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今
年
度
も
、
も
う
す
ぐ
終

わ
り
で
す
が
、
最
初
か
ら

や
っ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
と

思
う
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

　
次
の
四
月
に
備
え
て
準
備
を
し

た
い
の
で
、
早
い
段
階
で
や
っ
て

お
い
た
方
が
い
い
と
い
う
こ
と
が

あ
れ
ば
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

ど
ん
な
こ
と
を
大
事
に
し
て
、
具

体
的
に
ど
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い

け
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
。

　
四
月
の
子
ど
も
た
ち
は
本
当
に
輝
く
ば

か
り
の
表
情
を
し
て
い
ま
す
。
大
村
は
ま

さ
ん
は
『
教
え
る
と
い
う
こ
と
』（
ち
く

ま
学
芸
文
庫
）の
中
で
中
学
生
た
ち
を「
身

の
程
知
ら
ず
に
伸
び
た
い
人
」
と
称
し
ま

し
た
が
、
私
も
「
や
る
気
」
が
歩
い
て
い

る
よ
う
な
人
た
ち
だ
な
と
思
い
ま
す
。
さ

す
が
に
中
学
生
で
す
か
ら
素
直
に
そ
の
気

持
ち
を
出
そ
う
と
し
な
い
人
も
い
ま
す

が
、
本
人
の
意
思
と
は
関
係
な
く
、「
や

る
気
」
が
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
ま
す
。
実
に

ほ
ほ
え
ま
し
い
様
子
で
す
。
こ
の
「
や
る

気
」
に
満
ち
た
人
た
ち
の
「
伸
び
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
を
本
当
に
大
切
に
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　「
楽
し
い
授
業
」
は
私
た
ち
の
切
な
る

願
い
で
す
が
、「
楽
し
い
」
を
間
違
う
と

途
端
に
子
ど
も
た
ち
の
心
は
離
れ
て
い
き

ま
す
。
中
学
生
た
ち
の
「
楽
し
い
」
の
中

に
は
、必
ず「
学
び
の
実
感
」が
必
要
で
す
。

　
今
回
は
、
中
学
校
国
語
の
ス
タ
ー
ト
の

授
業
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

や
は
り
、学
習
の
第
一
歩
と
し
て
、ノ
ー

ト
の
書
き
方
か
ら
始
め
ま
し
た
。
学
ん
だ

こ
と
を
言
葉
に
し
て
い
く
作
業
が
基
本
で

あ
る
こ
と
を
教
え
た
い
と
思
う
か
ら
で
す

（
ノ
ー
ト
指
導
に
つ
い
て
は
「
教
師
力
講

座
４
」
二
〇
〇
八
年
九
月
号
を
参
照
）。

　

そ
し
て
、
第
一
時
間
目
か
ら
「
国
語
教

室
通
信
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
私
が
学
習
の
見
通
し
や
言
葉
に
関
す

る
コ
ラ
ム
な
ど
を
ま
と
め
た
プ
リ
ン
ト
で
、

月
に
２
回
ほ
ど
作
成
し
子
ど
も
た
ち
に
配

布
し
て
い
る
も
の
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
言

語
活
動
へ
つ
な
げ
る
た
め
の
材
料
で
も
あ

り
ま
す
。「
国
語
教
室
通
信
№
1
」
で
は
、

最
初
の
時
期
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
心
得
や

活
動
な
ど
、
こ
れ
か
ら
の
学
習
に
と
っ
て

大
事
だ
と
思
う
こ
と
を
盛
り
込
み
ま
し
た

（
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参
照
）。

　

ま
た
、
三
時
間
目
以
降
に
は
「
朗
読
」

を
設
定
し
ま
し
た
。
こ
の
時
期
に
朗
読
の

学
習
を
す
る
と
「
声
を
届
け
る
」
と
い
う

意
識
が
で
き
、
一
人
ひ
と
り
が
声
を
出
す

こ
と
で
表
現
す
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
味
わ

え
ま
す
。
さ
ら
に
、
教
室
が
明
る
く
開
か

れ
た
空
間
に
な
り
、
声
を
聞
く
楽
し
さ
も

味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

記
念
す
べ
き
国
語
の
授
業
の
第
一
回
目

で
は
、
よ
く
教
師
の
自
己
紹
介
が
行
わ
れ

ま
す
。
私
も
若
い
頃
は
そ
れ
で
一
時
間
の

ほ
と
ん
ど
を
費
や
し
、
子
ど
も
た
ち
を
笑

わ
せ
た
り
し
な
が
ら
国
語
の
先
生
は
楽
し

そ
う
だ
と
思
わ
せ
た
こ
と
に
満
足
し
た
り

し
た
も
の
で
し
た
。

　

