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次
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じ
め
に
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か
な
語
彙
教
育
を
目
ざ
し
て　
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山
卓
郎	
2

─
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

「
読
む
こ
と
」教
材
で
、使
え
る
語
彙
を
増
や
す	

6

　
・
言
葉
の
小
劇
場

「
集
め
る
」「
比
べ
る
」「
選
ぶ
」
活
動
で
、

語
彙
力
を
磨
く	

8

　
・
伝
え
よ
う
！  

私
の
風
物
詩

　
・
ハ
ッ
ピ
ー
な
言
葉
を
比
べ
よ
う

　
・
本
当
に
伝
わ
る
？  

そ
の
言
葉

日
常
の
中
で
言
葉
に
親
し
み
、語
彙
を
広
げ
る	

12

　
・
言
葉
の
手
帳

語
彙
力
向
上
の
た
め
の
ヒ
ン
ト

─
─
授
業
で
使
え
る
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
集

清
涼

洗
練

潤
す

清
い

爽
快

爽
や
か

純
粋

輝
き

澄
む

光
村
図
書

12

日
常
の
中
で
言
葉
に
親
し
み
、語
彙
を
広
げ
る

　

日
常
の
読
書
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中

か
ら
、
印
象
に
残
っ
た
言
葉
や
気
に
入
っ
た
表

現
を
手
帳
や
ノ
ー
ト
に
記
録
す
る
。

■
目
的

　

日
頃
か
ら
主
体
的
に
言
葉
を
蓄
え
、
自
分
の

思
考
や
表
現
の
糧
と
す
る
。

■
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
・
支
援

◦	

授
業
の
初
め
に
毎
回
一
〜
二
名
ず
つ
、
記
録

し
た
言
葉
を
発
表
し
て
い
く
。

◦	

時
間
に
余
裕
が
あ
れ
ば
、
友
達
の
発
表
に
対

し
て
感
想
を
述
べ
合
う
な
ど
、
交
流
を
す
る

こ
と
も
効
果
的
で
あ
る
。

◦	

活
動
に
興
味
を
も
た
せ
る
た
め
、
漫
画
や
ド

ラ
マ
の
せ
り
ふ
な
ど
か
ら
始
め
て
も
よ
い
。

5月 22日

★○○さんの発表から

「かんじんなことは，目に

見えないんだよ」

──「星の王子さま」

サン＝テグジュペリ

★目に見えないけれど大切

なことを，心で見られるよう

になりたい。

5月21日

「リーダーにとって空気は

読むものでなく作るものだ」

──「現場の格言」

電車の車内ポスター

★体育祭でリーダーをやっ

ていて，その通りだと共感

した。こんな言葉が語れる

ような人になりたい。

日付

友達の
発表した
言葉

感想

言葉

出典

感想

目安
5分

●
新
版
一
年
24
・
二
年
14
・
三
年
14

に
関
連

ページ

ページ

ページ

言
葉
の
手
帳
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日
常
生
活
で
は
、
語
彙
は
と
て
も
大
切
で
す
。
例
え

ば
、
味
に
つ
い
て
話
を
す
る
場
合
で
も
、
単
に
「
す
ご

い
」「
や
ば
い
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
で
表
現
し
て
し

ま
う
の
と
、「
〜
に
似
た
、
ふ
っ
く
ら
と
し
た
、
ほ
の

か
だ
け
れ
ど
、
確
か
な
甘
さ
が
あ
る
」
の
よ
う
に
、
詳

し
く
描
写
す
る
の
と
で
は
、大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。

い
ろ
ん
な
語
を
使
っ
て
、
具
体
的
に
的
確
に
言
お
う
と

す
る
と
、
そ
れ
だ
け
お
い
し
さ
を
よ
り
深
く
味
わ
え
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

感
情
表
現
も
同
様
で
す
。
例
え
ば
、「
む
か
つ
く
」

だ
け
で
は
な
く
、「
…
…
が
心
外
で
、
地
団
駄
を
踏
み

た
く
な
る
ほ
ど
悔
し
い
」
の
よ
う
に
表
現
す
る
と
、
そ

れ
だ
け
明
確
に
思
い
が
伝
わ
り
ま
す
。
語
彙
力
は
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
の
基
盤
で
も
あ
り
ま
す
。

