〇
！
」
と
同
時
に
「
う
わ
、
負
け
や
ー
」
と
残
念
そ

う
に
い
う
先
生
を
見
て
、
い
つ
も
は
黙
っ
て
い
る
静
か
な

王
く
ん
が
ニ
ッ
コ
リ
と
得
意
満
面
に
笑
う
。
こ
こ
は
砂す

な

子ご

小
学
校
の
日
本
語
教
室
、
王
く
ん
と
先
生
が
指
ず
も
う
を

し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
後
、
い
ろ
い
ろ
な
表
情
が
並
ん
だ

絵
カ
ー
ド
を
見
て
王
く
ん
は
「
や
っ
た
ー
！
」
の
笑
顔
を

指
差
す
。「
こ
れ
は
『
う
れ
し
い
で
す
』
や
ね
」
と
先
生

が
い
う
と
、
王
く
ん
が
「
う
れ
し
い
で
す
」
と
続
け
る
。

来
日
当
初
は
、
首
を
横
に
振
る
か
縦
に
振
る
か
、
で
し
か

意
思
表
示
が
で
き
な
か
っ
た
王
く
ん
だ
が
、
三
カ
月
目
の

今
日
の
授
業
で
は
「
こ
の
こ
と
ば
に
漢
字
あ
る
？
」「
そ

れ
知
っ
て
る
」
な
ど
積
極
的
に
自
分
か
ら
話
す
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
砂
子
小
学
校
で
は
、
五
人
の
先
生
（
一
人

は
中
国
語
の
先
生
）
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ツ
を
も
つ
子

ど
も
た
ち
の
日
本
語
支
援
や
中
国
語
に
よ
る
母
語
支
援
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
来
る
ま
で
に
は
試
行
錯
誤
の
連
続

だ
っ
た
よ
う
だ
。「
い
ろ
ん
な
先
生
が
日
本
語
教
室
を
担

当
し
た
ほ
う
が
い
い
」
と
い
う
坂
田
校
長
先
生
の
方
針
か

ら
、
二
年
ご
と
に
日
本
語
教
室
の
担
当
教
師
が
交
代
す
る
。

日
本
語
教
育
の
プ
ロ
で
は
な
い
先
生
た
ち
は
、
目
の
前
の

子
ど
も
を
何
と
か
し
た
い
と
教
授
法
や
教
材
選
択
に
悪
戦

苦
闘
を
重
ね
て
自
分
な
り
の
や
り
方
を
会
得
し
て
い
く
。

週
に
一
度
日
本
語
支
援
に
訪
れ
て
い
る
わ
た
し
に
ま
で
、

「
な
ん
で
も
い
い
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
だ
さ
い
」
と
助

言
を
求
め
ら
れ
た
。「
わ
か
る
授
業
」
と
い
う
原
点
に
立

ち
返
る
た
め
の
打
ち
合
わ
せ
が
連
日
遅
く
ま
で
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
よ
う
だ
。
日
本
語
教
室
は
子
ど
も
た
ち
だ
け
で

は
な
く
、
教
師
自
身
を
も
大
き
く
成
長
さ
せ
て
い
る
場
で

あ
る
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。

砂
子
小
学
校
の
取
り
組
み

門か
ど

真ま

市
立
砂
子
小
学
校
の
校
区
に
は
、
中
国
帰
国
者
が

集
住
し
て
い
る
三
つ
の
府
営
住
宅
が
あ
り
、
小
学
校
に
は

中
国
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
子
ど
も
た
ち
が
約
一
〇
〇
人
（
全

校
児
童
の
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
も
在
籍
し
て
い
る
。
校
内

で
は
大
声
で
中
国
語
を
話
す
子
ど
も
た
ち
の
姿
が
普
通
に

見
ら
れ
、
中
国
語
が
飛
び
交
う
こ
の
状
況
は
、
日
本
人
児

童
に
も
自
然
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
参
観
日
に
、
二

年
生
女
児
の
保
護
者
に
「
お
子
さ
ん
は
中
国
の
友
だ
ち
と

遊
ん
で
い
ま
す
か
」
と
聞
い
て
み
た
と
こ
ろ
「
毎
日
遊
ん

で
ま
す
よ
、
娘
に
は
日
本
と
か
中
国
と
か
い
う
区
別
は
な

い
み
た
い
、『
友
だ
ち
や
し
遊
ん
で
る
』
っ
て
感
じ
で
す
。

わ
た
し
は
こ
れ
か
ら
中
国
語
の
時
代
や
し
『
中
国
語
教
え

て
も
ら
い
』
っ
て
い
っ
て
る
ん
や
け
ど
」
と
笑
い
な
が
ら

答
え
て
く
れ
た
。
保
護
者
に
も
こ
の
環
境
は
ご
く
自
然
に

受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

「
中
国
の
子
ど
も
た
ち
は
、
ふ
た
つ
の
ル
ー
ツ
を
も
っ
て

い
る
ん
や
か
ら
、
二
倍
幸
せ
に
な
ら
な
あ
か
ん
」
と
い
う

校
長
先
生
の
こ
と
ば
が
示
す
と
お
り
、
こ
の
学
校
で
は
中

国
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
子
ど
も
た
ち
が
生
き
生
き
と
活
動
で

