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群
読
で
表
現
し
よ
う

使
用
教
材
「
扇
の
的
」（
二
年
）

１　

は
じ
め
に

　

本
校
で
は
、
一
年
生
で
谷
川
俊
太
郎
さ
ん
の
詩

「
朝
の
リ
レ
ー
」
の
群
読
台
本
を
つ
く
っ
て
読
ん

だ
り
、『
平
家
物
語
』
の
「
坂さ
か

落お
と
し

」
の
場
面
を
ク

ラ
ス
全
員
で
群
読
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、「
扇
の
的
」
で
は
、
十
人
程
度
の
グ
ル
ー
プ

で
群
読
を
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
少
人
数
で

の
群
読
は
、
お
互
い
の
発
表
を
聞
き
合
え
る
の
が

よ
い
と
こ
ろ
で
す
。
仲
間
た
ち
の
声
の
表
現
を
聞

く
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
表
現
を
振
り
返
っ
た
り

工
夫
し
よ
う
と
し
た
り
、
学
び
合
い
が
生
ま
れ
る

か
ら
で
す
。
ま
た
、
与
一
役
や
ナ
レ
ー
タ
ー
役
を

よ
り
多
く
の
生
徒
に
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る

の
も
、
少
人
数
で
行
う
群
読
の
よ
い
点
で
す
。

２　

指
導
計
画
（
全
五
時
間
）

　
目
標

▼
「
扇
の
的
」
の
文
章
を
読
ん
で
、
場
面
の
様
子

や
状
況
、
登
場
人
物
た
ち
の
心
情
を
想
像
す
る
。

▼
今
と
違
う
中
世
の
武
士
な
ら
で
は
の
と
こ
ろ
を

い
の
で
、
対
句
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
分
け
て

読
む
な
ど
、
群
読
の
表
現
が
よ
り
豊
か
に
な
る
よ

う
な
助
言
を
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
し
て
「
読
み
担
い
」
に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ

ま
す
。
声
質
も
考
慮
し
な
が
ら
担
当
を
決
め
る
よ

う
指
導
し
ま
す
。
生
徒
た
ち
は
「
扇
は
優
雅
に
舞

う
か
ら
女
子
の
声
が
い
い
」
な
ど
と
話
し
合
い
ま

す
。
ま
た
、
単
純
に
一
人
ず
つ
読
み
を
担
当
す
る

の
で
は
な
く
、
群
読
で
は
「
声
を
重
ね
る
部
分
」

を
つ
く
っ
た
ほ
う
が
よ
い
こ
と
を
告
げ
、
声
を
重

ね
る
必
然
性
の
あ
る
と
こ
ろ
を
考
え
さ
せ
る
よ
う

に
し
ま
す
。
そ
の
と
き
も
「
こ
の
場
面
を
映
像
化

し
た
と
き
に
何
が
印
象
的
に
映
し
出
さ
れ
る
だ
ろ

う
」
と
、
映
像
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
と
よ

い
で
し
ょ
う
。
す
る
と
生
徒
か
ら
「
鏑
矢
が
扇
に

当
た
る
瞬
間
は
、
扇
と
鏑
矢
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

し
て
映
し
出
さ
れ
る
か
ら
、
扇
と
鏑
矢
の
役
が

い
っ
し
ょ
に
読
む
よ
う
に
し
よ
う
」
な
ど
の
ア
イ

デ
ア
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

群
読
台
本
は
、
教
師
が
あ
ら
か
じ
め
プ
ラ
ン
を

考
え
て
お
く
こ
と
が
大
事
で
す
が
、
基
本
的
に
生

徒
た
ち
か
ら
出
て
き
た
意
見
を
も
と
に
分
担
を
決

め
、
台
本
づ
く
り
を
さ
せ
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

■
読
み
方
を
考
え
、練
習
を
す
る（
第
三・四
時
）

　
『
平
家
物
語
』
は
武
家
物
語
ら
し
い
読
み
方
を

さ
せ
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
教
師
が
「
こ
ろ
は
二に
ん

考
え
た
り
、
心
情
な
ど
今
の
自
分
た
ち
に
通
じ

る
と
こ
ろ
を
考
え
た
り
し
て
読
む
。

▼
発
表
の
し
か
た
を
工
夫
し
、
全
員
で
協
力
し
て

発
表
を
行
う
。

		

第
一
時　

内
容
を
大
ま
か
に
つ
か
む

　

・
全
員
で
音
読
す
る
。

　

・
グ
ル
ー
プ
分
け
を
す
る
。

		

第
二
時　

群
読
台
本
を
つ
く
る

　

・
ど
ん
な
役
を
立
て
る
か
、
原
文
を
読
み
込
ん

　
　

で
決
め
る
。

　

・
配
役
を
決
め
る
。

		

第
三
・
四
時　

読
み
方
を
考
え
、
練
習
を
す
る

　

・
場
面
の
様
子
や
登
場
人
物
の
心
情
を
話
し
合

　
　

い
、
読
み
方
を
工
夫
す
る
。

　

・
練
習
を
し
て
練
り
上
げ
る
。

		

