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動
は
、
ど
の
よ
う
な
事
柄
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
を
意
識
す
る
こ
と
、
そ
の

興
味
や
感
動
を
学
習
に
よ
っ
て
言
語
化
さ
せ
深
化
さ
せ
る
こ
と
、
そ
う
い
う
言
語
体
験
が
な
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ

は
紙
芝
居
作
り
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
活
動
」
で
あ
ろ
う
と
、
他
の
方
法
で
あ
ろ
う
と
一
向
に
か
ま
わ
な
い
。（
学

習
目
標
と
教
材
と
活
動
と
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
に
は
注
意
し
た
い
が
。）

子
ど
も
が
言
葉
を
使
っ
て
「
考
え
る
場
」
を
用
意
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
に
豊
か
な
言
葉
の
力
を
つ
け
る
と
い
う

目
的
と
、
そ
の
た
め
の
手
段
を
混
同
す
る
こ
と
な
く
、
何
よ
り
も
教
師
自
身
が
考
え
る
主
体
と
し
て
授
業
を
組
み

立
て
る
こ
と
が
強
く
望
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

学
習
内
容
を
焦
点
化
す
る
た
め
に

次
に
考
え
た
い
の
は
、
学
習
内
容
を
精
選
し
、
焦
点
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
授

業
時
間
が
減
っ
た
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
従
来
の
読
解
指
導
が
丹
念
な
分
析
を
繰
り
返
し
す
ぎ
て
、
学
習
者

を
飽
き
さ
せ
、
か
え
っ
て
何
が
大
切
か
を
見
え
に
く
く
し
て
し
ま
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
学
習
内
容
を
焦
点
化
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
本
来
な
ら
、
子
ど
も
の
実
態
か
ら
学
習
内
容
を

考
え
、
教
材
を
選
ぶ
、
と
い
う
の
が
順
序
だ
が
、
こ
こ
で
は
教
科
書
か
ら
考
え
る
。
そ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
目

の
前
の
教
材
が
ど
ん
な
特
徴
を
も
ち
、
何
を
学
ば
せ
る
の
に
適
し
て
い
る
か
を
、
教
科
書
を
縦
横
に
見
渡
し
な
が

ら
見
極
め
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
二
年
下
に
「
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
」
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
教
材
で
も
、
登

場
人
物
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
だ
。
だ
が
ス
ー
ホ
も
白
馬
も
互
い
に
大
好
き
だ
と
い
う
こ
と
は
一
貫

し
て
い
て
揺
れ
は
な
い
。
読
み
手
の
意
見
も
そ
れ
ほ
ど
分
か
れ
な
い
と
予
想
さ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
気
持
ち
は
確

認
す
る
程
度
で
あ
ま
り
時
間
を
費
や
さ
な
く
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
何
を
学
ば
せ
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
こ
で
前
後
の
物
語
教
材
を
見
渡
し
て
み
る
。
す
る
と
、
二
年
上
に
は
「
ス

イ
ミ
ー
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
」
と
比
べ
て
み
る
と
、
短
文
を
積
み
重
ね
、
体
言
止
め
を
多
用

し
て
、
独
特
の
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
い
る
。
比ひ

喩ゆ

を
用
い
た
情
景
描
写
も
巧
み
だ
。
し
た
が
っ
て
「
ス
イ
ミ
ー
」
は
、

「
読
み
」
の
授
業
を
再
考
し
た
い
と
い
う
声
を
よ
く
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
。
国
語
力
が
な
い
と
総
合
的
な
学
習
も

他
教
科
の
学
習
も
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
も
そ
も
「
活
動
」
重
視
の
学
習
で
本
当

に
言
葉
の
力
は
つ
く
の
か
、
ま
た
時
間
数
削
減
の
中
で
、
ど
う
す
れ
ば
効
率
的
・
効
果
的
な
「
読
み
」
の
授
業
が

で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
国
語
の
授
業
そ
れ
自
体
へ
の
疑
問
も
大
き
い
よ
う
だ
。
単
純
に
以
前
の
「
読
解
」
に
も

ど
れ
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、「
詳
細
な
読
解
」
は
否
定
さ
れ
、「
気
持
ち
」
中
心
の
授
業
も
評
判
が
悪
い
。

そ
ん
な
現
状
と
新
し
い
動
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、「
読
み
」
の
授
業
の
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
、

三
つ
の
観
点
に
絞
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

一
「
考
え
る
力
」
を
見
す
え
て

ま
ず
最
初
に
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、
な
ぜ
「
言
語
活
動
」
が
重
視
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
言
葉
の
力
は
単
に
知
識
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
使
う

こ
と
で
身
に
付
く
と
い
う
の
が
、
そ
の
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
い
ま
一
つ
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

「
活
動
」
に
お
い
て
は
、
必
然
性
や
必
要
性
の
中
で
、
学
習
者
が
自
ら
選
ん
だ
り
判
断
し
た
り
す
る
こ
と
が
多
く
な

