
伝
統
的
な
言
語
文
化
に

　
　
　
　
　
親
し
む
た
め
の

「伝統的な
    言語文化」に
　       親しむ

　

神
奈
川
県
生
ま
れ
。
平
塚
市
立
横
内
小
学
校
総
括
教
諭
。
神
奈
川
県

立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
「『
国
語
力
』
育
成
に
関
す
る
教
材
開
発
に
向
け

た
基
礎
研
究
」
調
査
研
究
協
力
者
な
ど
を
務
め
る
。
朝
日
新
聞
「
花
ま

る
先
生
」
等
で
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
実
践
を
紹
介
す
る
。

こ
せ
む
ら
・
よ
し
み

次
ペ
ー
ジ
よ
り
、
私
の
授
業
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

授
業
の
ア
イ
デ
ア

　

子
ど
も
た
ち
が
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親
し

む
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
授
業
が
考
え
ら
れ
る
で

し
ょ
う
か
。

　
『
わ
か
る
、
伝
わ
る
、
古
典
の
こ
こ
ろ
』（
光
村

教
育
図
書
）
な
ど
の
著
書
が
あ
り
、
以
前
か
ら
古

典
の
授
業
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
小
瀬
村
良
美

先
生
に
、
指
導
の
う
え
で
心
が
け
た
い
こ
と
や
、

先
生
が
実
際
に
行
っ
た
授
業
を
ご
紹
介
い
た
だ
き

ま
し
た
。

 

は
じ
め
に

　

古
い
に
し
えの
人
は
日
本
の
四
季
が
織
り
成
す
花
鳥
風
月

の
変
化
を
楽
し
み
ま
し
た
。
長
い
時
を
経
て
受
け

継
が
れ
て
き
た
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
は
、
現

代
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
の
生
活
や
言
葉
の
土
壌

と
な
っ
て
お
り
、
五
七
・
七
五
調
の
リ
ズ
ム
は
も

と
よ
り
、
初
め
て
聞
い
た
漢
詩
や
古
文
に
も
興
味

を
示
す
子
は
多
く
い
ま
す
。
一
方
で
昔
話
を
知
ら

な
い
子
、
伝
統
的
な
行
事
を
経
験
し
た
こ
と
が
な

い
子
、
季
節
感
の
な
い
生
活
を
し
て
い
る
子
も
多

い
と
感
じ
ま
す
。

　
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
に
親
し
む
こ
と
は
、

子
ど
も
た
ち
の
言
語
生
活
を
豊
か
に
し
ま
す
。
そ

の
た
め
に
、
言
語
生
活
へ
の
広
が
り
を
視
野
に
入

れ
、
子
ど
も
た
ち
の
生
活
の
中
の
言
葉
に
つ
な
げ

る
実
践
を
心
が
け
た
い
も
の
で
す
。

　

今
春
か
ら
の
教
科
書
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
材

が
収
め
ら
れ
ま
し
た
。
高
学
年
に
は
、
長
年
、
中

学
校
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
き
た
古
典
が
多
く
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
に
ふ
れ
る
よ
さ
を
再

認
識
し
ま
し
た
が
、
中
学
校
の
先
取
り
で
は
な
く
、

小
学
生
の
知
識
や
言
語
経
験
で
興
味
を
示
す
も
の

を
選
ん
で
い
く
必
要
性
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
、

子
ど
も
た
ち
の
日
常
生
活
と
の
か
か
わ
り
（
季
節
、

行
事
な
ど
）
や
国
語
科
以
外
の
他
教
科
と
の
関
連
、

学
校
全
体
の
取
り
組
み
の
視
点
も
重
要
で
す
。
教

科
書
だ
け
に
頼
ら
ず
、
年
間
計
画
の
中
に
、
ど
の

素
材
を
学
習
材
と
し
て
活
か
し
て
い
く
か
、
地
域

ゆ
か
り
の
素
材
を
開
拓
で
き
る
か
、
積
極
的
に
挑

戦
し
て
い
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。 　

　