第
五
時　

発
表

　

・
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
を
す
る
。

　

・
他
の
グ
ル
ー
プ
が
工
夫
し
て
い
る
点
な
ど
に

　
　

注
意
し
な
が
ら
聞
く
。

　

・
教
師
の
講
評

月ぐ
わ
つ

…
…
」
と
時
代
劇
の
よ
う
な
重
々
し
い
読
み
方

を
披
露
し
て
み
せ
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
扇
の
的
」
で
は
、
与
一
役
の
読
み
を
磨
く
と
、

そ
れ
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
群
の
読
み
全
体

が
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
与
一
の

「
南
無
八
幡
大
菩
薩
…
…
」
と
い
う
長
い
せ
り
ふ

を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
が
鍵
に
な
り
ま
す
。
生
徒

た
ち
に
は
、
こ
の
部
分
の
与
一
の
心
情
を
話
し
合

わ
せ
、
ど
う
工
夫
し
て
読
め
ば
い
い
か
考
え
さ
せ

ま
す
。

　

ま
た
、
最
後
の
「
あ
、
射
た
り
。」
と
「
情
け

な
し
。」
の
読
み
も
工
夫
し
が
い
の
あ
る
と
こ
ろ

で
す
。
教
師
は
「
こ
う
読
み
な
さ
い
」
で
は
な
く

「
こ
こ
を
工
夫
し
て
ご
ら
ん
」
と
、「
工
夫
の
し
ど

こ
ろ
」
を
教
え
る
よ
う
に
し
ま
す
。
ど
の
よ
う
に

読
む
か
は
生
徒
自
身
に
考
え
さ
せ
る
の
で
す
。

■
発
表
（
第
五
時
）

　

発
表
の
前
に
「
私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
〜
と
い

う
点
を
工
夫
し
ま
し
た
」
と
、
自
分
た
ち
の
群
読

の
工
夫
を
説
明
さ
せ
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

聞
き
手
は
そ
こ
に
気
を
つ
け
な
が
ら
発
表
を
聞
く

よ
う
に
な
り
、
感
想
を
述
べ
る
と
き
も
「
間
の
取

り
方
を
工
夫
し
た
と
言
っ
て
い
て
、
た
し
か
に
工

夫
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
も
う
少
し
長
め
に
間
を

取
っ
た
ほ
う
が
よ
り
効
果
的
だ
と
思
い
ま
し
た
」

な
ど
と
、
具
体
的
に
話
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

３　

指
導
の
実
際

■
群
読
台
本
を
つ
く
る
（
第
二
時
）

　

生
徒
た
ち
に
は
原
文
を
掲
載
し
た
プ
リ
ン
ト
を

配
布
し
、
そ
れ
に
書
き
込
ん
で
台
本
づ
く
り
を
さ

せ
ま
す
。
群
読
で
は
「
読
み
分
か
ち
」（
ど
ん
な

役
が
ど
こ
を
読
む
か
）
と
「
読
み
担
い
」（
誰
が

ど
う
読
む
か
）
を
工
夫
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

ど
う
工
夫
す
る
か
を
考
え
る
過
程
で
、
生
徒
た
ち

が
そ
れ
ぞ
れ
の
教
材
解
釈
を
自
由
に
出
し
合
い
、

他
の
読
み
に
触
れ
て
自
分
の
読
み
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
す
。

　

ま
ず
、「
読
み
分
か
ち
」
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ

ご
と
に
話
し
合
わ
せ
ま
す
。
生
徒
た
ち
は
、
与
一
、

源
氏
軍
、
平
家
軍
、
ナ
レ
ー
タ
ー
と
い
う
役
を
挙

げ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
以
上
思
い
つ
か
な
い

よ
う
だ
っ
た
ら
、
教
師
が
「
他
に
も
『
何
が
ど
う

な
っ
た
』
と
い
う
視
点
で
役
を
考
え
て
ご
ら
ん
」、

「
こ
の
場
面
を
映
像
化
す
る
と
し
た
ら
、
何
が
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
な
ど
と
投
げ
か

け
る
と
、
扇
、
鏑か
ぶ
ら

矢
、
風
、
舟
な
ど
の
役
が
挙
が

り
ま
す
。
さ
ら
に
「
扇
の
的
」
は
対
句
表
現
が
多

４　

お
わ
り
に

　

群
読
は
練
習
が
進
ん
で
い
く
と
、
個
々
の
読
み

が
影
響
し
合
い
、
響
き
合
っ
て
お
互
い
の
高
め
合

い
が
生
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
群
読
を
取
り
入
れ
る

こ
と
の
、
そ
の
発
表
に
向
け
て
力
を
合
わ
せ
る
こ

と
の
よ
さ
を
実
感
す
る
瞬
間
で
す
。

　
『
平
家
物
語
』
は
、
重
厚
で
躍
動
感
に
あ
ふ
れ
、

読
ん
で
い
て
気
持
ち
の
よ
い
文
体
で
す
。
群
読
の

楽
し
み
を
存
分
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
古
典
だ

と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
談
）
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