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今
年
の
大
半
、
ぼ
く
は
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
島
々
を
渡
り
歩
い

て
い
た
。
現
在
、
太
平
洋
の
島と
う

嶼し
ょ

部
に
暮
ら
し
て
い
る
の
は
、

四
千
年
ほ
ど
前
に
東
南
ア
ジ
ア
の
あ
た
り
か
ら
、
東
の
海
へ
と

漕
ぎ
出
し
た
人
々
の
子
孫
で
あ
る
。
彼
ら
は
生
粋
の
航
海
者
で

あ
り
、
海
洋
民
だ
っ
た
。

　

海
図
も
コ
ン
パ
ス
も
な
か
っ
た
時
代
、
島
影
の
見
え
な
い
水
平

線
へ
向
か
っ
て
旅
に
出
た
最
初
の
人
々
の
勇
気
に
、
ぼ
く
は
心

を
揺
さ
ぶ
ら
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
の
先
に
島
が
あ
る
か

ど
う
か
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
に
、
今
い
る
島
を
飛
び
出
し
て
、

ま
だ
見
ぬ
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
目
指
し
て
旅
立
っ
た
人
々
が
確
か

に
い
た
。
そ
の
勇
気
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
く
る
の
だ
ろ
う
？

　

も
ち
ろ
ん
渡
海
の
理
由
は
い
く
つ
も
あ
る
。
台
風
に
よ
る
被

害
で
島
を
出
て
行
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
島
民
も
い
た
だ
ろ
う

し
、
漂
流
や
遭
難
に
よ
っ
て
見
知
ら
ぬ
島
に
偶
然
た
ど
り
着
い

た
漁
師
も
い
た
だ
ろ
う
。が
、そ
れ
と
同
時
に
島
の
岸
辺
に
立
っ

て
好
奇
心
か
ら
沖
へ
漕
ぎ
出
し
た
人
々
も
い
た
の
だ
。
そ
う
し

た
冒
険
者
た
ち
の
軌
跡
と
奇
跡
が
現
在
の
ポ
リ
ネ
シ
ア
を
生
み

出
し
た
と
い
え
る
。

　

こ
の
頃
の
航
海
に
不
可
欠
だ
っ
た
の
が
、
近
代
計
器
を
用
い

な
い
伝
統
航
海
術
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
多
様
な
自
然
情
報
を
生

き
た
知
恵
に
置
き
換
え
て
い
く
身
体
技
法
の
一
つ
で
あ
り
、
遠

い
宇
宙
を
自
ら
の
身
体
に
取
り
込
む
洗
練
さ
れ
た
技
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
航
海
術
は
、
西
洋
人
が
島
に
や
っ
て
き

て
以
降
、
急
激
に
失
わ
れ
て
い
く
。

　

ポ
リ
ネ
シ
ア
で
完
全
に
消
滅
し
た
と
思
わ
れ
た
航
海
術
を
今

も
受
け
継
ぎ
、
実
践
し
て
い
た
の
が
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
に
住
む

マ
ウ
・
ピ
ア
イ
ル
グ
と
い
う
名
の
老
航
海
者
だ
っ
た
。
ぼ
く
は

十
年
前
に
彼
と
出
会
い
、
航
海
術
の
基
本
を
教
わ
っ
て
い
る
。

そ
の
と
き
、
広
大
な
海
を
旅
す
る
際
に
最
も
大
切
な
こ
と
と
し

て
彼
が
教
え
て
く
れ
た
の
が
、
見
え
な
い
島
を
ビ
ジ
ョ
ン
と
し

て
脳
裏
に
描
く
こ
と
、す
な
わ
ち
「
心
の
中
に
島
が
見
え
る
か
」

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　

鋼
の
よ
う
な
大
海
に
身
一
つ
で
漕
ぎ
出
す
た
め
に
は
、
常
に

目
的
地
の
島
を
心
に
描
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

す
れ
ば
、
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
見
舞
わ
れ
て
も
、
嵐
に
遭
遇
し
て

も
、
船
を
目
的
地
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
。

　

こ
れ
は
自
分
の
人
生
に
も
あ
て
は
ま
る
。
迷
っ
た
と
き
、
ぼ

く
は
い
つ
も
マ
ウ
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
そ
の
彼
も
、
今
夏
、

老
衰
の
た
め
に
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
一
報
を
受
け
て
は
じ
め
て

気
づ
い
た
の
だ
。
ぼ
く
に
と
っ
て
の
「
島
」
と
は
、
ま
だ
二
十

代
に
な
っ
た
ば
か
り
の
頃
に
出
会
っ
た
マ
ウ
・
ピ
ア
イ
ル
グ
そ

の
人
だ
っ
た
の
だ
、
と
。

写
真
家
　
石い

し

川か
わ

直な
お

樹き



話
す・聞
く・話
し
合
う

い
ま
こ
そ
話
し
言
葉
に
よ
る
交
流
を

信
州
大
学
　
教
授
　
藤
森
裕
治

特 

集

提 

言

0203

長
野
県
生
ま
れ
。
東
京
都
立
高
等
学
校
教
諭
を
経
て
、
信
州
大
学
教
育

学
部
教
授
。
教
育
学
博
士
。
専
門
は
国
語
科
教
育

学
（
授
業
研
究
）、
日
本
民
俗
学
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ

ジ
オ
高
校
講
座
講
師
。
著
書
に
『
死
と
豊
穣

の
民
俗
文
化
』(

吉
川
弘
文
館)

、『
国
語
科

授
業
研
究
の
深
層—

予
測
不
可
能
事
象
と
授

業
シ
ス
テ
ム—

』(

東
洋
館
出
版
社)

な
ど
。

ふ
じ
も
り
・
ゆ
う
じ

今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、

「
話
す
こ
と
」「
聞
く
こ
と
」「
話
し
合
う
こ
と
」
の
指
導
事
項
が
、

そ
れ
ぞ
れ
系
統
的
に
示
さ
れ
ま
し
た
。

本
特
集
で
は
、
平
成
二
十
三
年
度
版
指
導
書
『「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
授
業
を
つ
く
る
』
の

監
修
を
務
め
ら
れ
た
先
生
方
に
、
話
す
・
聞
く
・
話
し
合
う
力
の
大
切
さ
や
、

そ
の
力
を
ど
う
育
て
て
い
く
か
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

ま
た
、
授
業
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
実
践
を
三
例
紹
介
し
ま
し
た
。

話
す
・
聞
く・
話
し
合
う

特 

集

会
っ
た
主
婦
同
士
が
会
話
す
る
場
面
と
で
は
、「
暑

い
で
す
ね
」
と
い
う
言
葉
を
発
す
る
意
図
や
意
味

が
異
な
る
。

　

話
し
手
・
聞
き
手
の
協
働
性
と
は
、
話
し
言
葉

に
よ
る
情
報
の
意
味
内
容
は
、
話
し
手
と
聞
き
手

の
や
り
と
り
に
よ
っ
て
決
定
す
る
と
い
う
性
質
の

こ
と
で
あ
る
。先
の
例
で
、教
師
が「
暑
い
で
す
ね
」

と
言
う
の
を
聞
い
た
児
童
の
一
人
が
窓
を
開
け
た

と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
教
師
の
言
葉
は
「
蒸
し

暑
い
か
ら
窓
を
開
け
て
涼
し
く
し
ま
し
ょ
う
」
と

い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
形
成
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

話
し
言
葉
に
よ
る
交
流
を
数
多
く
経
験
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
学
習
者
像
を
一
口
で
言
う

と
、「
思
慮
深
い
言
語
主
体
」
で
あ
る
。
思
慮
深

い
言
語
主
体
と
は
、
相
手
や
場
、
目
的
に
応
じ
た

言
葉
を
用
い
て
、
自
分
の
考
え
を
筋
道
を
立
て
て

述
べ
た
り
、
互
い
の
考
え
の
共
通
点
や
相
違
点
を

考
え
た
り
、
決
ま
り
を
守
っ
て
計
画
的
に
話
し
合

い
を
進
め
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
主
体
を
指
す
。

　

こ
う
し
た
言
語
主
体
を
育
て
る
た
め
に
、
い
ま

こ
そ
話
し
言
葉
に
よ
る
交
流
を
活
性
化
さ
せ
た
い
。

　

新
し
い
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
国
語
）
に

は
、「
〜
合
う
」
と
い
う
表
現
が
二
十
五
か
所
あ
る
。

平
成
十
年
度
版
で
は
十
か
所
だ
っ
た
の
で
、
二
・

五
倍
の
増
加
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、「
話
し
合
う
」

「
述
べ
合
う
」
な
ど
、
話
し
言
葉
に
よ
る
活
動
で

あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
記
述
は
十
一
か
所

あ
る
。

　

十
一
か
所
の
「
〜
合
う
」
が
記
述
さ
れ
て
い
る

項
目
は
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
だ
け
で
は

な
い
。
例
え
ば
第
三
学
年
〜
第
四
学
年
の
「
読
む

こ
と
」
に
は
、「
物
語
や
詩
を
読
み
、
感
想
を
述

べ
合
う
こ
と
。（
２
）
ア
」
と
あ
る
。
同
じ
く
「
書

く
こ
と
」
に
は
、「
…
書
き
手
の
考
え
の
明
確
さ

な
ど
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
合
う
こ
と
。（
１
）カ
」

と
あ
る
。

　
「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」〔
伝
統
的
な
言
語

文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
に
は
、
延

べ
六
か
所
に
「
発
表
し
合
う
」
と
い
う
指
導
事
項

が
新
設
さ
れ
て
い
る
。「
発
表
」
の
仕
方
に
は
劇

化
や
書
い
た
も
の
を
読
み
合
う
活
動
も
あ
っ
て
、

話
し
言
葉
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、
発
表
し
合
う
と
い
う
活
動
が
口
頭
発
表
な
し

に
成
立
す
る
と
は
、常
識
的
に
考
え
に
く
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
す

べ
て
の
内
容
領
域
と
指
導
事
項
に
わ
た
っ
て
話
し

言
葉
に
よ
る
交
流
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
話
し
合

う
」「
述
べ
合
う
」
と
い
う
活
動
は
、
国
語
科
学

習
の
基
盤
を
構
成
す
る
、
重
要
な
言
語
活
動
な
の

で
あ
る
。

　