語
彙
学
習
の
ポ
イ
ン
ト

　

ど
う
す
れ
ば
豊
か
な
語
彙
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
か
。光
村
図
書
の
新
版
教
科
書
で
は
、

一
年
に
「
言
葉
を
集
め
よ
う
」、
二
年
に
「
言
葉
を
比

べ
よ
う
」、
三
年
に
「
言
葉
を
選
ぼ
う
」
と
い
う
語
彙

に
関
す
る
取
り
立
て
教
材
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

「
語
彙
」と
は
？

　
「
語
彙
」
と
は
、「
語
」
の
集
合
の
こ
と
で
す
。
語
は

単
独
で
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
言
葉
を
使
う
そ
れ
ぞ
れ
の

人
が
頭
の
中
に
も
っ
て
い
る
「
辞
書
」
の
よ
う
な
も
の
、

あ
る
作
品
で
使
わ
れ
て
い
る
「
語
」
の
数
々
な
ど
、「
語
」

は「
集
ま
り
」と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。「
語

の
意
味
や
用
法
」
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
で
も
、
他
の

語
と
の
類
義
関
係
や
対
義
関
係
な
ど
、「
語
」
の
集
合

と
し
て
の
捉
え
方
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
「
語
彙
」
は
、
し
ば
し
ば
「
文
法
」
と
対
比
さ
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
単
純
化
し
て
言
え
ば
、「
語
彙
」

は
表
現
の
材
料
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
文
法
」
は

表
現
の
組
み
立
て
に
つ
い
て
の
説
明
書
で
す
。

　

私
た
ち
は
「
文
法
」
に
よ
っ
て
無
限
の
表
現
を
作
る

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
材
料
と
し
て
の
「
語
彙
」
は
基

本
的
に
所
与
の
も
の
で
、
一
つ
一
つ
学
ん
で
い
く
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
折
に
触
れ
、
語
彙
を
増
や
す
工
夫
を
し

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

①
言
葉
を
「
集
め
る
」

　

語
彙
学
習
の
出
発
点
は
、
た
く
さ
ん
の
語
に
触
れ
、

言
葉
を
豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
「
量
」

の
問
題
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

平
成
二
十
六
年
度
の
全
国
学
力
調
査
・
学
習
状
況
調

査
（
中
学
校
）
に
は
、
例
え
ば
「
う
れ
し
い
」
と
い
う

語
を
、
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
別
の
表
現
に
改
め
る
課
題
が

あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
感
情
や
考
え
を
よ
り
効
果
的
な

言
葉
で
表
現
す
る
課
題
で
は
、
ま
ず
、
表
現
の
も
と
に

な
る
語
を
よ
り
多
く
想
起
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

普
段
多
く
の
語
に
触
れ
て
は
い
て
も
、
実
際
に
使
用

す
る
場
面
で
、
そ
れ
ら
を
自
ら
導
き
出
す
こ
と
が
で
き

な
け
れ
ば
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
一
年
の
語
彙

教
材
「
言
葉
を
集
め
よ
う
」
で
は
、
目
的
に
沿
っ
て
、

自
ら
言
葉
を
引
き
出
し
、
集
め
て
い
く
た
め
の
方
法
を

学
び
ま
す
。

②
言
葉
を
「
比
べ
る
」

　

次
に
、
語
彙
に
関
す
る
理
解
を
「
質
」
と
し
て
深
め

て
い
く
こ
と
も
大
切
で
す
。
日
本
語
に
は
、「
知
恵
」

と
「
知
識
」、「
貧
し
い
」
と
「
乏
し
い
」
な
ど
、
似
た

語
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
語
を「
比
べ
る
」

こ
と
が
で
き
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
役
に
立
ち
ま
す
。

　