学
習
活
動
と
し
て
は
、「
音
読
」
が
重
要
視
さ

れ
て
い
ま
す
。〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
も
つ

言
葉
や
文
の
リ
ズ
ム
や
響
き
を
味
わ
う
に
は
、
ま

ず
は
読
み
親
し
む
こ
と
が
大
事
で
す
。し
か
し「
内

容
の
大
体
を
知
る
」「
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や

感
じ
方
を
知
る
」「
三
領
域
を
通
し
て
指
導
す
る
」

こ
と
に
も
留
意
し
た
い
も
の
で
す
。
た
だ
声
に
出

し
て
読
む
の
で
は
な
く
、
多
様
な
言
語
活
動
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
言
語
活
動
の
展
開
に
は
、
学

習
目
標
と
子
ど
も
た
ち
の
実
態
と
思
考
を
活
か
し

た
プ
ロ
セ
ス
重
視
の
学
習
の
構
想
が
大
切
で
す
。

　

学
び
の
広
が
り
と
し
て
は
、
朗
読
や
演
劇
な
ど

の
発
表
活
動
、
書
き
換
え
・
創
作
な
ど
の
表
現
活

動
、
調
べ
学
習
活
動
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
季
節
感
を
大
切
に
し
た
俳
句
や
短
歌
な
ど
の

学
習
は
年
間
を
通
し
て
の
活
動
に
な
り
ま
す
。
こ

と
わ
ざ
や
名
文
の
音
読
や
暗
唱
は
、
モ
ジ
ュ
ー
ル

を
活
用
し
た
帯
単
元
化
の
工
夫
を
す
る
と
よ
い
で

し
ょ
う
。
扱
う
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
に
適
し

た
言
語
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
古
典
へ
の

「
親
し
み
」
を
さ
ら
に
実
感
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

平
塚
市
立
横
内
小
学
校
　
小
瀬
村
良
美

「
絵
か
き
う
た
」ブ
ッ
ク
を
作
ろ
う
（
二
年
）

第
二
時

第
一
時

第
三
・

四
時

0405

単
元
に
つ
い
て

　
「
絵
か
き
う
た
」
は
、
一
・
二
年
の
指
導
事
項

「
昔
話
や
神
話
・
伝
承
」
の
「
伝
承
」
の
領
域
で
す
。

子
ど
も
の
生
活
や
遊
び
の
中
で
生
ま
れ
、
伝
承
さ

れ
て
い
る
「
絵
か
き
う
た
」
に
、
創
作
活
動
を
取

り
入
れ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
そ
の
楽
し
さ
を
実
感

さ
せ
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
歌
い
な
が
ら
言
葉
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
絵
が
で
き
る
達
成
感
を
楽
し
み
、
自
分
で