い
ま
筆
者
は
「
話
し
言
葉
に
よ
る
交
流
」
と
書

い
た
が
、
話
し
言
葉
に
よ
る
言
語
活
動
は
、
例
外

な
く
交
流
と
い
う
要
素
を
伴
う
。
声
の
届
く
場
に

自
分
と
相
手
が
い
て
、
情
報
を
伝
達
し
共
有
す
る

営
み
が
話
し
言
葉
に
よ
る
言
語
活
動
で
あ
る
。
こ

の
と
き
、
伝
え
よ
う
と
す
る
音
声
情
報
は
話
し
手

か
ら
聞
き
手
へ
と
い
う
流
れ
を
な
す
が
、
当
の
情

報
が
ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
伝
わ
る
か

は
、
場
面
の
文
脈
と
話
し
手
・
聞
き
手
の
協
働
性

に
よ
っ
て
決
ま
る
。

　

場
面
の
文
脈
と
は
、
ど
こ
で
、
ど
ん
な
目
的
で
、

ど
う
い
う
関
係
の
人
々
が
ど
ん
な
手
段
で
話
し
言

葉
を
や
り
と
り
す
る
の
か
と
い
う
状
況
が
も
つ
意

味
で
あ
る
。
例
え
ば
蒸
し
暑
い
教
室
で
先
生
が
児

童
に
語
り
か
け
る
場
面
と
、
真
夏
の
公
園
で
出



話
す・聞
く・話
し
合
う

　

今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
話
し
合
う
こ

と
」
が
、
指
導
事
項
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら

れ
ま
し
た
。

　

ス
ピ
ー
チ
・
講
義
の
よ
う
な
話
し
手
と
聞
き
手

が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
い
る
場
面
よ
り
も
、
話
し

手
と
聞
き
手
が
瞬
時
に
入
れ
替
わ
る「
話
し
合
い
」

の
場
面
の
方
が
、
日
常
生
活
で
は
圧
倒
的
に
多
い

で
す
ね
。
話
し
合
う
力
は
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す

求
め
ら
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

　

話
し
合
い
は
、「
ま
と
め
て
い
く
」
と
い
う
よ
り

も
「
つ
な
げ
て
い
く
」
つ
も
り
で
進
め
ま
し
ょ
う
。

　

例
え
ば
、「
わ
た
し
も
そ
う
な
ん
だ
け
ど
…
」、

「
へ
え
、
そ
う
な
ん
だ
。
ぼ
く
は
ね
…
」、「
違
う

意
見
な
ん
だ
け
ど
…
」、「
な
る
ほ
ど
ね
」
な
ど
、

子
ど
も
た
ち
が
日
常
的
に
使
う
言
葉
で
、
相
手
の

話
と
つ
な
い
で
い
く
よ
う
な
言
葉
を
事
前
に
示
し

て
あ
げ
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
話
し
合

い
の
進
め
方
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
た
め
に
、
わ
た

し
は
黒
板
に
吹
き
出
し
を
貼
っ
て
い
く
、
と
い
う

指
導
を
よ
く
し
ま
し
た
。
話
し
合
い
は
、「
受
け

て
返
す
」を
繰
り
返
し
て
つ
な
げ
て
い
く
も
の
だ
、

と
い
う
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
の
で
す
。

　

話
し
合
い
に
は
大
き
く
分
け
て
、「
拡
散
的
な

話
し
合
い
」
と
「
収
束
的
な
話
し
合
い
」
が
あ
り

ま
す
。
文
学
作
品
の
読
解
の
と
き
は
「
拡
散
的
な

話
し
合
い
」
に
な
り
ま
す
が
、
何
か
を
決
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
「
収
束
的
な
話
し
合
い
」

に
な
り
ま
す
。
話
し
合
い
の
前
に
、「
今
日
は
、

み
ん
な
の
意
見
を
広
げ
て
い
こ
う
」、
あ
る
い
は

「
今
日
は
、
意
見
を
広
げ
て
も
い
い
け
ど
、
ま
と

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
話
し
合
い
の
テ
ー

マ
に
戻
っ
た
り
す
る
よ
」
と
、
話
し
合
い
の
種
類

を
、
き
ち
ん
と
子
ど
も
た
ち
に
示
し
て
い
く
こ
と

も
大
切
で
す
。

　

な
る
べ
く
具
体
的
な
や
り
と
り
を
例
に
示
し
て

学
ば
せ
、
子
ど
も
た
ち
の
話
し
合
い
を
活
性
化
さ

せ
た
い
も
の
で
す
。

　

聞
く
力
を
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
は
、「
耳
を
鍛

え
る
」
指
導
と
、「
聞
く
姿
勢
」
を
教
え
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

　
「
耳
を
鍛
え
る
」
た
め
に
、
低
学
年
で
は
耳
を

す
ま
し
て
「
聞
き
ひ
た
る
」
体
験
を
た
く
さ
ん
さ

せ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
読
み
聞
か
せ
や
言
葉
遊

び
な
ど
、
楽
し
み
な
が
ら
た
く
さ
ん
聞
か
せ
る
場

面
を
設
定
し
た
い
で
す
ね
。
中
学
年
で
は
、「
聞

き
取
っ
て
メ
モ
を
す
る
」
と
い
う
活
動
を
さ
せ
ま

す
。
新
版
の
教
科
書
に
は
「
聞
き
取
り
メ
モ
の

工
夫
」（
四
年
下
）
と
い
う
教
材
が
あ
り
ま
す
が
、

先
生
が
文
章
を
読
ん
で
、
そ
れ
を
聞
き
取
っ
て
メ

モ
を
す
る
と
い
う
練
習
を
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

高
学
年
に
な
っ
た
ら
、
校
長
先
生
の
お
話
な
ど
、

実
際
の
場
面
で
主
体
的
に
聞
く
練
習
を
さ
せ
ま
す
。

校
長
先
生
の
お
話
が
終
わ
っ
た
後
に
メ
モ
を
さ
せ

て
、
自
分
は
ど
う
感
じ
た
か
、
自
己
内
対
話
を
し

て
書
か
せ
る
指
導
を
す
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、「
聞
く
姿
勢
」
を
教
え
る
こ
と
も

大
事
で
す
。
聞
き
手
は
、
話
し
手
に
「
聞
い
て
い

ま
す
よ
」
と
い
う
サ
イ
ン
を
送
ら
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
。
低
学
年
で
は
、「
話
し
て
い
る
人
の
お

顔
を
見
な
が
ら
、
う
な
ず
き
な
が
ら
聞
き
ま
し
ょ

う
」
と
指
導
し
ま
す
。
中
学
年
で
は
、
わ
か
ら
な

い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ら
質
問
す
る
と
こ
ろ
ま
で

も
っ
て
い
き
た
い
の
で
、「
質
問
が
あ
る
と
き
に

は
、
話
が
区
切
れ
た
と
き
に
し
ま
し
ょ
う
」
な
ど

の
ル
ー
ル
を
指
導
し
ま
す
。
さ
ら
に
高
学
年
は
、

考
え
て
聞
く
段
階
で
す
か
ら
、
自
分
の
新
し
い
考

え
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
質
問
や
感
想
を

考
え
な
が
ら
聞
く
よ
う
に
指
導
し
ま
す
。

　
「
話
す
こ
と
」
は
音
声
が
出
て
い
る
の
で
、
わ

り
と
評
価
し
や
す
い
の
で
す
が
、「
聞
く
こ
と
」は
、

子
ど
も
の
内
面
的
な
動
き
な
の
で
評
価
が
と
て
も

難
し
い
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、聞
き
取
り
メ
モ
や
、

聞
い
た
後
に
わ
か
っ
た
こ
と
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に

書
か
せ
る
な
ど
、
書
く
と
い
う
表
現
に
お
と
し
て

評
価
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
話
し
合
い

の
場
面
で
は
、聞
い
た
後
に
反
応
が
で
き
て
い
る
、

行
動
が
で
き
て
い
る
、
な
ど
の
態
度
面
で
評
価
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

話
し
合
い
を
さ
せ
る
と
き
、
わ
た
し
は
、「
今

日
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
、
明
日
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
」

と
決
め
て
、
分
割
し
て
見
て
い
く
よ
う
に
し
て

い
ま
し
た
。
話
し
合
い
に
は
、「
相
手
」
と
「
場
」

が
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
「
場
の
雰
囲
気
を

く
み
と
り
、
相
手
の
話
を
聞
い
て
、
反
応
し
て
い

る
か
」
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
教
師
が
グ
ル
ー

プ
の
中
に
入
ら
な
い
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

よ
く
、子
ど
も
た
ち
に
話
し
合
い
を
さ
せ
て「
ど

う
、
ま
と
ま
っ
た
か
な
？
」
と
、
話
し
合
っ
た
結

果
だ
け
を
聞
い
て
し
ま
い
が
ち
な
の
で
す
が
、
大

事
な
の
は
、
話
し
合
う
過
程
で
す
。
時
間
は
か
か

り
ま
す
が
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
話
し
合
い
の
や

り
と
り
を
見
て
、評
価
に
加
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
は
、
指
導
や
評
価
が
難
し
い
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。

現
場
の
先
生
方
か
ら
多
く
寄
せ
ら
れ
る
悩
み
や
疑
問
に
、

邑
上
裕
子
先
生
（
新
宿
区
立
落
合
第
四
小
学
校
）
が
お
答
え
し
ま
す
。

聞
く
こ
と
が
苦
手
な
子
が
多
く
て

困
っ
て
い
ま
す
。

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
評
価
は
、

ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
れ
か
ら
求
め
ら
れ
る

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
力
と
は
？

一
方
的
に
話
し
て
ば
か
り
で
、
な
か
な
か
「
話
し
合
い
」
に
な
り
ま
せ
ん
。

「
耳
を
鍛
え
る
」
指
導
を
し
、

「
聞
く
姿
勢
」
を
教
え
ま
し
ょ
う
。

話
し
合
い
を
さ
せ
る
と
き
は
、

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、

子
ど
も
た
ち
の
や
り
と
り
を

丁
寧
に
見
て
評
価
し
ま
し
ょ
う
。

「
話
し
合
う
」
力
で
す
。

話
し
合
い
は
「
受
け
て
返
す
」
が
基
本
で
あ
る
こ
と
を
、

き
ち
ん
と
指
導
し
ま
し
ょ
う
。

模造紙で作った吹き出しを用意しておき、
パッパッと貼って、「受けて返す」話し合
いの流れを示す。
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東
京
都
生
ま
れ
。
小
学
校
教
諭
、
立
川
市
教
育
委
員
会
指
導
主
事
、
東

京
都
教
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー
統
括
指
導
主
事
等
を

経
て
、
現
在
、
新
宿
区
立
落
合
第
四
小
学
校
校

長
。
東
京
都
小
学
校
国
語
教
育
研
究
会
会
長
。

文
化
審
議
会
国
語
分
科
会
委
員
。
共
著
に『
小

学
校
国
語
学
習
指
導
実
践
辞
典
』（
東
洋
館

出
版
）
な
ど
。

邑む
ら

上か
み

裕ゆ
う

子こ

「
話
す
こ
と・
聞
く
こ
と
」



話
す・聞
く・話
し
合
う

楽しく「おみせやさんごっこ」に取り組む
子どもたち。

◀
「
話
し
方
・
聞
き
方 

あ
い
う
え
お
」

■
め
あ
て
の
確
認
を
す
る
（
十
分
）

　

前
時
で
使
用
し
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
学
習
指
導

書
一
下
p. 