二
年
の
語
彙
教
材
「
言
葉
を
比
べ
よ
う
」
で
は
、
感

情
や
考
え
を
表
す
似
た
語
を
比
べ
、
使
い
分
け
て
い
く

学
習
を
し
ま
す
。
言
葉
を
比
べ
る
場
合
、
ま
ず
、「
類

義
語
の
存
在
」に
気
づ
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
こ
れ
は
、

日
常
的
に
、
広
い
意
味
で
の
「
共
通
点
」
に
注
意
し
な

が
ら
言
葉
に
接
し
て
い
る
こ
と
が
役
立
ち
ま
す
。
自
分

で
思
い
つ
か
な
い
場
合
、
友
達
と
交
流
し
た
り
、
国
語

辞
典
や
類
義
語
辞
典
な
ど
を
利
用
し
た
り
す
る
と
効
果

的
で
す
。
そ
し
て
、「
違
い
」
を
考
え
る
視
点
が
大
切

で
す
。
状
況
や
意
図
に
応
じ
て
言
葉
を
吟
味
す
る
習
慣

を
身
に
つ
け
た
い
も
の
で
す
。

「
使
用
語
彙
」と「
理
解
語
彙
」

　
「
語
彙
」
は
、「
使
用
語
彙
」「
理
解
語
彙
」
と
い
う

よ
う
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
私
た
ち
の

日
常
生
活
で
普
通
に
使
う
語
彙
が
「
使
用
語
彙
」
で

す
。
し
か
し
、
考
え
て
み
る
と
、
も
う
少
し
広
く
「
使

う
わ
け
で
は
な
い
が
理
解
で
き
る
」
と
い
う
語
彙
も
あ

り
ま
す
。
そ
れ
を
「
理
解
語
彙
」
と
い
い
ま
す
。
ま
ず
、

た
く
さ
ん
の
語
に
触
れ
て
い
く
こ
と
で
、「
理
解
語
彙
」

を
増
や
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

で
は
、「
理
解
は
で
き
る
が
使
用
し
な
い
語
彙
」
に

は
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
下
品
な
言
葉

や
差
別
語
な
ど
、
使
用
回
避
の
語
彙
も
あ
り
ま
す
が
、

言
葉
の
発
達
と
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
な
の
は
、

何
と
な
く
わ
か
る
が
生
き
生
き
と
は
使
え
な
い
語
彙
、

す
な
わ
ち
「
非
習
熟
の
理
解
語
彙
」
で
す
。
社
会
生
活

で
必
要
と
さ
れ
る
語
に
つ
い
て
、
理
解
語
彙
を
増
や
す

と
と
も
に
、「
非
習
熟
の
理
解
語
彙
」
を
「
習
熟
し
た

使
用
語
彙
」
と
し
て
自
在
に
使
え
る
よ
う
に
し
て
い
く

こ
と
も
必
要
で
す
。
こ
の
両
者
を
「
豊
か
な
語
彙
力
」

と
呼
び
ま
し
ょ
う
。

豊
か
な
語
彙
教
育
を
目
ざ
し
て

森
山
卓
郎

一
年 

語
彙
教
材
「
言
葉
を
集
め
よ
う
」（
新
版
72  

）

物
の
特
徴
を
表
す
言
葉
を
「
観
点
」（
食
べ
物
の
場
合
は
「
味
」「
見
た
目
」
な
ど
）

を
立
て
て
集
め
る
活
動
。

二
年 

語
彙
教
材
「
言
葉
を
比
べ
よ
う
」（
新
版
69  

）

気
持
ち
や
考
え
を
表
す
似
た
言
葉
の
共
通
点
や
相
違
点
を
考
え
る
活
動
。

も
り
や
ま
・
た
く
ろ
う

早
稲
田
大
学
教
授（
日
本
語
学
）。
光
村
図
書 

中
学
校「
国
語
」編
集
委
員
。

『
日
本
語
・
国
語
の
話
題
ネ
タ
』（
ひ
つ
じ
書
房  

２
０
１
２
）、『
表
現
を

味
わ
う
た
め
の
日
本
語
文
法
』（
岩
波
書
店  

２
０
０
２
）、『
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
日
本
語
』（
岩
波
書
店  