も
調
べ
る
中
で
、
歌
の
構
成
や
言
葉
の
特
徴
に
気

づ
き
、
創
作
へ
の
意
欲
を
も
つ
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

創
作
す
る
に
は
、
文
の
構
成
力
や
語
彙
力
が
必

要
で
す
。
部
分
を
変
え
た
り
、
付
け
加
え
た
り
し

て
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
を
、
自
己
流
に
ア
レ
ン

ジ
す
る
こ
と
で
、
楽
し
み
な
が
ら
、
言
語
活
動
に

取
り
組
ま
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

学
習
の
ね
ら
い

▼
絵
か
き
う
た
の
音
読
や
書
き
換
え
を
楽
し
み
、

絵
や
と
な
え
言
葉
、
独
特
の
リ
ズ
ム
に
親
し
む
。

▼
絵
か
き
う
た
の
順
序
に
沿
っ
て
、
簡
単
な
構
成

や
、
文
の
つ
な
ぎ
方
を
意
識
し
、
表
現
す
る
。

指
導
計
画
（
全
五
時
間
）

第
五
時

ぼ〜うが１本 
あったとさ〜

ソーセージが １本 あったとさ〜
たまごも ２つ あったとさ〜
羽も ４まい あったとさ〜
ブンブンとんでく トンボさん

絵かきうたの
ひみつ……

「あっというまに」
が多い！

「〜とさ」って
つなげるよね

体・眼・羽・
できあがり、
の４つに
分けて考え
るといいよ

絵
か
き
う
た
を
創
作
す
る
。
ま
ず
、

数
字
・
文
字
・
形
か
ら
考
え
、
そ
の

後
、
順
序
を
意
識
し
て
創
作
す
る
。

絵
か
き
う
た
を
調
べ
、
紹

介
す
る
（
家
の
人
に
取
材
、

本
や
Ｃ
Ｄ
で
調
べ
る
な

ど
）。
絵
か
き
う
た
の
ひ

み
つ
を
見
つ
け
る
。

絵
か
き
う
た
に
出
会
い
、
歌
や
絵
を
楽

し
む
。「
か
わ
い
い
コ
ッ
ク
さ
ん
」
な

ど
の
絵
か
き
う
た
を
紹
介
す
る
。

友
達
の
創
作
し
た
絵

か
き
う
た
を
交
流
で

楽
し
む
。
絵
か
き
う

た
ブ
ッ
ク
を
つ
く
る
。



「伝統的な
    言語文化」に
　       親しむ

第
一
時

0607

グ
ル
ー
プ
内
で
読
み
合
っ
て
修
正
し

た
後
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
す
る
。

第
二
・

三
時

単
元
に
つ
い
て

　

五
・
六
年
生
の
指
導
事
項
に
は
「
昔
の
人
の
も

の
の
見
方
や
感
じ
方
を
知
る
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。

本
単
元
で
は
、「
を
か
し
」
な
ど
の
平
安
時
代
の

言
葉
と
現
代
と
の
違
い
に
興
味
を
も
た
せ
ま
す
。

平
安
時
代
の
衣
食
住
な
ど
の
生
活
の
様
子
は
映
像

資
料
（
デ
ジ
タ
ル
教
材
「
わ
く
わ
く
古
典
教
室
」

光
村
図
書
）
等
を
交
え
る
と
イ
メ
ー
ジ
が
広
が
り

ま
す
。
平
安
時
代
に
生
き
た
清
少
納
言
に
な
っ
た

つ
も
り
で
、
自
分
の
感
じ
て
い
る
こ
と
を
「
春
は

あ
け
ぼ
の
」
風
に
創
作
し
ま
す
。

　

六
年
生
に
な
る
と
、
社
会
の
歴
史
学
習
に
清
少

納
言
が
登
場
し
ま
す
。
改
め
て
「
枕
草
子
」
の
他

の
段
を
読
ん
だ
り
、他
の
随
筆
（「
徒
然
草
」
な
ど
）

と
比
較
し
た
り
、
子
ど
も
の
探
究
心
に
沿
っ
た
言

語
活
動
を
構
想
し
た
い
も
の
で
す
。

学
習
の
ね
ら
い

▼
「
枕
草
子
」
の
語
彙
や
独
特
の
リ
ズ
ム
、
昔
の

人
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
親
し
む
。

▼
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
内
容
の
大
体
を
つ
か
み
、

音
読
や
翻
作
を
楽
し
む
。

指
導
計
画
（
全
五
時
間
）

リ
レ
ー「
春
は
あ
け
ぼ
の
」（
五
年
）

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の

型
に
合
わ
せ
て
、
好
き

な
季
節
を
書
く
（
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
使
用
）。
四

人
グ
ル
ー
プ
に
な
り
、

テ
ー
マ
（
花
・
生
き
物
・

食
べ
物
・
行
事
な
ど
）

と
、季
節
（
春
・
夏
・
秋
・

冬
）
の
分
担
を
決
め
る
。

「
い
ろ
は
か
る
た
」で
遊
ぼ
う
！
（
三
年
）

単
元
に
つ
い
て

　

本
単
元
は
、
か
る
た
取
り
を
楽
し
み
な
が
ら
、

「
い
ろ
は
か
る
た
」
に
興
味
を
も
ち
、
読
み
札
の

文
言
の
意
味
や
取
り
札
の
絵
の
違
い
を
読
み
解
き
、

自
作
か
る
た
で
大
会
を
開
く
活
動
で
す
。

　

三
・
四
年
生
の
指
導
事
項
に
は
「
こ
と
わ
ざ
や

慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を
知
り
、
使
う

こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。
か
る
た
は
子
ど
も
た
ち
に

身
近
で
、
こ
と
わ
ざ
の
導
入
に
適
し
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
は
か
る
た
遊
び
が
好
き
な
の
で
、