117
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）
を
振
り
返
る
。

【
め
あ
て
の
例
】

は
な
し
か
た
（
お
き
ゃ
く
）

・
て
い
ね
い
な
こ
と
ば
で
、
は
な
す
。

・
な
に
を
い
く
つ
か
う
か
、
は
っ
き
り
と
は
な

す
。 

…
…
な
ど
。

き
き
か
た
（
み
せ
の
ひ
と
）

・
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
、
て
い
ね
い
な
こ
と
ば

で
、
た
ず
ね
か
え
し
て
き
く
。

・
う
な
ず
い
た
り
、
た
し
か
め
た
り
し
て
き
く
。

…
…
な
ど
。

　

前
時
に
模
造
紙
に
ま
と
め
た
も
の
を
使
っ
て
、

め
あ
て
の
確
認
を
す
る
と
よ
い
。
活
動
後
、
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
の
後
半
に
「
お
み
せ
や
さ
ん
ご
っ
こ
」

の
振
り
返
り
を
書
く
こ
と
を
予
告
し
て
お
く
。

■
お
み
せ
や
さ
ん
の
場
を
設
定
す
る

【
活
動
場
所　

設
定
の
工
夫
】

　

店
は
、
部
屋
の
周
り
に
つ
く
り
、
真
ん
中
を
広

く
空
け
て
買
い
物
し
や
す
く
す
る
（
下
図
参
照
）。

【
そ
の
他
】

　

売
る
人
と
買
う
人
を
区
別
す
る
た
め
に
、
店
の

人
は
バ
ン
ダ
ナ
等
を
つ
け
る
と
、
な
り
き
る
こ
と

が
で
き
る
。 は

じ
め
に

　

一
年
生
の
子
ど
も
た
ち
は
、「
ご
っ
こ
あ
そ
び
」

が
大
好
き
で
あ
る
。
本
教
材
も
興
味
関
心
を
示
す
、

と
て
も
よ
い
教
材
で
あ
る
。
大
喜
び
で
主
体
的
に

活
動
に
取
り
組
む
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
留
意
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
学
習
の
め
あ

て
を
し
っ
か
り
と
も
た
せ
、
何
の
た
め
の
学
習
活

動
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
常
に
教
師
が
意
識
し
て

お
く
こ
と
で
あ
る
。

　

本
校
で
は
、
学
習
の
基
本
的
な
き
ま
り
と
「
話

■
お
み
せ
や
さ
ん
ご
っ
こ
を
す
る
（
二
十
五
分
）

・
店
は
あ
ら
か
じ
め
休
み
時
間
等
を
利
用
し
て

設
定
し
て
お
く
。

・
活
動
時
間
は
、
お
客
に
な
る
人
と
店
を
や
る

人
と
十
分
く
ら
い
ず
つ
二
回
行
い
、
入
れ

替
え
に
五
分
と
り
、
二
十
五
分
程
度
確
保

し
て
お
く
。

・
役
割
交
代
の
合
図
は
、
唐
突
に
「
や
め
」
と

指
示
す
る
の
で
な
く
、
音
楽
を
決
め
て
お

き
、
終
了
三
分
前
に
流
し
て
、
き
り
の
よ

い
と
こ
ろ
で
終
了
さ
せ
る
な
ど
、
時
間
の

幅
を
も
た
せ
る
。

・
教
師
は
店
を
回
り
な
が
ら
、
や
り
と
り
の
よ

い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
て
ほ
め
る
よ
う
に
す

る
と
、「
め
あ
て
」
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

■
活
動
を
振
り
返
る
（
十
分
）

・
め
あ
て
に
つ
い
て
振
り
返
り
、
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
に
記
入
す
る
。

・
感
想
を
発
表
す
る
。

し
方
・
聞
き
方　

あ
い
う
え
お
」「
声
の
も
の
さ
し
」

「
発
表
の
し
か
た
」
等
、
年
間
を
通
し
て
指
導
し

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
学
習
の
基
本

を
改
め
て
意
識
さ
せ
た
う
え
で
、
楽
し
く
生
き
生

き
と
し
た
単
元
に
な
る
よ
う
に
し
た
い
。

　
「
も
の
の 

名
ま
え
」
で
、
上
位
語
と
下
位
語
を

知
る
こ
と
で
、
売
る
物
の
概
念
を
と
ら
え
る
。
そ

れ
を
生
か
し
て
、「
お
み
せ
や
さ
ん
ご
っ
こ
を 

し

よ
う
」
で
は
、
お
店
や
さ
ん
の
準
備
段
階
と
本
番

で
の 

「
聞
く
・
話
す
」 

活
動
が
あ
る
。
実
の
場
で

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
学
習
を
促
す
こ
と

の
で
き
る
教
材
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
（
役
割

演
技
）
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
表
現
力
を
豊
か
に

す
る
な
ど
、
工
夫
次
第
で
尋
ね
た
り
応
答
し
た
り

す
る
と
い
う
言
語
活
動
を
活
発
に
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

指
導
計
画
（
全
十
一
時
間
）

　

こ
こ
で
の
学
習
は
、「
も
の
の 

名
ま
え
」
と
「
お

み
せ
や
さ
ん
ご
っ
こ
を 

し
よ
う
」
の
二
教
材
を

組
み
合
わ
せ
て
行
う
。

お
わ
り
に

　

学
習
活
動
が
熱
中
し
て
く
る
と
「
り
ん
ご
く
だ

さ
い
」「
は
い
、
ど
う
ぞ
。
百
円
で
す
」
の
よ
う

な
会
話
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
が
、

　
「
り
ん
ご
を
一
つ
く
だ
さ
い
」

　
「
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
一
つ
で
す
ね
。
百
円
で
す
」

　
「
は
い
。
百
円
」

　
「
あ
ま
い
り
ん
ご
で
す
よ
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
」

の
よ
う
な
一
往
復
半
以
上
の
会
話
を
心
が
け
た
い

（
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
練
習
段
階
で
し
っ
か
り
と

経
験
さ
せ
て
お
く
）。
よ
い
や
り
と
り
を
し
て
い

る
場
面
を
見
か
け
た
ら
、
十
分
に
ほ
め
て
、
全
体

に
広
め
る
と
よ
い
。

　

子
ど
も
た
ち
の
学
習
意
欲
を
大
切
に
し
、
生
き

生
き
と
し
た
学
習
活
動
に
し
た
い
。

 

第
一
次

も
の
の
名
前
に
つ
い
て
知
ろ
う
（
三
時
間
）

　
　

教
材
文
を
読
み
、
上
位
語
と
下
位
語
に
つ
い

　
　

て
知
る
。

 

第
二
次

「
お
み
せ
や
さ
ん
ご
っ
こ
」
の
準
備
を
し
よ
う

（
六
時
間
）

自
分
た
ち
が
や
り
た
い
店
や
、
お
み
せ
や

さ
ん
ご
っ
こ
に
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
話

し
合
い
、
準
備
を
す
る
。

 

第
三
次

「
お
み
せ
や
さ
ん
ご
っ
こ
」
を
し
よ
う
（
二
時
間
）

　

・
売
る
人
と
買
う
人
の
上
手
な
話
し
方
・
聞
き

　
　

方
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
練
習
す
る
。

　

・
お
み
せ
や
さ
ん
ご
っ
こ
を
す
る
。

指
導
の
実
際

第
三
次　

第
十
一
時

　

め
あ
て
を
も
っ
て
「
お
み
せ
や
さ
ん
ご
っ

こ
」
を
す
る
。

１

２

３４

移
動
・
集
合

ス
ペ
ー
ス
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　「
ご
っ
こ
遊
び
」
を
通
し
て
学
ぶ
　

使
用
教
材
：「
も
の
の 

名
ま
え
」「
お
み
せ
や
さ
ん
ご
っ
こ
を 

し
よ
う
」（
一
年
下
）　

実 
践

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会

▼
「
声
の
も
の
さ
し
」



話
す・聞
く・話
し
合
う

は
じ
め
に

　
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
授
業
づ
く
り
の

ポ
イ
ン
ト
は
、
児
童
の
課
題
意
識
の
喚
起
で
あ
る

と
考
え
る
。
こ
の
場
合
の
児
童
の
課
題
意
識
と
は
、

「
聞
き
手
の
立
場
に
立
っ
た
話
す
内
容
や
話
し
方

を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
の
か
」
と
い
う
考
え

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
児
童
に
と
っ
て
必
然
性
の

あ
る
課
題
に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
あ

と
は
教
師
が
授
業
の
な
か
で
そ
の
方
法
を
示
す
だ

け
で
、
児
童
は
自
ら
の
話
し
方
を
見
直
し
て
い
く

よ
う
に
な
る
。

　