２
０
０
４
）
な
ど
著
書
多
数
。

はじめに│ 23

本
冊
子
8
・
9

ページ

本
冊
子
8
・
10
ページ
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③
言
葉
を
「
選
ぶ
」

　

実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
で
は
、方
言
、

社
会
集
団
、
年
代
な
ど
、
話
し
手
の
社
会
的
な
性
質
に

よ
る
言
葉
の
違
い
に
配
慮
す
る
こ
と
も
必
要
で
す
。

　

例
え
ば
、「
や
ば
い
」
と
い
う
言
葉
は
、一
般
的
に
は
、

悪
い
結
果
が
予
想
さ
れ
る
際
に
用
い
ら
れ
ま
す
が
、
比

較
的
年
齢
の
若
い
世
代
で
は
、「
あ
る
種
の
危
機
感
を

感
じ
る
ほ
ど
よ
い
」
と
い
う
意
味
で
、
褒
め
言
葉
や
好

ま
し
い
場
合
に
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
こ
の

チ
ー
ズ
や
ば
い
よ
。」
な
ど
と
言
え
ば
、
腐
っ
て
い
て

食
べ
る
と
危
険
だ
と
い
う
意
味
か
、
あ
る
い
は
、
あ
る

種
の
危
機
感
を
感
じ
る
ほ
ど
に
お
い
し
い
と
い
う
意
味

か
は
、言
葉
だ
け
か
ら
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
聞
き
手
は
、

話
し
手
の
状
況
か
ら
判
断
し
て
、
そ
の
意
味
を
解
釈
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、も
ち
ろ
ん
話
し
手
は
、

相
手
や
目
的
、
状
況
に
応
じ
て
言
葉
を
選
ぶ
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
は
、
同
世
代
の
仲
間
と
の
や
り
と
り

の
中
で
は
、
気
づ
き
に
く
い
も
の
で
す
。
三
年
生
の
語

彙
教
材
「
言
葉
を
選
ぼ
う
」
で
は
、
自
分
た
ち
の
日
常

に
お
け
る
語
の
使
用
を
振
り
返
り
、
社
会
生
活
に
お
け

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
想
定
し
て
、
言
葉
を
選
ぶ

こ
と
の
必
要
性
を
学
び
ま
す
。

語
彙
と
漢
字

　

日
本
語
の
語
彙
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
漢
語
、
和

語
、
外
来
語
と
い
う
よ
う
な
語
の
種
類
に
つ
い
て
も
注

意
が
必
要
で
す
。「
食
堂
・
め
し
や
・
レ
ス
ト
ラ
ン
」

の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

と
り
わ
け
、
漢
語
の
場
合
、
語
彙
の
問
題
は
、
漢
字

を
適
切
に
使
う
と
い
う
表
記
の
問
題
と
も
関
連
し
て
い

ま
す
。
漢
字
の
学
習
で
は
、
一
つ
一
つ
の
漢
字
を
単
体

と
し
て
学
習
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
語
」

に
連
動
さ
せ
て
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。例
え
ば
、

「
基
準
」「
規
準
」
の
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
使
い
分
け
は
学
習
上
難
し
い
課

題
で
も
あ
り
ま
す
が
、
一
つ
一
つ
の
漢
字
や
語
の
組
み

立
て
に
つ
い
て
の
知
識
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
も
と
に
組

み
立
て
ら
れ
た
言
葉
の
意
味
を
類
推
で
き
る
と
い
う
こ

と
に
も
注
目
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

豊
か
な
語
彙
学
習
へ
向
け
て

　

語
彙
の
学
習
を
し
て
い
く
場
合
、
単
に
「
与
え
ら
れ

る
」
学
習
だ
け
で
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
自
分
か
ら

言
葉
に
出
会
い
、
調
べ
る
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
も
必

要
で
す
。
書
籍
、
新
聞
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
を
通

し
て
言
葉
と
の
出
会
い
を
広
げ
て
い
く
こ
と
、
辞
典
な

ど
に
書
か
れ
た
語
釈
を
読
ん
で
、
自
分
な
り
に
そ
の
意

味
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
大
切
な
学
び
で
す
。

　