き
る
機
会
が
多
い
。
こ
の
一
年
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、

「
フ
ィ
エ
ス
タ
す
な
ご
」、「
門
真
市
民
族
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
」、「
門
真
春
節
祭
」
な
ど
砂
子
小
学
校
の
国
際
理
解
教

育
を
地
域
に
発
信
す
る
イ
ベ
ン
ト
が
目
白
押
し
で
あ
っ
た
。

日
本
語
教
室
か
ら
は
、
男
子
児
童
に
よ
る
獅し

し子
舞ま

い

、
女

子
児
童
に
よ
る
「
竹
結
舞
」、「
火
把

（
た
い
ま
つ
祭

り
）」
の
踊
り
が
披
露
さ
れ
、
大
喝
采
を
浴
び
て
い
た
。

低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
は
、
舞
台
に
立
つ
誇
ら
し
げ
で

堂
々
と
し
た
高
学
年
の
姿
に
数
年
後
の
自
分
を
重
ね
合
わ

せ
、「
中
国
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
わ
た
し
」
に
気
づ
き
、
誇

り
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
だ
。
不
登
校
気
味
だ
っ
た
女
の

子
が
、「
民
族
衣
装
を
着
て
踊
り
た
い
」
一
心
で
学
校
に

来
て
誰
よ
り
も
熱
心
に
練
習
し
、
本
番
で
素
晴
ら
し
い
舞

踊
を
披
露
し
た
の
だ
が
、
そ
の
達
成
感
が
彼
女
を
強
く
し

た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
後
は
休
む
こ
と
も
な
く
学
校
生
活

を
送
っ
て
い
る
。
砂
子
小
学
校
を
訪
れ
る
人
は
、
わ
た
し

も
そ
う
だ
っ
た
の
だ
が
、
子
ど
も
た
ち
が
非
常
に
元
気
で

の
び
の
び
過
ご
し
て
い
る
こ
と
に
き
っ
と
驚
く
だ
ろ
う
。

「
中
国
に
ル
ー
ツ
が
あ
る
」
こ
と
は
彼
ら
に
と
っ
て
マ
イ

ナ
ス
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
プ
ラ
ス
で
「
ち
ょ
っ
と
自
慢
」

（
一
年
生
男
児
）
で
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
多
文
化
共
生
」の
場
と
し
て
の
砂
子
小
学
校

も
ち
ろ
ん
こ
ん
な
砂
子
小
学
校
で
も
課
題
は
少
な
く
な

い
。
た
と
え
ば
、
日
本
生
ま
れ
の
「
中
国
に
ル
ー
ツ
を
も

つ
」
子
ど
も
た
ち
は
、
親
子
の
絆き

ず
な
の
言
語
で
あ
る
中
国
語

が
話
せ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。「
わ
た
し
の
娘
に
中
国

語
を
し
っ
か
り
教
え
な
か
っ
た
こ
と
を
今
で
も
後
悔
し
て

る
ん
で
す
」
と
い
う
中
国
語
の
先
生
は
、
同
じ
思
い
を
保

護
者
に
さ
せ
た
く
な
い
と
土
曜
日
に
図
書
室
を
利
用
し
て

中
国
語
母
語
教
室
を
開
い
て
い
る
。「
親
子
で
深
い
話
を

す
る
た
め
に
、
子
ど
も
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
保
持
の
た

め
に
、
子
ど
も
が
親
の
祖
国
に
誇
り
を
も
つ
た
め
に
、
家

庭
で
も
っ
と
も
っ
と
中
国
語
を
話
し
て
ほ
し
い
」
と
中
国

語
の
先
生
は
日
々
親
へ
の
啓
発
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、

「
学
校
の
勉
強
の
ほ
う
が
大
事
」
と
い
う
親
が
多
く
、
母

語
保
持
の
重
要
性
が
理
解
さ
れ
る
の
に
は
ま
だ
ま
だ
時
間

が
か
か
り
そ
う
だ
。

だ
が
、
声
高
に
「
多
文
化
共
生
」
を
叫
ば
な
く
て
も
、

小
さ
な
取
り
組
み
を
日
々
ひ
と
つ
ず
つ
積
み
重
ね
て
保
護

者
や
地
域
を
も
巻
き
込
ん
で
い
く
な
か
で
、
砂
子
小
学
校

は
「
日
本
の
子
ど
も
た
ち
も
中
国
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
子
ど

も
た
ち
も
互
い
に
そ
の
違
い
を
認
め
合
い
、
胸
を
張
っ
て

生
き
て
い
け
る
場
」
と
し
て
着
実
に
歩
を
進
め
て
い
る
。

校
歌
の
な
か
の
「
～
翼
に
傷
が
つ
い
た
そ
ん
な
と
き
に
こ

そ　

深
い
絆
で
結
ば
れ
た　

友
情
と
共
に　

帯
着
友
情
和

勇
気　

携
手
迎
向
光
明
未
来　

前
を
見
て
進
む　

友
情
と

共
に
～
」
と
い
う
歌
詞
は
そ
の
姿
を
象
徴
し
て
い
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

フィエスタすなごで３年生が披露する「中国ごま」

民族フェスティバルで踊りを
披露する５年生女子児童

１年生の日本語初期指導 
１対１で丁寧におこなわれている 

砂子小学校の玄関に入ると、日中両言語のあいさつが迎えてくれる

門真市立砂子小学校　http://www.cwk.zaq.ne.jp/k-sunago/