本
稿
で
は
、「
言
葉
遊
び
の
世
界
」（
四
年
下
）

を
取
り
扱
う
。
本
教
材
は
、
言
葉
の
特
質
を
知
っ

て
、
言
葉
遊
び
の
文
化
に
親
し
ま
せ
る
こ
と
を
ね

ら
い
と
し
て
い
る
。
言
葉
遊
び
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

種
類
が
あ
る
が
、
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
文
字
に
す

る
よ
り
も
音
声
に
し
た
方
が
楽
し
い
も
の
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
教
材
で
は
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
」
を
中
心
と
し
た
活
動
を
行
い
、
児
童
に
聞
き

手
の
立
場
に
立
つ
必
然
性
を
も
た
せ
る
場
の
設
定

を
行
っ
て
い
き
た
い
。

た
プ
リ
ン
ト
を
持
ち

寄
り
、
グ
ル
ー
プ
で

話
し
合
っ
て
各
問
題

で
発
表
し
た
い
も
の

に
順
位
を
つ
け
さ
せ

て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

各
問
題
を
担
当
す
る

児
童
を
グ
ル
ー
プ
で

話
し
合
っ
て
決
め
さ

せ
、
発
表
の
練
習
の

時
間
を
設
け
た
。
教

師
か
ら
は
、
第
一
次

で
視
聴
し
た
と
き
の

こ
と
を
思
い
出
さ
せ
、

「
声
の
調
子
」
や
「
間
の
取
り
方
」
な
ど
を
意
識

す
る
よ
う
に
助
言
を
し
た
。

　

そ
の
後
、
第
四
次
と
し
て
、
学
級
で
大
喜
利
を

行
っ
た
。
教
師
が
司
会
を
行
い
、
座
布
団
の
代
わ

り
に
各
自
の
帽
子
を
使
っ
て
、
お
も
し
ろ
い
回
答

に
は
頭
に
帽
子
を
重
ね
て
か
ぶ
せ
て
い
っ
た
。

お
わ
り
に

　

次
は
、
学
習
後
の
児
童
の
感
想
で
あ
る
。

　
「
わ
た
し
は
、
笑
点
と
い
っ
て
も
、
と
き
ど
き

見
る
だ
け
で
あ
ん
ま
り
関
心
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
、

今
回
の
授
業
で
と
て
も
お
も
し
ろ
い
も
の
だ
と
思

指
導
計
画
（
全
十
時
間
）

　

本
実
践
で
は
テ
レ
ビ
番
組
の
「
笑
点
」
の
大
喜

利
を
参
考
に
、
児
童
が
考
え
た
言
葉
遊
び
を
紹
介

す
る
場
の
設
定
を
行
う
。
大
喜
利
と
は
、
出
題
者

の
問
題
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
回
答
者
が
お
も
し

ろ
い
こ
と
を
言
え
ば
、
座
布
団
が
も
ら
え
る
と
い

う
番
組
内
の
コ
ー
ナ
ー
で
あ
る
。

　

大
喜
利
に
は
得
点
を
増
や
し
て
い
く
と
い
う

ゲ
ー
ム
性
が
あ
る
。
ま
た
相
手
を
楽
し
ま
せ
な
け

れ
ば
得
点
で
き
な
い
と
い
う
点
か
ら
、
い
か
に
相

手
を
楽
し
ま
せ
る
か
、
そ
の
話
す
内
容
や
話
し
方

を
検
討
す
る
必
要
性
が
出
て
く
る
。

　

そ
こ
で
、
す
べ
て
の
児
童
が
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉

遊
び
に
つ
い
て
自
分
で
考
え
、
回
答
者
と
な
っ
て

学
級
全
員
の
前
で
発
表
す
る
活
動
の
場
を
設
定
し

た
。

 

第
一
次　

テ
レ
ビ
番
組
「
笑
点
」
を
視
聴
し
、

活
動
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
。（
一
時
間
）

 

第
二
次　

教
科
書
を
読
み
、
言
葉
遊
び
の
作
り

方
に
つ
い
て
練
習
す
る
。（
二
時
間
）

 

第
三
次　

各
班
で
問
題
に
つ
い
て
の
回
答
を
検

い
ま
し
た
。
ど
こ
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
か
と
い

う
と
、
…
（
中
略
）
…
み
ん
な
の
発
表
の
し
か
た

が
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
こ
ろ
、
み
ん
な
の
意
見
が
い

ろ
い
ろ
あ
る
と
こ
ろ
な
ど
で
す
。

　

そ
し
て
、
わ
た
し
は
人
前
で
発
表
す
る
の
が
苦

手
で
し
た
。
で
す
が
、
こ
の
授
業
の
お
か
げ
で
人

前
で
発
表
す
る
の
が
得
意
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た

人
の
意
見
を
よ
く
聞
け
て
、
意
見
を
言
え
て
、
先

生
が
教
え
て
く
れ
た
声
の
調
子
の
こ
と
を
生
か
し

て
い
き
た
い
で
す
。
…
（
略
）」

　

今
後
も
児
童
が
「
話
す
・
聞
く
」
必
然
性
を
感

じ
ら
れ
る
よ
う
な
課
題
意
識
を
喚
起
す
る
場
の
設

定
に
つ
い
て
実
践
を
重
ね
て
い
き
た
い
。

討
し
、
練
習
す
る
。（
三
時
間
）

 

第
四
次　

学
級
で
大
喜
利
を
行
う
。（
二
時
間
）

 

第
五
次　

全
員
の
考
え
た
言
葉
遊
び
を
冊
子
に

ま
と
め
る
。（
二
時
間
）

指
導
の
実
際

第
三
次　

第
四
〜
六
時

　

各
班
で
問
題
に
つ
い
て
の
回
答
を
検
討
し
、

練
習
す
る
。

　

本
学
級
の
児
童
は
四
十
名
で
あ
り
、
四
人
で
一

グ
ル
ー
プ
の
十
グ
ル
ー
プ
を
構
成
し
た
。
大
喜
利

の
問
題
を
四
問
と
し
、
各
グ
ル
ー
プ
で
一
人
ず
つ

が
担
当
と
し
て
前
に
出
る
こ
と
と
し
た
。
問
題
に

つ
い
て
は
、
教
科
書
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
言
葉
遊

び
か
ら
全
員
で
話
し
合
い
、「
し
ゃ
れ
」「
回
文
」「
あ

い
う
え
お
作
文
」「
な
ぞ
か
け
」
の
四
つ
と
な
っ
た
。

　

ま
ず
、
教
師
か
ら
各
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う

な
例
を
挙
げ
た
プ
リ
ン
ト
を
全
員
に
配
付
し
た
。

１

２

３

４

　「
笑
点
」を
し
よ
う
！
　

使
用
教
材
：「
言
葉
遊
び
の
世
界
」（
四
年
下
）　

実 
践

─

　
広
島
大
学
附
属
小
学
校
　
立た

て

石い
し

泰や
す

之ゆ
き

　

児
童
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
プ
リ
ン
ト
に
自
分
が
考

え
た
回
答
を
書
き
込
ん
で
い
っ
た
。
図
書
室
や
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
り
、
家
族
に
聞
い
た
り

す
る
様
子
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
各
自
が
書
い

上：ふだんはおとなしい児童も元気よく手を挙げる。
下：発表に聞き入る児童たち。

①　

し
ゃ
れ
一
つ
に
つ
き
、二
文
書
き
ま
す
。
実
際
に
は
、

一
文
目
を
言
っ
た
後
、
先
生
が
「
何
だ
い
。」
と
聞
き

ま
す
。
そ
う
し
た
ら
、二
文
目
の
し
ゃ
れ
を
言
い
ま
す
。

「
エ
ジ
プ
ト
の
人
が
砂
ば
く
で
言
っ
た
ん
だ
っ

て
。」 「
何
だ
い
。」「
ら
く
だ
に
乗
る
と
楽
だ
。」

②　

回
文
一
つ
に
つ
き
、
二
文
書
き
ま
す
。
実
際
に
は
、

一
文
目
を
言
っ
た
後
、
先
生
が
「
何
だ
い
。」
と
聞

き
ま
す
。
そ
う
し
た
ら
、二
文
目
の
回
文
を
言
い
ま
す
。

「
大
変
だ
よ
。」「
何
だ
い
。」「
た
け
や
ぶ
や
け
た
。」

③　

自
分
や
友
だ
ち
、
先
生
や
家
族
の
名
字
を
使
っ
て
、

そ
の
人
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
相
手
が
聞
い
て
、
傷

つ
い
た
り
、
悲
し
く
な
っ
た
り
す
る
内
容
は
ダ
メ
で

す
よ
。

「
立
石
先
生
を
紹
介
し
ま
す
」

立
石
先
生
の
「
た
」、「
楽
し
く
て
」。

立
石
先
生
の
「
て
」、「
て
れ
や
さ
ん
だ
け
ど
」。

立
石
先
生
の
「
い
」、「
い
つ
も
や
さ
し
く
」。

立
石
先
生
の
「
し
」、「
し
か
り
つ
け
ま
す
」。

④　

な
ぞ
か
け
一
つ
に
つ
き
、
三
文
書
き
ま
す
。
実
際

に
は
、
一・
二
文
目
を
言
っ
た
後
、
先
生
が
、「
そ
の

心
は
。」
と
聞
き
ま
す
。
そ
う
し
た
ら
、
三
文
目
の

答
え
を
言
い
ま
す
。

「
整
い
ま
し
た
。
お
な
か
が
い
っ
ぱ
い
の
人
と
か

け
ま
し
て
、宇
宙
と
解
き
ま
す
。」「
そ
の
心
は
。」

「
ど
ち
ら
も
く
う
き
が
あ
り
ま
せ
ん
。」

例例例 例
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話
す・聞
く・話
し
合
う

③
困
っ
て
い
た
と
き
、
悲
し
か
っ
た
と
き
な
ど
自

分
の
感
情
に
合
わ
せ
て
書
い
て
い
く
。

④
出
来
事
に
合
わ
せ
て
、「
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰

と
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
と
き
の
会
話
」

な
ど
、
具
体
的
な
こ
と
も
書
き
込
ん
で
い
く
。

ま
た
、
書
け
て
い
る
児
童
数
名
に
途
中
で
発
表

さ
せ
た
り
、
ペ
ア
で
情
報
交
換
さ
せ
た
り
す

る
。
自
由
に
マ
ッ
プ
を
書
く
こ
と
で
発
想
が
活

性
化
す
る
子
も
い
れ
ば
、
視
点
を
与
え
ら
れ
る

こ
と
で
発
想
が
活
性
化
す
る
子
も
い
る
。
ま

た
、
具
体
的
な
シ
ー
ン
を
示
唆
す
る
こ
と
で
書

け
る
子
も
い
る
。
子
ど
も
た
ち
の
思
考
の
ス
タ

イ
ル
に
対
応
し
て
進
め
る
。

■ 

第
三
時
の
様
子
か
ら

　