新
版
教
科
書
の
各
学
年
の
冒
頭
で
は
、「
続
け
て
み

よ
う
」
と
い
う
年
間
を
通
し
た
活
動
の
ア
イ
デ
ア
を
提

示
し
て
い
ま
す
。
一
年
で
は
、
日
常
の
中
か
ら
言
葉
を

集
め
記
録
す
る
「
言
葉
の
手
帳
」、
二
年
は
語
彙
を
創

作
に
結
び
付
け
る「
創
作
メ
モ
」、三
年
は
名
言
等
の「
ア

ン
ソ
ロ
ジ
ー
」
を
編
む
な
ど
で
す
。

　

量
的
に
も
質
的
に
も
豊
か
に
、
そ
し
て
、
楽
し
く
主

体
的
に
語
彙
を
学
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
伝
え
合

う
力
」
を
高
め
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

語
彙
教
育
と
イ
メ
ー
ジ

　

さ
て
、
言
葉
に
は
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
力
も
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、「
雪
」
に
は
、
各
人
各
様
の
イ
メ
ー

ジ
の
連
想
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
言
葉
は

そ
れ
を
よ
り
具
体
化
し
て
く
れ
ま
す
。
季
語
と
し
て
の

「
雪
」
は
冬
で
す
が
、「
淡
雪
」「
名
残
の
雪
」
は
春
、「
雪

渓
」
は
夏
、
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
捉
え
方
は

違
う
の
で
す
。
ま
た
、「
六り

っ

花か
（
結
晶
の
形
に
ち
な
ん
で
、

雪
の
こ
と
）」「
雪
花
」
と
い
う
よ
う
な
呼
び
方
も
あ
り

ま
す
。
自
然
や
生
活
に
対
す
る
鋭
い
観
察
が
日
本
語
の

豊
か
な
語
彙
を
形
成
し
、
日
本
の
伝
統
的
言
語
文
化
に

深
く
結
び
付
い
て
い
ま
す
。

　

教
科
書
で
は
、「
季
節
の
し
お
り
」
な
ど
を
通
し
て
、

折
に
触
れ
て
先
人
の
言
語
感
覚
や
、
言
語
文
化
に
触
れ

る
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

３年 語彙教材「言葉を選ぼう」（新版 71ページ ）
語の歴史的変遷や，「ざっくり」「さくさく」など世代間で
使い方や意味の異なる語について考える。

１年「続けてみよう」（新版 24 ページ ）
各学年冒頭に，帯単元としても活用できる語彙に関する活動
のアイデアを掲載。

3年「続けてみよう」（新版 14 ページ ）

2 年「続けてみよう」（新版 14 ページ ）
一
〜
三
年  

「
季
節
の
し
お
り
」

各
学
年
、
年
に
四
回
、
各
季
節
に
ま
つ
わ
る
文
芸
作
品
の
一
節
や
二
十
四
節
気
、

季
語
を
紹
介
。

新出漢字一覧表
熟語や故事成語，ことわざなども豊富に掲載。

はじめに│ 45

本
冊
子
8
・
11
ページ

本
冊
子
12
ページ
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①�

教
師
は
「
読
む
こ
と
」

教
材
か
ら
、
生
徒
に
覚
え
て

も
ら
い
た
い
言
葉
を
選
ぶ
。

��

脚
注
の
注
意
語
句
お
よ
び
、

新
出
漢
字
の
語
例
な
ど
が
選

定
の
参
考
に
な
る
。

②�

選
ん
だ
言
葉
を
「
言
葉
の
リ
ス
ト
」

に
書
き
込
ん
だ
う
え
で
コ
ピ
ー
し
、
生
徒

に
配
布
す
る
。

【
準
備
】

50

51015

　こ
の
図
の
場
合
、
つ
ぼ
を
中
心
に
見
て
い
る
と
き
は
、
見
え
て
い
る
は
ず
の
二
人
の
顔
が
見

え
な
く
な
り
、
二
人
の
顔
を
中
心
に
見
る
と
、
一
瞬
の
う
ち
に
、
目
か
ら
つ
ぼ
の
絵
が
消
え

去
っ
て
し
ま
う
。

　こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
日
常
生
活
の
中
で
も
よ
く
経
験
す
る
。
今
、
公
園
の
池
に
架
か
っ
て