思
い
出
す
と
恥
ず
か
し
く
な
り
ま
す
。

国
語
の
授
業
で
の
自
己
紹
介
と
い
う
意
識

が
薄
く
、
そ
の
場
を
し
の
ぐ
こ
と
に
必
死

だ
っ
た
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
が
、
こ
れ
で

は
子
ど
も
た
ち
は
つ
い
て
こ
な
い
で
す
ね
。

ま
た
、
ぶ
っ
つ
け
本
番
で
子
ど
も
た
ち
に

自
己
紹
介
を
さ
せ
て
し
ま
う
の
は
も
っ
た

い
な
い
こ
と
で
す
。
何
の
準
備
も
な
い
ま

ま
話
を
さ
せ
て
も
魅
力
的
な
自
己
紹
介
は

で
き
ま
せ
ん
。

　

私
の
自
己
紹
介
は
後
で
行
う
「
名
前
の

本
」
と
い
う
単
元
（
漢
和
辞
典
の
学
習
を

か
ね
て
、
自
分
の
名
前
を
調
べ
、
ミ
ニ
本

の
作
成
と
ス
ピ
ー
チ
を
行
う
単
元
で
す
）

を
意
識
し
て
や
り
ま
し
た
。
一
分
ス
ピ
ー

チ
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
で
、
黒
板
に

名
前
を
書
い
て
「
一
分
で
自
己
紹
介
を
し

ま
す
」
と
言
っ
て
始
め
ま
し
た
（
内
容
は

上
記
参
照
）。
国
語
の
授
業
で
は
時
間
を

決
め
て
発
表
す
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る

の
で
、
そ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
た
め
の

小
さ
な
学
習
で
す
。
教
師
の
言
動
は
す
べ

て
教
材
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
、

教
室
が
「
学
び
」
の
場
所
で
あ
る
こ
と
を

実
感
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
年
度
の
中
学
一
年
生
の
授
業
記
録
を

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
最
初
の
数
時
間
は

次
の
よ
う
な
内
容
で
し
た
。

一
、
ノ
ー
ト
の
書
き
方
（
授
業
記
録
）

二
、「
国
語
教
室
通
信
№
１
」

一
、「
国
語
教
室
通
信
№
１
」
つ
づ
き

二
、
副
教
材
の
配
布

　
　
（
自
主
学
習
の
す
す
め
）

一
、「
国
語
教
室
通
信
№
１
」
最
終
回

二
、
教
科
書
を
見
る

三
、
朗
読
を
し
よ
う

一
、
朗
読
劇
場

　
　
『
お
父
さ
ん
の
バ
ッ
ク
ド
ロ
ッ
プ
』

二
、
朗
読
を
し
よ
う

　
　
「
朝
の
リ
レ
ー
」
谷
川
俊
太
郎

「
学
び
」
の
た
め
の

 

自
己
紹
介

授
業
記
録
か
ら
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私
の
名
前
は
甲
斐
と
い
い
ま
す
。

ア
サ
リ
と
か
シ
ジ
ミ
の
貝
で
は
あ

り
ま
せ
ん
よ
。
や
り
甲
斐
が
あ
る
と

か
、
や
っ
た
甲
斐
が
あ
っ
た
ね
と
い

う
と
き
の
甲
斐
で
す
。

　