前
時
で
マ
ッ
プ
に
書
き
広
げ
た
こ
と
を
整
理
す

る
。
さ
ら
に
、
そ
の
と
き
の
保
護
者
の
気
持
ち
は

ど
う
だ
っ
た
か
想
像
し
、
そ
の
と
き

の
自
分
の
気
持
ち
は
ど
う
だ
っ
た

か
、
そ
れ
を
比
較
し
て
今
ど
う
思
う

の
か
、
こ
の
三
つ
を
加
え
さ
せ
る
。

　

保
護
者
の
行
為
の
裏
側
に
あ
る

思
い
を
浮
か
べ
、
そ
の
と
き
の
自
分

の
気
持
ち
と
比
較
す
る
。
そ
し
て
、

感
謝
に
つ
な
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
保

護
者
に
依
存
し
て
い
る
気
持
ち
か

ら
一
歩
成
長
し
、
自
身
の
思
考
の
広

が
り
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

は
じ
め
に

目
前
に
迫
る
卒
業
。

卒
業
と
は
「
ひ
と
り
立
ち
」
す
る
こ
と
。

そ
の
た
め
に
ど
れ
だ
け
保
護
者
の
方
に
お
世
話

に
な
っ
た
か
。

時
に
口
や
か
ま
し
い
小
言
、
お
せ
っ
か
い
。

そ
の
裏
側
に
あ
る
願
い
を
思
い
描
け
る
か
。

そ
れ
を
思
い
描
け
る
こ
と
が
、
成
長
し
た
証
。

そ
れ
に
対
し
感
謝
で
き
る
こ
と
が
成
長
し
た
証
。

言
え
な
か
っ
た
「
あ
り
が
と
う
」
を
伝
え
よ
う
。

　

ま
も
な
く
小
学
校
を
巣
立
っ
て
い
く
六
年
の
三

学
期
。
子
ど
も
た
ち
に
は
、
こ
れ
ま
で
育
て
て
く

れ
た
保
護
者
に
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
さ
せ
、
そ

れ
を
保
護
者
に
も
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
こ
で
、

小
学
校
最
後
の
参
観
日
で
、
保
護
者
に
感
謝
の
思

い
を
伝
え
る
一
分
間
ス
ピ
ー
チ
を
設
定
し
た
。　

　

し
か
し
、
思
春
期
に
さ
し
か
か
る
彼
ら
に
は
、

恥
ず
か
し
さ
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
単
元
の
初
め
に

担
任
と
し
て
冒
頭
の
言
葉
を
伝
え
、
ま
た
、
堂
々

と
を
子
ど
も
た
ち
に
説
明
し
た
う
え
で
、
左
の
よ

う
な
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
さ
せ
て
い
く
。

　

こ
れ
ま
で
保
護
者
の
気
持
ち
を
改
ま
っ
て
考
え

る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
子
ど
も
た
ち
に
と
っ

て
は
、
こ
の
行
為
を
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
心
の

成
長
を
確
か
め
、
促
し
て
い
く
も
の
に
な
る
と
い

う
意
図
も
あ
る
。
ま
た
理
由
付
け
を
伴
っ
て
事
実

と
意
見
の
関
係
を
作
ら
せ
る
意
図
も
あ
る
。

　

出
来
事
に
つ
い
て
述
べ
る
の
か
、
こ
れ
か
ら
の

自
分
を
述
べ
る
の
か
、
改
め
て
保
護
者
へ
の
感
謝

の
思
い
を
述
べ
る
の
か
を
考
え
、
す
べ
て
の
項
目

を
記
入
し
た
ら
全
体
を
眺
め
て
み
る
。
そ
し
て
、

「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
気
持
ち
を
表
す
た
め
に
、

ど
の
項
目
で
何
を
述
べ
る
の
か
を
決
め
、
一
番
上

の
空
欄
に
「
出
だ
し
」
を
、一
番
下
の
空
欄
に
「
結

び
」
を
記
入
す
る
。

と
述
べ
る
こ
と
こ
そ
、
成
長
の
証
と
い
う
意
識
を

も
た
せ
る
。指

導
計
画
（
全
六
時
間
）

 

第
一
時

　

三
月
に
あ
る
最
後
の
参
観
日
に
「
一
分
間
ス

ピ
ー
チ
大
会 

〜
言
え
な
か
っ
た
『
あ
り
が
と
う
』

を
伝
え
よ
う
〜
」
を
行
う
こ
と
を
決
め
る
。
こ
こ

で
、
相
手
意
識
、
目
的
意
識
を
も
た
せ
る
。

 
第
二
時

　

自
分
が
伝
え
て
み
た
い
こ
と
を
マ
ッ
ピ
ン
グ
し

て
、
発
想
を
広
げ
る
。

 

第
三
時

　

マ
ッ
ピ
ン
グ
し
た
も
の
か
ら
、
ひ
と
つ
題
材
を

選
び
、
内
容
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
。

 

第
四
時

　

ペ
ア
に
な
り
、
構
成
し
た
ス
ピ
ー
チ
を
発
表
し

合
い
、
相
互
評
価
を
し
な
が
ら
、
加
除
修
正
す
る
。

項
目
を
つ
な
ぐ
接
続
語
、
文
末
を
考
え
る
。

 

第
五
時

　

ペ
ア
に
な
り
、
視
線
、
声
量
、
速
度
、
間
、
表

■ 

第
四
時
の
様
子
か
ら

　
「
あ
り
が
と
う
」
の
気
持
ち
が
一
番
伝
わ
る
順

序
を
改
め
て
考
え
、
項
目
の
横
に
話
す
順
を
メ
モ

す
る
。
表
の
一
番
上
と
一
番
下
、
ま
た
、
項
目
間

を
つ
な
ぐ
言
葉
や
文
末
表
現
を
考
え
、
そ
し
て
、

こ
の
順
序
で
こ
の
言
い
方
で
保
護
者
に
は
伝
わ
る

か
ど
う
か
を
相
互
評
価
し
て
い
く
。

　

次
時
の
音
声
面
で
の
相
互
評
価
も
必
要
だ
が
、

メ
モ
等
を
参
照
し
つ
つ
行
う
ス
ピ
ー
チ
で
は
、
こ

の
段
階
で
自
然
な
流
れ
が
で
き
て
い
る
こ
と
が
肝

心
で
あ
る
。お

わ
り
に

　

最
後
の
参
観
日
で
は
、
子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と

り
が
、
し
っ
か
り
と
保
護
者
に
向
け
て
ス
ピ
ー
チ

を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
相
手
・
目
的
意
識
が
明

確
に
あ
り
、
話
す
内
容
に
も
構
成
に
も
自
信
を
も

て
て
い
た
こ
と
が
そ
の
理
由
だ
と
思
う
。

　
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
領
域
の
授
業
が
充

実
す
る
か
否
か
は
、
子
ど
も
が
そ
の
活
動
に
対
し

て
意
味
を
感
じ
、
ど
れ
だ
け
意
欲
を
示
す
か
に
か

か
っ
て
い
る
と
思
う
。

　

意
欲
の
あ
る
、
目
的
を
明
確
に
し
た
言
語
活
動

を
仕
組
み
、
そ
の
中
で
自
分
を
見
つ
め
、
心
も
耕

し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

情
の
観
点
で
、
相
互
評
価
し
な
が
ら
、
練
習
し
、

次
時
の
発
表
に
備
え
る
。

 

第
六
時

　

参
観
日
に
保
護
者
の
方
に
向
け
て
ス
ピ
ー
チ
大

会
を
行
い
、
感
想
を
も
ら
う
。

指
導
の
実
際

■ 

第
二
時
の
様
子
か
ら

　

子
ど
も
た
ち
は
、
入
学

し
て
か
ら
今
ま
で
、
保
護

者
に
感
謝
す
る
場
面
が
数

多
く
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ

れ
を
ま
ず
思
い
出
さ
せ
、

下
の
よ
う
に
思
い
つ
い
た

こ
と
を
マ
ッ
ピ
ン
グ
さ
せ
る
。

　

で
き
る
だ
け
子
ど
も
た
ち
が
た
く
さ
ん
書
け
る

よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
観
点
を
示
し
な
が
ら
指
導

す
る
。

①
自
分
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
も
の
か
ら
、
ま
ず

書
い
て
い
く
。

②
学
年
を
決
め
て
お
き
、
学
年
別
に
書
い
て
い
く
。

１

２

３４

　 

言
え
な
か
っ
た「
あ
り
が
と
う
」を
伝
え
よ
う

使
用
教
材
：「
今
、
わ
た
し
は
、
ぼ
く
は
」（
六
年
下
）　

実 
践

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会
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集

1011

あ
り
が
と
う

▼ワークシート
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気持ちよいスタートが
一年を決める

　

未
知
の
世
界
に
胸
は
ず
ま
せ
て
入
学
式
を

迎
え
る
一
年
生
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
新
し

い
友
達
や
先
生
と
、
新
し
い
一
年
の
ス
タ
ー

ト
を
切
る
二
年
生
以
上
の
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
も
、
新
し
い
教
室
で
の
始
ま
り
は
わ

く
わ
く
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
大
切
な
学
級
び
ら
き
で
、ど
ん
な
「
国

語
び
ら
き
」
を
す
る
か
、
し
っ
か
り
考
え
て

お
き
た
い
も
の
で
す
。
机
の
上
の
教
科
書
、

ノ
ー
ト
、
筆
箱
の
置
き
方
、
本
を
読
む
と
き

の
教
科
書
の
持
ち
方
、
授
業
中
の
言
葉
づ
か

い
、
ノ
ー
ト
の
使
い
方
等
、
何
事
も
は
じ
め

が
肝
心
で
す
。

　