い
る
橋
の
辺
り
に
目
を
向
け
て
い
る
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
橋
の
向
こ
う
か
ら
一
人
の
少
女
が

や
っ
て
来
る
。
目
は
そ
の
少
女
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
、
橋
や
池
な
ど
周
辺
の
も
の

は
全
て
、
単
な
る
背
景
に
な
っ
て
し
ま
う
。
カ
メ
ラ
で
い
え
ば
、
あ
っ
と
い
う
間
に
、
ピ
ン
ト

が
少
女
に
合
わ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
逆
に
、
そ
の
橋
の
形
が
珍
し
く
、
そ

れ
に
注
目
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
上
を
通
る
人
な
ど
は
背
景
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　見
る
と
い
う
働
き
に
は
、
思
い
が
け
な
い
一
面

が
あ
る
。
一
瞬
の
う
ち
に
、
中
心
に
見
る
も
の
を

決
め
た
り
、
そ
れ
を
変
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　上
の
図
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ち
ょ
っ

と
す
ま
し
て
図
の
奥
の
方
を
向
い
た
若
い
女
性
の

絵
と
見
る
人
も
い
れ
ば
、
毛
皮
の
コ
ー
ト
に
顎
を

う
ず
め
た
お
ば
あ
さ
ん
の
絵
と
見
る
人
も
い
る
だ

7 

背
景
意

2 

漢
一
瞬シ

ュ
ン

4 

漢
架か

か
る

8 

漢
珍め

ず
ら

し
い

15 

漢
奥お

く

16 

漢
顎あ

ご

2 

消
え
去
る
関�

過
ぎ
去
る�

立
ち
去
る�

忘
れ
去
る

「
読
む
こ
と
」教
材
で
、使
え
る
語
彙
を
増
や
す

　
「
読
む
こ
と
」
の
教
材
に
出
て
く
る
言
葉
を
取

り
上
げ
、
そ
の
言
葉
を
使
っ
て
百
字
程
度
の
物

語
を
作
る
（
事
実
で
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
か

ま
わ
な
い
）。
各
「
読
む
こ
と
」
教
材
で
取
り
組

み
、
フ
ァ
イ
ル
し
て
い
く
と
、
語
彙
集
と
し
て

ま
と
め
ら
れ
る
。

■
目
的

　

理
解
語
彙
を
自
分
の
表
現
や
文
章
の
中
で
使

え
る
言
葉
に
し
て
い
く
。

■
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
・
支
援

◦�

「
言
葉
の
リ
ス
ト
」
に
は
、生
徒
の
実
態
を
考

慮
し
、
書
き
や
す
い
語
句
も
入
れ
て
お
く
。

◦�

単
な
る
短
文
作
成
に
な
ら
な
い
よ
う
、
設
定

な
ど
を
工
夫
さ
せ
楽
し
く
取
り
組
ま
せ
る
。

〈
例
〉
最
近
の
身
近
な
出
来
事
を
脚
色
す
る
・
歴

史
上
の
人
物
や
動
物
を
登
場
さ
せ
る
・
Ｓ

Ｆ
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー　

な
ど

◦�

辞
書
の
用
例
な
ど
も
参
考
に
さ
せ
る
。

言
葉
の
小
劇
場

■
言
葉
の
リ
ス
ト
「

□
…
に
す
ぎ
な
い

□
指
摘

□
背
景

□
意
識

□
秀
麗

□
露
出

□
印
象

□

ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て

使
う
言
葉［　
　
　
　
　
　
　

］

　

昨
日
学
校
か
ら
帰
る
と
ち
ゅ
う
で
、
家
の
近
く
の

お
店
の
看
板
が
屋
根
か
ら
落
ち
そ
う
に
な
っ
て
い
る

の
を
見
つ
け
た
。
危
な
い
と
思
い
お
店
の
人
に
指
摘

す
る
と
、
「
よ
く
見
つ
け
て
く
れ
た
ね
。」
と
ほ
め
ら

れ
、
お
礼
に
ジ
ュ
ー
ス
を
い
た
だ
い
た
。

指
摘

〈
作
品
例
〉

目安
10分

※
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
は
、
A
4
に
拡
大
コ
ピ
ー
す
る
と
使
い
や
す
く
な
り
ま
す
。