る
た
め
、
学
習
者
が
主
体
的
に
「
考
え
る
」
機
会
が
増
え
る
、
と
の
期
待
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
以
前
の
「
読
解
」
で
は
、
教
材
文
を
冒
頭
か
ら
順
番
に
細
か
い
分
析
を
繰
り
返
す
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
、
授

業
も
マ
ン
ネ
リ
化
し
、
子
ど
も
も
受
け
身
に
な
っ
て
思
考
停
止
に
陥
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。「
活
動
」
は
、
そ
ん
な

授
業
を
活
性
化
し
、
学
習
者
が
主
体
的
に
「
考
え
る
場
」
を
増
や
す
た
め
に
導
入
さ
れ
た
、
と
言
え
る
。

こ
う
考
え
る
と
、
活
動
の
導
入
に
お
い
て
、
そ
れ
を
教
え
込
ん
だ
り
、
子
ど
も
自
身
が
倦あ

い
た
り
、
負
担
を
感

じ
た
り
す
る
よ
う
で
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。
ま
た
活
動
が
活
発
に
行
わ
れ
、
児
童
が
楽
し
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
彼

ら
の
頭
が
働
い
て
い
な
け
れ
ば
主
旨
か
ら
外
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
重
要
な
の
は
、
子
ど
も
が
自
分
自
身
の
言

葉
の
力
を
駆
使
し
て
、
新
し
い
言
葉
に
出
会
い
、
言
葉
と
格
闘
し
、
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
教
師
が
そ
れ
を

見
極
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
文
章
が
子
ど
も
に
と
っ
て
興
味
深
く
、
感
動
的
な
も
の
で
あ
る
と
き
、
興
味
や
感

特集 「国語の力」を育てる II ―読む力―

これからの「読み」の授業をどうするか
明日の指導に向けて

たか�ぎ�

小学校国語No.42  03.6.2 2:59 PM  ページ 14



13 12

特集 「国語の力」を育てる II ―読む力―

文
体
の
特
徴
を
生
か
し
た
音
読
や
情
景
を
想
像
す
る
こ
と
な
ど
の
学
習
に
適
し
て
い
る
と
考
え
る
。
続
い
て
二
年

下
に
は
「
お
手
紙
」
が
あ
る
。
こ
ち
ら
も
短
文
だ
が
、
地
の
文
で
は
「
言
い
ま
し
た
」
な
ど
の
丁
寧
語
が
多
用
さ

れ
、
テ
ン
ポ
が
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
る
。
ま
た
ほ
と
ん
ど
が
、
が
ま
く
ん
と
か
え
る
く
ん
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
対
話

か
ら
な
り
、
余
分
な
説
明
も
な
い
。
こ
う
い
う
作
品
で
は
、
人
物
の
気
持
ち
の
読
み
取
り
に
も
幅
が
出
る
。
二
人

で
四
日
間
も
か
た
つ
む
り
く
ん
を
待
っ
て
い
た
と
き
の
気
持
ち
は
ど
ん
な
か
、
そ
の
間
に
二
人
は
何
を
話
し
た
か

（
話
さ
な
か
っ
た
か
）
な
ど
は
お
も
し
ろ
い
課
題
に
な
る
。
つ
ま
り
独
特
の
テ
ン
ポ
や
対
話
の
お
も
し
ろ
さ
を
音
読

で
味
わ
い
な
が
ら
二
人
の
気
持
ち
を
想
像
し
て
み
る
の
に
、
こ
の
作
品
は
適
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
」。
右
の
教
材
な
ど
と
比
べ
る
と
、
こ
れ
は
か
な
り
長
い
文
章
を
「
あ
る
日
の
こ
と

で
し
た
」「
あ
る
ば
ん
の
こ
と
」「
あ
る
年
の
春
」
な
ど
の
言
葉
で
場
面
転
換
さ
せ
、
そ
こ
に
小
さ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
織
り
込
ん
で
展
開
し
て
い
く
の
が
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
こ
で
そ
れ
ら
の
言
葉
を
道
し
る
べ

に
、
長
め
の
物
語
を
場
面
の
ま
と
ま
り
や
場
面
相
互
の
関
係
に
注
意
し
な
が
ら
読
み
取
る
こ
と
を
学
習
の
中
心
に

す
え
る
。
ス
ー
ホ
と
白
馬
の
間
の
愛
情
の
深
さ
も
、
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
る
「
お
ば
あ
さ
ん
と
ふ
た
り
き
り
で
」
暮

ら
し
て
い
る
ス
ー
ホ
の
境
遇
や
、「
お
か
あ
さ
ん
馬
」
と
は
ぐ
れ
た
白
馬
を
ス
ー
ホ
が
連
れ
帰
っ
た
場
面
と
関
連
さ

せ
れ
ば
、
よ
り
深
い
読
み
が
で
き
る
。
ま
た
白
馬
と
お
お
か
み
の
戦
い
の
あ
と
発
せ
ら
れ
る
ス
ー
ホ
の
「
こ
れ
か

ら
先
、
ど
ん
な
と
き
で
も
、
ぼ
く
は
お
ま
え
と
い
っ
し
ょ
だ
よ
。」
と
い
う
言
葉
は
、
白
馬
が
、
死
ん
だ
あ
と
も
馬