自
然
に
こ
と
わ
ざ
へ
の
関
心
を
高
め
ま
す
。
好
き

な
札
を
自
分
の
言
語
経
験
や
生
活
に
置
き
換
え
、

独
自
の
絵
札
に
表
現
す
る
中
で
、
こ
と
わ
ざ
を
身

近
な
生
活
の
中
に
取
り
入
れ
、
使
う
力
を
育
み
た

い
と
考
え
ま
し
た
。

学
習
の
ね
ら
い

▼
か
る
た
取
り
を
通
し
て
「
い
ろ
は
か
る
た
」
や

こ
と
わ
ざ
に
親
し
み
、
意
味
を
調
べ
る
。

▼
「
い
ろ
は
か
る
た
」
を
自
分
の
経
験
や
生
活
に

置
き
換
え
て
読
み
取
り
、
創
作
す
る
。

　
　

指
導
計
画
（
全
四
時
間
）

第
一
時

第
三
時

第
二
時

第
四
時

数人のグループごとに、１セットの取
り札を均等に広げる。読み手は教師で、
一斉に各グループが同じ札を取り合う。
子どもたちは真剣そのもの。

読み札にも簡単な意味は載っているが、
国語辞典等を使って、意味を調べる。

４人１組のリレー形式で
作ることにより、意欲や
楽しさが広がる。

※子どもたちの意欲次第
で、「うつくしきもの」

「にくきもの」などの「も
のづくし」への展開も
可能である。

ワークシート

▲「かわいいこにはたび
をさせよ」。旅をする人を、
自分が飼っている犬に置
き換えて描いた。

▼「あたまかくしてしり
かくさず」。自分の生活
体験の中から、猫の尻尾
に置き換えて描いた。

◀
児
童
作
品

テ
ー
マ
「
ス
ポ
ー
ツ
」

　

春
は
つ
り
。
海
で
ゆ
う
ゆ
う
と
魚
が

動
き
回
る
は
い
と
つ
き
づ
き
し
。（
略
）

く
ら
げ
が
か
か
る
と
、
わ
ろ
し
。

　

夏
は
水
泳
。
真
夏
の
暑
い
と
き
に
、

プ
ー
ル
の
す
き
と
お
っ
た
水
の
（
略
）

泳
ぐ
も
を
か
し
。

　

秋
は
陸
上
競
技
。
風
の
中
を
ビ
ュ
ン

ビ
ュ
ン
走
る
の
は
、
あ
は
れ
な
り
。（
略
）

ゴ
ー
ル
テ
ー
プ
を
切
る
し
ゅ
ん
か
ん
は
、

い
う
べ
き
に
あ
ら
ず
。

　

冬
は
ス
キ
ー
。
白
い
ふ
わ
ふ
わ
雪
の

上
を
ス
キ
ー
で
す
べ
り
お
り
る
。（
略
）

こ
ろ
ぶ
と
わ
ろ
し
。

第
四
・

五
時

「
い
ろ
は
か
る
た
」
を
使
っ
て
、
か
る
た

を
し
、
気
づ
い
た
こ
と
を
発
表
し
た
り
、

好
き
な
札
を
選
ん
で
紹
介
し
た
り
す
る
。

好
き
な
札
の
絵
を
、
自
分
の
生

活
場
面
に
置
き
換
え
て
描
く
。

友
達
ど
う
し
で
、
描
い
た
絵
か

ら
読
み
札
を
当
て
る
。

　

か
る
た
大
会
を
す
る
。

グ
ル
ー
プ
で
対
戦
し
、
代

表
を
一
人
ず
つ
出
し
て
、

取
れ
た
ら
交
代
と
す
る
。

好
き
な
札
の
意
味
を
辞
書
で

調
べ
、「
選
ん
だ
理
由
」、「
生

活
の
ど
ん
な
場
面
で
使
い
た

い
か
」
を
発
表
す
る
。

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
内
容
を
確
認
し
、

音
読
す
る
。「
を
か
し
・
あ
は
れ
な
り
」

を
使
っ
て
、
短
文
を
作
る
。