言葉の小劇場

使う言葉［　　　　　　　］

意味 �         

［　　　　　　　　　　　　　　　　　���］

■右の「言葉のリスト」の中から言葉を選び、辞書で意味を確かめ、その言葉を使って短い物語を作ろう。

使う言葉［　　　　　　　］

意味 �         

［　　　　　　　　　　　　　　　　　���］

■言葉のリスト「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

名
  前

年　　　　組　　　　番
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「
集
め
る
」「
比
べ
る
」「
選
ぶ
」活
動
で
、語
彙
力
を
磨
く

目安
10〜20

分

〈
例
〉

桜
（絵・写真）

ピンク ほんのり

純白

花ふぶき

小さい

はなやか

かれん

うきうきひらひら
軽やか

ふわふわ

切ない

色見た目

印象手ざわり

温かい

　

季
節
の
風
物
詩
に
関
わ
る
言
葉
を
集
め
、
そ
れ

ら
の
言
葉
を
使
っ
て
対
象
を
表
現
す
る
。

■
目
的

　

観
点
を
立
て
、
言
葉
の
つ
な
が
り
を
考
え
な
が

ら
言
葉
を
集
め
る
。

■
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
・
支
援

◦�

言
葉
を
連
想
す
る
の
に
有
効
な
観
点（　
　
　

）

を
考
え
さ
せ
る
。

◦�

観
点
や
言
葉
を
幾
つ
か
示
し
、
連
想
の
糸
口
を

作
っ
て
も
よ
い
。

伝
え
よ
う
！
私
の
風
物
詩

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
9

ページ

●
新
版
一
年
72
・
現
行
版
一
年
64

に
関
連

ページ

ページ

　
「
喜
び
・
楽
し
さ
」
を
表
す
言
葉
を
集
め
、
意

味
や
程
度
の
違
い
を
捉
え
て
文
を
作
る
。

■
目
的

　

似
た
意
味
の
言
葉
を
比
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い

を
意
識
し
て
使
い
分
け
る
。

■
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
・
支
援

◦�

動
詞
や
形
容
動
詞
、
慣
用
句
、
擬
声
語
、
擬
態

語
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
を
集
め
さ
せ
る
。

〈
例
〉
有
頂
天
・
満
ち
足
り
る
・
胸
が
高
鳴
る

◦�

辞
書
や
類
義
語
辞
典
を
活
用
さ
せ
る
。

◦�

「
盆
土
産
」「
走
れ
メ
ロ
ス
」
な
ど
の
「
読
む
こ

と
」
教
材
に
出
て
く
る
言
葉
を
参
考
に
し
て
も

よ
い
。

◦�

随
時
グ
ル
ー
プ
な
ど
で
話
し
合
わ
せ
て
も
よ
い
。

ハ
ッ
ピ
ー
な
言
葉
を
比
べ
よ
う

ワ
ー
ク
シ
ー
ト 

10
ページ

●
新
版
二
年
69
・
現
行
版
二
年
62

に
関
連

ページ

ページ

◦�

新
語
や
、
新
た
な
意
味
が
加
わ
っ
た
言
葉
を
わ

か
り
や
す
く
言
い
換
え
る
。

◦�

現
代
的
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
使
い
方
や
意
味
を
捉

え
、
端
的
に
説
明
す
る
。

■
目
的

　