頭
琴
と
し
て
ス
ー
ホ
の
そ
ば
に
ず
っ
と
い
る
こ
と
の
伏
線
と
も
読
め
る
。

そ
の
後
三
年
生
で
は
「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
」
に
出
会
う
。
こ
の
教
材
で
は
、
自
分
と
は
違
う
大
人
の

気
持
ち
を
想
像
し
た
り
、
対
比
的
に
描
か
れ
た
場
面
を
読
み
比
べ
た
り
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
、「
ス
ー
ホ
の
白
い

馬
」
ま
で
の
学
習
が
す
べ
て
生
か
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
教
材
で
は
、
戦
争
と
い
う
時
代
背
景
を
読
み
込
む
こ
と

も
重
要
に
な
り
、
そ
の
点
で
、
そ
れ
ま
で
の
学
習
を
一
歩
出
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
は
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
何
も
か
も
教
え
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
右
の
よ
う
な
見
通
し
を
も
っ
て
、
目

の
前
の
教
材
で
何
を
学
ば
せ
た
ら
よ
い
の
か
、
焦
点
を
絞
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。

三

情
報
教
育
の
観
点
か
ら

最
後
に
、
今
後
の
国
語
科
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
情
報
教
育
の
観
点
か
ら
ひ
と
言
述
べ
て
お

き
た
い
。
情
報
教
育
と
い
う
と
、
す
ぐ
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
思
い
浮
か
べ
が
ち
だ
が
、
専
門
家
に
聞
く
と
必
ず

し
も
そ
う
で
は
な
く
、
相
手
や
目
的
意
識
に
従
っ
て
情
報
を
取
捨
選
択
し
な
が
ら
伝
え
合
う
行
為
全
般
が
そ
の
対

象
に
な
る
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
五
年
下
「
ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
る
」
の
総
合
単
元
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
外
の
ほ

と
ん
ど
の
単
元
も
情
報
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
情

報
の
正
確
な
送
受
信
の
学
習
に
重
き
を
置
き
、
そ
の
批
判
的
な
受
容
に
関
す
る
学
習
が
十
分
で
な
い
こ
と
は
今
後

の
課
題
で
あ
る
。
ど
ん
な
情
報
も
送
り
手
の
視
点
や
意
図
に
よ
っ
て
取
捨
選
択
さ
れ
再
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

以
上
、
情
報
の
批
判
的
な
受
容
に
つ
い
て
の
学
習
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
阿あ

部べ

昇
の
ぼ
る

氏
が
提
唱
す
る
「
吟
味
読
み
」

（『
授
業
づ
く
り
の
た
め
の
「
説
明
的
文
章
教
材
」
の
徹
底
批
判
』
明
治
図
書
）
な
ど
を
参
考
に
研
究
を
進
め
た
い
。

も
う
一
つ
情
報
教
育
に
関
わ
っ
て
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
映
像
（
写
真
や
イ
ラ
ス
ト
な
ど
も
含
む
）
を
読
む

学
習
で
あ
る
。
イ
ラ
ク
戦
争
の
報
道
に
お
い
て
も
映
像
の
力
は
圧
倒
的
で
、
体
系
的
な
映
像
に
関
す
る
学
習
の
必

要
性
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。
た
だ
し
以
下
で
は
映
像
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
つ
な
が
る
文
章
の
読
み
の
学

習
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
一
つ
は
二
年
上
の
「
ふ
き
の
と
う
」。
こ
の
教
材
で
は
語
り
手
の
視
線
が
低→

中→

高→

遠
と
角
度
を
変
え
る
に
つ
れ
て
、
描
か
れ
る
風
景
も
小→

中→

大→

全
景
と
変
わ
り
、
そ
れ
が
テ
ー

マ
と
響
き
あ
う
。
ま
た
六
年
上
の
「
森
へ
」
は
音
声
的
な
描
写
と
映
像
的
な
描
写
が
交
互
に
現
れ
、
描
か
れ
る
対

象
も
微
小
な
も
の
や
大
き
な
も
の
が
入
れ
替
わ
っ
て
森
の
様
子
を
効
果
的
に
描
き
出
す
。
実
は
、
こ
う
し
た
読
み

方
は
、
す
で
に
垣か

い

内と

松ま
つ

三ぞ
う

が
セ
ン
テ
ン
ス
・
メ
ソ
ッ
ド
の
例
と
し
て
紹
介
し
た
芦あ

し

田だ

恵え

之の

助す
け

の
「
冬
景
色
」
の
授

業
に
見
ら
れ
、
古
く
か
ら
描
写
的
な
文
章
を
読
み
味
わ
う
た
め
の
有
効
な
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
今
後
は
、
映

像
そ
の
も
の
を
読
む
学
習
と
関
連
さ
せ
、
新
し
い
角
度
か
ら
位
置
づ
け
直
し
て
み
る
こ
と
も
あ
っ
て
よ
い
の
で
は

な
い
か
、
と
考
え
る
。
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