学
年
ご
と
に
よ
く
考
え
て
、
よ
い
ス
タ
ー

ト
を
切
り
ま
し
ょ
う
。

　
「
新
年
度
の
ス
タ
ー
ト
は
大
切
だ
よ
」
っ

て
先
輩
か
ら
も
言
わ
れ
て
い
る
ん
だ
。
だ
か

ら
、
名
簿
を
何
回
も
見
て
子
ど
も
た
ち
の
名

前
を
覚
え
た
り
、机
の
配
置
を
工
夫
し
た
り
。

ま
ず
担
任
の
自
己
紹
介
を
作
っ
て
…
…
。

　

一
生
懸
命
考
え
て
、
子
ど
も
た
ち
の
前
に

立
っ
た
の
に
、
去
年
は
な
ん
だ
か
空
回
り
し

て
た
な
あ
。

　

新
し
い
学
年
の
始
ま
る
四
月
は
、
や
ら
な
く

て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
山
の
よ
う
に
あ
る
の
。

　

学
年
だ
よ
り
の
名
前
を
考
え
た
り
、
時
間
割

を
作
っ
た
り
。
教
室
移
動
の
私
物
整
理
も

あ
る
し
…
。
も
ち
ろ
ん
会
議
が
目
白
押
し
。

　

何
も
考
え
な
い
う
ち
に
学
習
が
ス
タ
ー
ト

し
ち
ゃ
う
。
ど
う
し
た
ら
い
い
の
？

元
新
宿
区
立
西
戸
山
小
学
校
教
諭

安や
す

田だ

恭き
ょ
う

子こ

は
じ
め
の
一
歩
を
大
切
に
！

　
何
よ
り
も
「
学
校
に
来
る
の
が
楽

し
い
」「
国
語
の
学
習
が
待
ち
遠
し

い
」
と
い
う
ス
タ
ー
ト
に
し
た
い
も

の
で
す
。

▼
名
前
の
掲
示

　
大
き
な
紙
に
子
ど
も
た
ち
全
員
の

名
前
を
丁
寧
に
書
き
、
教
室
の
壁
面

等
に
貼
り
だ
し
て
お
き
ま
す
。
そ
し

て
、
文
字
学
習
の
都
度
、
学
ん
だ
文

字
を
○
で
囲
ん
で
い
き
ま
す
。
た
っ

た
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、
文
字
学
習

が
ぐ
ん
と
楽
し
み
に
な
り
ま
す
。

　
一
学
期
の
終
わ
り
に
は
、
す
べ
て

○
で
囲
ま
れ
た
名
前
の
カ
ー
ド
を
、

一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
た
ち
に
切
り

離
し
て
渡
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

　
た
と
え
ク
ラ
ス
替
え
等
が
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
一
学
年
進
級
し
た
の

だ
と
い
う
喜
び
を
意
識
さ
せ
ま
し
ょ

う
。

▼
交
流
学
習

　
二
年
生
に
進
級
し
た
子
は
一
年
生

の
教
室
へ
、
三
年
生
な
ら
ば
二
年
生

の
教
室
に
行
っ
て
、
本
を
読
ん
で
あ

げ
た
り
、
紙
芝
居
を
し
て
あ
げ
た
り

し
ま
す
。
そ
の
こ
と
で
、「
も
う
一

年
生
と
は
違
う
ん
だ
な
」「
こ
ん
な

に
本
読
み
が
上
手
に
な
っ
た
ん
だ

よ
」
等
の
自
覚
が
生
ま
れ
、
進
級
の

喜
び
と
と
も
に
、
さ
ら
な
る
向
上
心

が
培
わ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　「
い
よ
い
よ
上
学
年
だ
、
高
学
年
だ
」

と
い
う
自
覚
と
責
任
を
大
切
に
し
ま
し
ょ

う
。
も
ち
ろ
ん
進
級
を
祝
福
し
て
あ
げ
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

▼
コ
ー
ス
別
学
習

　
国
語
の
教
科
書
の
と
び
ら
に
載
っ
て
い

る
詩
を
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
学
ば
せ
、
紹

介
し
あ
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
た

ち
の
得
意
を
生
か
し
、
自
己
肯
定
感
を
も

た
せ
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
ょ
う
。

　
例
え
ば
…

  

Ａ
コ
ー
ス　

音
読

　
ど
の
言
葉
に
ど
ん
な
心
を
こ
め
て
読

む
か
を
考
え
て
披
露
し
ま
す
。

  

Ｂ
コ
ー
ス　

暗
唱

　
自
分
が
心
に
描
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
声

に
の
せ
て
暗
唱
を
聞
か
せ
ま
す
。

  

Ｃ
コ
ー
ス　

創
作

　
四
年
生
な
ら
ば
「
あ
、
今
…
」
の
言

葉
を
生
か
し
て
一
年
の
ス
タ
ー
ト
の
思

い
を
詩
の
形
で
発
表
し
ま
す
。

　
他
に
も
絵
と
説
明
で
紹
介
し
た
り
す
る

コ
ー
ス
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
い
よ
い
よ
六
年
間
の
小
学
校
生
活
の
節
目

と
な
る
一
年
間
の
ス
タ
ー
ト
。
国
語
学
習
の

集
大
成
と
し
て
、
ど
ん
な
自
分
で
卒
業
し
、

中
学
校
へ
旅
立
つ
の
か
イ
メ
ー
ジ
を
し
っ
か

り
も
つ
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

▼
自
己
診
断
カ
ー
ド
作
成

　
新
版
の
教
科
書
の
冒
頭
に
は
「
学
習
の
見

通
し
を
も
と
う
」
と
い
う
表
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
見
て
、
今
ま
で
の
自
分
の
力
を
自
分

な
り
に
見
取
り
、
努
力
す
べ
き
こ
と
を
記
入

し
、
一
年
間
の
学
び
に
向
か
う
姿
勢
を
つ
く

り
ま
し
ょ
う
。

六
年
生	
な
ら
ば

四
・
五
年
生	

で
は

二
・
三
年
生	

な
ら	

一
年
生		

は
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授業びらきは　学びの心びらき

　
「
国
語
び
ら
き
」
は
「
学
級
び
ら
き
」

の
土
台
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
国
語
の

学
び
こ
そ
が
、
子
ど
も
た
ち
の
生
活

の
核
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
か
ら
で
す
。

　

も
し
、
自
分
の
も
っ
て
い
る
引
き

出
し
で
は
、
よ
い
「
国
語
び
ら
き
」

が
で
き
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
、
ぜ

ひ
、
先
輩
の
引
き
出
し
も
借
り
て
、

豊
か
で
楽
し
く
、
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
、
国
語
が
、
学
校
生
活
が
、

大
好
き
に
な
る
よ
う
な
「
国
語
び
ら

き
」
を
工
夫
し
て
く
だ
さ
い
。

　

自
分
の
得
意
な
分
野
を
生
か
し
て

取
り
組
む
の
も
い
い
で
す
ね
。

　「面倒くさい」の一言で、ノート等に文字を書かなかったり、
乱暴な字でノートを書きなぐったりする傾向が見られます。先
生自身が丁寧に正しく、より美しい日本語を板書したり、ノー
トに書き入れたりしましょう。

書くこと

　学校生活でいちばん大切なことは、人の話を聞いて理解する
ことです。話し手を見て、相手が何を伝えたいかを考え、最後
まで聞くことは、１年生の初めから指導しなくてはいけません。
また、わからないことを尋ねる習慣もつけましょう。

話すこと・
聞くこと

“ 国語びらき ”
４つの視点

　
新
し
い
学
年
に
な
る
と
、
子
ど
も
も
教

師
も
気
合
い
が
入
る
。
新
し
い
教
科
書

や
ノ
ー
ト
が
、
学
習
意
欲
を
盛
り
上
げ

る
。
授
業
び
ら
き
の
段
階
で
は
、
経
験
年

数
や
指
導
力
は
あ
ま
り
関
係
が
な
く
、
誰

が
授
業
を
し
て
も
上
手
に
で
き
る
こ
と
が

多
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
上
手
な
授

業
を
、
五
月
以
降
に
も
続
け
る
の
は
な
か

な
か
難
し
い
。
続
け
る
秘
訣
は
、
授
業
び

ら
き
を
「
学
び
の
心
び
ら
き
」
と
し
て
位

置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

次
の
三
つ
の
こ
と
に
留
意
を
す
る
こ
と
が

大
事
で
あ
る
。

　
一
つ
目
は
、「
勉
強
し
た
い
」
と
い
う

気
持
ち
に
さ
せ
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
は
、

子
ど
も
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
、
認
め

る
こ
と
で
あ
る
。
文
字
が
上
手
に
書
け
て

い
る
、
挙
手
の
指
先
が
伸
び
て
い
る
、
発

言
が
整
っ
て
い
る
。
探
せ
ば
次
々
見
つ
か

る
。
良
さ
を
見
つ
け
る
。
ま
た
、
子
ど
も

の
話
を
し
っ
か
り
聞
く
こ
と
で
、
信
頼
関

係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
二
つ
目
は
、「
比
べ
な
い
こ
と
」
で
あ