利
恵
子
と
い
う
名
前
は
自
分
で

は
「
利
益
に
恵
ま
れ
る
子
」
と
い
う

意
味
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
る

と
き
母
に
尋
ね
て
み
た
ん
で
す
。

　
「
利
益
に
恵
ま
れ
る
子
に
な
っ
て

欲
し
い
と
思
っ
て
つ
け
た
ん
だ
よ

ね
。
お
金
持
ち
に
な
っ
て
ほ
し
い

と
い
う
意
味
で
し
ょ
？
」
と
。
そ

し
た
ら
母
が
言
う
ん
で
す
。「
確
か

に
そ
う
だ
け
ど
、
ち
ょ
っ
と
違
う
。

利
益
に
恵
ま
れ
る
子
に
も
な
っ
て

ほ
し
い
け
ど
、
で
き
れ
ば
利
益
を
恵

む
子
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
こ
の
人
に

出
会
え
て
よ
か
っ
た
と
、
周
り
の
人

に
思
っ
て
も
ら
え
る
人
に
な
れ
る

と
い
い
ね
」
と
。

　

み
な
さ
ん
が
甲
斐
先
生
に
出
会

え
て
よ
か
っ
た
と
思
え
る
よ
う
な

授
業
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

◀
私
が
行
っ
た
自
己
紹
介
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新
版
国
語
教
科
書
に
は
、
一
年
の
い
ち

ば
ん
始
め
に
「
言
葉
に
出
会
う
た
め
に
」

と
い
う
単
元
が
設
定
さ
れ
ま
し
た
。
次
の

よ
う
な
項
目
が
あ
り
ま
す
。

■
声
を
届
け
る

■
書
き
留
め
る

■
本
と
出
会
う

■
調
べ
る

■
言
葉
を
読
む

■
い
に
し
え
の
言
葉
に
出
会
う

■
言
葉
を
知
る

■
言
葉
を
楽
し
む

　

中
学
生
に
な
っ
て
ど
ん
な
勉
強
を
す
る

の
か
子
ど
も
た
ち
は
と
て
も
楽
し
み
に
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
先
輩
に
な
っ
た
二
年

生
や
三
年
生
も
新
た
な
気
持
ち
で
頑
張
ろ

う
と
し
て
い
ま
す
。
新
入
生
で
な
く
と
も

国
語
学
習
の
基
本
に
立
ち
返
る
チ
ャ
ン
ス

と
と
ら
え
て
、
こ
れ
ら
の
項
目
を
学
習
に

組
み
入
れ
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

子
ど
も
た
ち
の
学
び
が
実
現
す
る
た
め
の

第
一
歩
が
踏
み
出
せ
た
ら
い
い
で
す
ね
。

言
葉
に
出
会
う
た
め
に

14

「国語教室通信  № 1」の内容

ことば
「言葉を学ぶ」教室であると
いうことを自覚できるよう
作っているコーナーです。
ここに掲載されている言葉
は，必ず辞書で引きます。

国語教室の心得
　国語の教室で心がけてほし
いことをまとめました。　　
　また，授業では「心得」と
いう言葉をまず辞書で引きま
した。それから，辞書は早く
引くこと，引いた後のメモの
書き方を伝えました。

詩の朗読
　新学期，新しい気持ちになって
いる子どもにぴったりの詩だと思い，
「前へ」（大木実）を紹介しました。 

　次の時間に，詩の朗読発表会を
予定し，題名や作者の読み方・息
の使い方・間のとり方・声の張り
について学習しました。

暗唱（古語）
　声を出すこと，暗
唱の楽しさを知るこ
と，古文に慣れるこ
との学習です。

類語大辞典より
　言葉には広がりがあって、それ
を知ること、使うことは楽しいと
いう実感をもたせたいと思って
作ったコーナーです。

「類語大辞典」は、国語の授業で
しばしば登場する魅力的な辞典で
す。子どもたちはこのコーナーが
大好きです。

今週の本棚
　常に読書の話題をしようと決意し
て作ったコーナーです。ここで取り
上げた作品を朗読してあげることも
あります（私はそれを「朗読劇場」
と呼んでいます）。

　このコーナーのおかげで、私は書
店に行くのが習慣になりました。

漢字コーナー
　子どもたちに人気のコーナーで
す。今回取り上げた漢字はすべて
「あて字」です。訓読みを考える
と何となくわかってくることか
ら、漢字には「意味」があること
を伝えたいと思いました。