相
手
や
状
況
を
考
え
て
、
わ
か
り
や
す
く
効
果

的
な
言
葉
を
選
ぶ
。

■
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
・
支
援

◦�

①
は
さ
ま
ざ
ま
な
言
い
方
が
考
え
ら
れ
る
。

　
ス
イ
ー
ツ
→
甘
い
も
の
。
お
菓
子
。

　
シ
ェ
ア
→�

分
か
ち
合
う
こ
と
。
共
有
す
る
こ
と
。

　
は
ま
る
→
の
め
り
こ
む
。
熱
中
す
る
。

　
な
に
げ
に
→
本
当
は
。
か
な
り
。

　
上
か
ら
目
線
→�

軽
蔑
的
に
見
下
す
様
子
。

◦�

②
で
は
、
意
味
・
用
例
な
ど
の
要
素
を
整
理
し

て
、
説
明
さ
せ
る
。
複
数
の
意
味
の
あ
る
も
の

は
、
①
②
…
…
な
ど
と
し
て
示
さ
せ
る
。

本
当
に
伝
わ
る
？
そ
の
言
葉

ワ
ー
ク
シ
ー
ト 

11
ページ

●
新
版
三
年
71
・
現
行
版
三
年
64

に
関
連

ページ

ページ

※
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
は
、
A
4
に
拡
大
コ
ピ
ー
す
る
と
使
い
や
す
く
な
り
ま
す
。



伝えよう！ 私の風物詩名
  前

年　　　　組　　　　番

① あなたが考える季節の風物詩を表す言葉を、〈例〉にならって集めよう。

②�①で集めた言葉をできるだけ多く使って、あなたの選んだ風物詩の様子が生き生きと伝わるように文章

にまとめよう。

【手順】①真ん中の枠
わく

に、あなたが考える季節の風物詩を絵や写真で示そう。

�②　　　に、選んだ風物詩の特
とく

徴
ちょう

を伝えるための観点を書こう。

�◦�見た目・色・匂
にお

い・味・音・温度・気持ち・季語　など

�③②で立てた観点に沿って、風物詩に関わる言葉を書こう。

�　意味のつながりの深い言葉は──でつなぎ、

�　反対の意味の言葉は　　でつなごう。

〈例〉

桜
（
絵
・
写
真
） ピ
ン
ク

ほ
ん
の
り

純
白

花
ふ
ぶ
き

小
さ
い

は
な
や
か

か
れ
ん

う
き
う
き

ひ
ら
ひ
ら

軽
や
か

ふ
わ
ふ
わ

切
な
い

色
見
た
目

印
象

手
ざ
わ
り

温
か
い



ハッピーな言葉を比べよう名
  前

年　　　　組　　　　番

① 辞書などを使って、「喜び・楽しさ」に関連した言葉をできるだけ挙げ、意味を調べよう。

② ①で挙げた言葉を、程度に沿って、並べてみよう。

③�②から二つの「喜び・楽しさ」を表す言葉を選び、意味や程度の違
ちが

いが伝わるように文章を作ろう。

「喜び・楽しさ」を表す言葉意味

使う言葉［　　　　　　　］

使う言葉［　　　　　　　］

動詞や形容詞、慣用

句など、いろいろな

言葉を挙げてみよう。

「
喜

び
・

楽
し

さ
」

が
大

き
い

「
喜

び
・

楽
し

さ
」

が
小

さ
い

・・・・・・ ・



本当に伝わる？ その言葉名
  前

年　　　　組　　　　番

① ──線部の言葉に注意して、よりわかりやすい文に改めよう。

「スイーツ」

「シェア」って英語？

「わなにはまる」

とは異なる意味の

ようだね。

「なにげに」は

「何気なく」のこと？

上からの「目線」て、

どういうことかな？ 

ほっこり�まったり�ざっくり

わらわら�ちゃらちゃら�その他（　　　　　　�　　）

②�

　　　

��は、現代よく使われる擬
ぎ

態
たい

語です。一つを選び、辞書のように、意味や用例を解説してみよう。

きんきん　①音や声などが金属どうしがぶつ

かるようにするどくひびく様子。「きんきんと

したしかり声。」  ②温度などが、大変冷たい様

子を表す。「きんきんに冷えたジュースを飲む。」

〈例〉

①スイーツを友達とシェアして食べる。〈ヒント〉

④兄は、上から目線でものを言う。

③あのレストランのオムレツはなにげにおいしい。

②弟は最近、将
しょう

棋
ぎ

にはまっている。