る
。
子
ど
も
ど
う
し
を
比
べ
る
、
今
ま
で

担
任
し
た
子
と
比
べ
る
、
前
年
度
の
ク
ラ

ス
と
比
べ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
し

な
い
方
が
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
比
べ
る
こ

と
の
背
景
に
は
、
優
劣
を
つ
け
る
と
い
う

気
持
ち
が
あ
る
。
劣
っ
た
方
に
回
っ
た
子

に
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
頑
張
ろ
う
と
い

う
気
持
ち
は
、
授
業
び
ら
き
の
段
階
に
は

な
い
。
最
初
は
、
ど
の
子
も
自
分
が
い
い

子
だ
と
思
わ
れ
た
い
し
、
こ
れ
か
ら
の
勉

強
に
夢
を
も
ち
た
い
の
で
あ
る
。

　
三
つ
目
は
、「
冗
長
な
話
を
し
な
い
こ

と
」
で
あ
る
。
教
師
が
は
り
切
る
と
、
妙

に
指
示
や
説
明
が
多
く
な
る
。
し
か
し
、

聞
く
だ
け
で
疲
れ
る
の
が
子
ど
も
で
あ
る
。

勉
強
の
し
か
た
や
注
意
事
項
を
最
低
限
に

す
る
気
持
ち
で
話
す
。
一
年
間
頑
張
ろ
う

と
い
う
気
持
ち
を
育
て
る
の
は
冗
長
な
話

で
は
な
い
。
学
び
の
心
を
開
く
始
ま
り
は
、

一
つ
ず
つ
丁
寧
に
指
導
を
す
る
こ
と
だ
か
ら
。

　
授
業
び
ら
き
は
教
師
と
子
ど
も
の
陣
取

り
合
戦
で
あ
る
。
少
し
、
ひ
が
み
っ
ぽ
い

言
い
方
を
す
れ
ば
、「
今
度
の
先
生
は
ど

の
よ
う
な
先
生
か
」
と
品
定
め
を
し
て
い

る
子
も
い
る
。
だ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
手

を
使
っ
て
子
ど
も
は
試
し
て
く
る
。
教
科

書
を
忘
れ
る
、
冗
談
め
い
た
行
動
を
す
る

な
ど
。
ま
た
、
前
の
学
年
に
叱
ら
れ
た

り
、
注
意
を
受
け
た
り
し
た
子
、
賢
い
と

思
わ
れ
て
い
る
子
へ
の
対
応
を
じ
っ
と
見

る
。
し
っ
か
り
指
導
を
し
て
ほ
し
い
と
い

う
気
持
ち
を
そ
う
い
う
形
で
表
す
。
そ
れ

は
、
子
ど
も
が
自
分
の
陣
地
を
広
げ
よ
う

と
す
る
知
恵
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
教
師
も

子
ど
も
に
負
け
な
い
よ
う
陣
取
り
に
勝
つ

覚
悟
が
必
要
で
あ
る
。
教
師
が
、
陣
取
り

で
子
ど
も
に
勝
つ
に
は
、「
と
て
も
か
な

わ
な
い
」
を
思
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
上

手
な
音
読
、
美
し
い
文
字
、
丁
寧
な
話
し

方
、
勉
強
嫌
い
を
好
き
に
さ
せ
る
な
ど
、

教
師
と
し
て
当
た
り
前
の
こ
と
を
子
ど
も

に
見
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
子
ど
も
に

は「
す
ご
い
」に
な
る
。こ
の「
す
ご
い
」
が

本
物
に
な
る
よ
う
に
日
常
の
研
修
を
す
る
。

　
つ
ま
り
、
陣
取
り
で
子
ど
も
に
勝
つ
に

は
、「
今
度
の
先
生
は
授
業
が
上
手
、
し
っ

か
り
教
え
て
く
れ
る
」
と
思
わ
せ
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
が
、
学
び
の
心
を
開
く
授

業
び
ら
き
の
決
め
手
で
あ
る
。

　「教科書の○ページをあけて…」と言う先生の言葉で学習が
始まってしまっては、子どもたちの期待はしぼんでしまいます。
挿絵が提示されたり、登場人物のペープサートが動いたり等、
１時間ごとのスタートも大いに工夫したいものです。

読むこと

　名前を呼ばれたら、必ず明るい声で「はい」と返事をすること、
学習時の言葉づかいは敬体で行う等、基本の約束を徹底します。
利き手によっては、教科書とノートの位置を左右変えた方が、ノー
トをきちんと体の前で書くことができます。

約束づくり

学
び
の
心
を
開
く

授
業
び
ら
き
に
す
る

陣
取
り
合
戦
で
子
ど
も
に

負
け
な
い
よ
う
な
強
さ
を
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こ
の
よ
う
に
、
本
格
的
な
自
己
評
価
は
、
ま

と
め
の
段
階
で
行
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
左
図
の

よ
う
に
、「
試
し
書
き
」
を
し
た
後
に
自
己
評

価
を
行
い
、
そ
れ
を
も
と
に
自
分
の
課
題
を
決

め
た
り
、
練
習
す
る
た
び
に
手
本
と
見
比
べ
て

自
己
評
価
を
し
て
次
の
練
習
に
取
り
組
ん
だ
り

す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　

さ
て
、
自
己
評
価
は
実
際
に
ど
の
よ
う
に
し

た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
。
書
写
の
授
業
で
、
自
己

評
価
は
、「
ま
と
め
」
の
最
後
に
行
う
の
が
一

般
的
で
す
。
学
習
全
体
を
振
り
返
っ
て
、
左
の

よ
う
な
書
写
カ
ー
ド
（
※
１
）
を
利
用
し
た
り
、

教
科
書
や
書
写
ノ
ー
ト
の
振
り
返
り
欄
を
利
用

し
た
り
と
い
う
こ
と
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

❹　

自
分
の
能
力
は
こ
の
問
題
を
解
く

の
に
十
分
で
あ
る
か
。

❺　

ど
こ
に
短
所
が
あ
る
か
。

❻　

い
ま
目
標
の
ど
の
位
置
に
い
る
か
。

❼　

結
果
を
整
理
し
て
あ
る
か
。

❽　

ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
。

と
い
っ
た
諸
点
に
つ
い
て
、
自
分
自
身

の
反
省
と
評
価
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
。

　

五
十
年
ほ
ど
前
の
資
料
で
す
が
、
ま
っ
た
く

古
び
て
い
ま
せ
ん
。
で
も
、
こ
れ
だ
と
、「
あ

れ
も
こ
れ
も
」
状
態
に
陥
っ
て
、
自
尊
感
情
は

失
わ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

一
方
、『
書
写
指
導
の
方
法
』（
光
村
図
書
出

版
）
に
よ
る
と
、

　
「
自
己
批
正
」
と
は
、
自
分
が
書
い
た

も
の
を
基
準
に
照
ら
し
て
評
価
し
、
適

切
で
な
い
部
分
を
改
め
る
こ
と
。
批
正

に
代
え
て
、「
評
価
」「
吟
味
」「
診
断
」

な
ど
の
語
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。

　

こ
れ
は
ど
う
で
し
ょ
う
。「
基
準
に
照
ら
し

て
評
価
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
あ
れ
も
こ

れ
も
」
状
態
に
は
陥
ら
ず
に
済
み
ま
す
。

　

観
点
を
一
つ
か
二
つ
に
と
ど
め
る
こ
と
が
自

己
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　

書
道
で
の
臨
書
の
ひ
と
と
き
。

　

一
枚
書
き
あ
げ
て
は
、
手
本
と
見
比
べ
て
、

「
あ
そ
こ
が
違
う
」「
筆
使
い
が
悪
い
」「
字
形

が
気
に
食
わ
な
い
」
…
…
繰
り
返
し
て
い
く
う

ち
に
一
時
間
、
二
時
間
と
時
間
が
過
ぎ
て
い
き

ま
す
。
自
分
に
謙
虚
に
な
れ
る
至
福
の
時
間
で

す
。
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
臨
書
に
せ
よ
、
創

作
に
せ
よ
、
一
枚
書
き
あ
げ
る
た
び
に
、
自
己

う
な
活
動
を
し
て
い
て
は
、
粘
り
強
さ
が
低
下

し
て
き
た
今
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
「
書
写

嫌
い
」
を
生
み
出
す
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
ま

せ
ん
。
毛
筆
を
始
め
た
ば
か
り
の
三
年
生
は
書

写
が
大
好
き
な
の
に
、
学
年
が
上
が
る
に
つ
れ

て
書
写
嫌
い
が
増
え
て
い
く
…
…
。
技
能
面
が

ほ
と
ん
ど
身
に
つ
か
な
い
ま
ま
進
級
し
て
い
く

こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
書
写
の
も
つ
こ
の
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
一
面
が
書
写
嫌
い
を
生
む
要
因
に

な
っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

や
み
く
も
に
自
己
評
価
を
繰
り
返
す
な
ら
ば
、

「
折
れ
の
筆
使
い
が
だ
め
だ
」「
三
画
目
が
少
し

長
く
な
っ
た
」
な
ど
な
ど
、
あ
れ
も
こ
れ
も
広

げ
て
し
ま
い
、
自
尊
感
情
が
失
わ
れ
る
こ
と
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

書
写
に
お
け
る
「
自
己
評
価
」
は
ど
う
い
う

意
味
で
使
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。『
現
代

の
書
教
育
』（
上
條
信
山
著
／
木
耳
社
）
に
よ

る
と
、

❶　

自
分
の
向
か
う
べ
き
目
標
は
何
か
。

❷　

自
分
は
ま
ち
が
い
な
く
目
標
に
進

ん
で
い
る
か
。

❸　

自
分
の
計
画
は
正
し
い
か
。

評
価
を
し
て
次
の
書
字
に
取
り
か
か
る
…
…

こ
れ
は
、P

lan

〜D
o

〜C
heck

〜A
ction

の
「PD

C
A

サ
イ
ク
ル
」
そ
の
も
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
趣
味
の
書
道
の
世

界
と
は
違
い
、
書
写
の
授
業
は
四
十
五
分
間
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で
練
習
で
き
る
時
間

は
、
最
大
限
三
十
分
、
普
通
に
考
え
れ
ば
二
十

分
程
度
で
す
。

　

書
写
の
「
練
習
」
は
、
教
材
文
字
を
何
回
も

書
く
ス
ト
イ
ッ
ク
な
活
動
に
な
り
が
ち
で
す
。

書
道
の
練
習
の
よ
う
に
常
に
自
省
を
求
め
る
よ

　
書
写
の
自
己
評
価
を
、
授
業
の
最
後
に
少
し
だ
け
行
っ
て
終
わ
り
に
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

書
写
の
本
を
読
ん
で
も
少
し
し
か
載
っ
て
い
な
い
の
で
、「
自
己
評
価
は
そ
ん
な
に
重
要
で
は
な
い

の
で
は
」
…
…
と
思
わ
れ
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
自
己
評
価
を
き
ち
ん
と
行
う
と
、
子
ど
も
た
ち
が
主
体
的
に
、
考
え
な
が
ら
学
習
に
取
り
組
む

よ
う
に
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
積
極
的
に
と
り
入
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

自
己
評
価
を

と
り
入
れ
よ
う

1617

1
自
己
評
価
の
問
題
点

3
自
己
評
価
の
具
体
例

2
自
己
評
価
と
は

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会

第１次
「知る」ために
書く

①ねらいを知る
②課題を見つける
③基準を知る

第２次
「解決する」ために
書く

①試し書きをする
②自分の課題を決める
③練習する
④まとめ書きをする
⑤評価をする

第３次
「応用する」ために
書く

①ほかの文字を調べる
②硬筆の学習を生かして硬筆で書く
③評価する

第１次

第２次

第３次

ここでも
自己評価

ここでも
自己評価

１
：
書
写
カ
ー
ド

自己評価

自己評価



書 写 の 時 間 を
考 え よ う  
 ７
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「
文
字
を
美
し
く
丁
寧
に
書
く
」
と
い
う
こ

と
は
、
日
本
の
大
切
な
美
意
識
で
あ
り
、
文
化

で
す
。
子
ど
も
た
ち
の
書
字
力
を
格
段
に
高
め

る
「
個
人
評
価
」
に
取
り
組
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

　

そ
し
て
先
生
は
、
子
ど
も
た
ち
の
ま
と
め
書

き
を
ひ
た
す
ら
褒
め
ま
く
り
ま
し
ょ
う
。
自
分

自
身
を
謙
虚
に
見
つ
め
続
け
た
子
ど
も
た
ち
で

す
。
で
き
る
だ
け
多
く
の
子
ど
も
を
褒
め
ま
く

っ
て
書
写
に
対
す
る
意
欲
を
高
め
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。

　

繰
り
返
し
、
自
己
評
価
を
し
な
が
ら
主
体

的
に
取
り
組
む
こ
と
を
ね
ら
っ
て
書
写
カ
ー

ド
（
※
２
）
を
作
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。「
試

し
書
き
」
を
も
と
に
「
こ
こ
を
な
お
そ
う
コ
ー

ナ
ー
」
に
記
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
書
写
カ
ー
ド
を
毎
時
間
作
る
の
は
た
い
へ

ん
」
と
い
う
場
合
は
、
教
科
書
に
直
接
書
き
こ

ま
せ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
黙
々
と
手
本
に
従
っ
た
練
習
を
繰
り
返

す
だ
け
で
は
な
く
、
学
習
集
団
と
し
て
影
響
し

合
い
、
高
め
合
う
姿
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
そ
こ
で
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド
（
※
３
）

を
用
意
し
、
ま
と
め
書
き
を
見
な
が
ら
、
グ

ル
ー
プ
ご
と
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
く
の
も
い
い

で
し
ょ
う
。

　

も
っ
と
簡
単
な
方
法
も
あ
り
ま
す
。
写
真
１

の
よ
う
に
、
ま
と
め
書
き
の
作
品
を
机
の
上
に

置
い
て
、
場
所
を
移
動
し
な
が
ら
見
合
う
。
い

い
と
思
っ
た
作
品
の
と
こ
ろ
に
付
箋
に
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
書
い
て
貼
ら
せ
ま
す
。
試
し
書
き
や

前
時
の
ま
と
め
書
き
と
並
べ
て
進
歩
し
た
点
を

中
心
に
見
つ
け
さ
せ
る
と
成
就
感
も
高
ま
り
ま

す
。

　

ま
と
め
書
き
だ
け
で
は
な
く
、
試
し
書
き
や

お
互
い
の
書
字
過
程
を
見
合
っ
た
り
、
学
習
基

準
を
見
つ
け
た
り
す
る
活
動
な
ど
で
も
効
果
的

に
活
用
で
き
ま
す
。

　

い
よ
い
よ
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
全
面
実

施
さ
れ
ま
す
。「
基
礎
的
な
知
識
・
技
能
を
習

得
し
、
そ
れ
ら
を
活
用
し
て
、
自
ら
考
え
、
判

断
し
、
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
に
積
極
的
に
対
応
し
、
解
決
す
る
力
」
を

培
う
の
に
も
、「
自
己
評
価
」
は
と
て
も
重
要

な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

　

自
己
評
価
す
る
こ
と
は
、
次
な
る
自
分
の
具

体
的
な
課
題
を
明
確
に
設
定
す
る
こ
と
に
も
役

立
ち
ま
す
。
ま
た
、
課
題
解
決
の
見
通
し
や
意

欲
を
養
う
の
に
も
有
効
で
す
。
教
師
の
適
切
な

支
援
や
指
導
の
も
と
で
自
己
評
価
を
繰
り
返
す

こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
の
「
生
き
る
力
」
を
高

め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
自
分
自
身

を
客
観
的
に
見
て
評
価
す
る
こ
と
は
、
か
な
り

難
し
い
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
上

位
の
子
ど
も
は
自
分
に
厳
し
く
、
下
位
の
子
ど

も
は
甘
く
な
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
そ
れ

を
防
ぐ
た
め
に
は
先
生
の
評
価
と
相
互
評
価
を

併
用
す
る
の
が
有
効
で
す
。

　

他
の
子
が
ど
の
よ
う
に
書
こ
う
と
し
て
い
る

の
か
、
自
分
と
は
違
っ
た
良
さ
は
何
か
を
感
じ

取
り
、
お
互
い
が
教
え
合
い
、
相
互
評
価
や
共

同
評
価
な
ど
を
行
い
な
が
ら
学
習
を
進
め
ま
す
。

4
自
己
評
価
か
ら
学
び
合
い
へ

5
最
後
に

２
：
書
写
カ
ー
ド

３
：
メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド

写
真
１

「払いをしっかりと」「間隔を空ける」など、
試書と手本を見比べて気づいたことを、
書き入れるスペース。

試し書きめあてをもって練習

ま
と
め
書
き
へ

教科書または書写カードの
「ここをなおそうコーナー」
に直したい箇所を記入

ここをなおそう
コーナー

●
参
考
資
料

『
現
代
の
書
教
育
』（
上
條
信
山
著
／
木
耳
社
）

『
書
写
指
導
の
方
法
』（
光
村
図
書
出
版
）

『
小
学
校 

書
写 

五
年 

学
習
指
導
書
』 

（
光
村
図
書
出
版
）

『
能
動
的
自
己
評
価
（
A
S
E
）
の
累
積
に
よ
る
課
題

解
決
の
自
己
判
断
力
の
変
容
─
小
学
校
５
年
生
書
写

の
実
践
か
ら
─
』（
松
本
勝
信
・
小
林
祐
貴
／
大
阪
教

育
大
学
紀
要
2
0
0
8
）
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春の短歌・俳句古典って楽しい！ 第3回

子
ど
も
た
ち
が
挙
げ
た
こ
と
ば
を

こ
の
よ
う
に
マ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
こ
で
は
あ
え
て
旧
暦
の
説
明

は
せ
ず
、
子
ど
も
た
ち
の

イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
ま
し
ょ
う
。

春
の
イ
メ
ー
ジ
を

ふ
く
ら
ま
せ
た
と
こ
ろ
で

宿
題
を
出
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
唱
歌
で

イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
ま
す
。

う
ら
ら
〜
！

今
回
は
、

春
の
こ
と
ば
集
め
を
し
て

　─
昔
の
短
歌
・
俳
句
の
鑑
賞
に

　─
つ
な
げ
て
い
く
授
業
を
し
ま
す

作・画／吉永直子

筑波大学附属小学校	
青山由紀先生

昔
の
短
歌
や

俳
句
を

子
ど
も
た
ち
に

鑑
賞
さ
せ
る

の
っ
て

難
し
そ
う

辞
書
に
は

晩
春
っ
て

書
い
て
あ
る
よ

春
っ
て

け
っ
こ
う
長
い
ね

冬
や
夏
と
も

重
な
る
ね

春
の
歌
っ
て

何
が

あ
る
か
な
？

家
や
図
書
館
で

春
の
こ
と
ば
が
入
っ
て
い
る

短
歌
や
俳
句
を

探
し
て
き
て
ね

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
の

ち
ょ
っ
と
前
！

晩
春
っ
て
い
つ
頃
だ
ろ
う
？

春
の
は
じ
め
を

初
春
と
い
う
け
ど

春
の
お
し
ま
い
は

何
て
い
う
か
な
？

終し
ゅ
う
し
ゅ
ん春
？

春
は
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
を

広
げ
や
す
い
季
節
で
す

「
春
」
で
思
い
つ
く
こ
と
ば
を

　
　
　
挙
げ
て
み
よ
う

入
学
式

三
月
！

立
春
！

あ
た
た
か
い

春
は
本
当
に
短
い
の
か
な
？

春
っ
て

短
い
よ
〜

お
正
月
も

春
な
の
？

辞
書
に
は

一
月
七
日
っ
て

書
い
て
あ
る
よ

じ
ゃ
、

春
の
七
草
を

入
れ
た
七
草
が
ゆ
は

い
つ
食
べ
る
の
か
な

年
賀
状
に
「
新
春
」「
初
春
」

っ
て
書
い
て
あ
る
よ
ね

一
月
か
ら
春
が
始
ま
っ
て

い
る
ん
だ
ね

桜
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古典って楽しい！

つづく

そ
し
て
、
探
し
て
き
た

春
の
短
歌
や
俳
句
を

短
冊
に
書
い
て

発
表
し
ま
す
。

ま
た
、
集
め
る
だ
け
で
な
く
、

分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

新
し
い
発
見
が
生
ま
れ
ま
す
。

「
貼
る
」
と
い
う
の
は
簡
単
な

こ
と
で
す
が
、
実
は
自
分
で
解
釈
し
て

人
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

発
表
す
る
人
は

時
期
を
予
想
し
て

短
冊
を
黒
板
に
貼
り

ど
う
し
て
そ
う

思
っ
た
の
か

説
明
し
て
ね

「
君
が
た
め

春
の
野
に
出
で
て

若
菜
つ
む

わ
が
衣
手
に

雪
は
降
り
つ
つ

　
　
光
孝
天
皇
」

「
春
の
海

終ひ
ね
も
す日

の
た
り

の
た
り
か
な

　
与
謝
蕪
村
」

「
ひ
さ
か
た
の

光
の
ど
け
き

春
の
日
に

し
づ
心
な
く

花
の
散
る
ら
む

　
　
　
紀
友
則
」

見
て
い
る
人
は

貼
る
場
所
を

予
想
し
よ
う

終
日
っ
て
書
い
て
あ
る

か
ら
寒
い
と
き
じ
ゃ

　
　
　
　
な
く
て
三
月

　
　
　
　
よ
り
後
か
な

「
雪
は
降
り
つ
つ
」
だ
か
ら

ま
だ
寒
い
時
期
だ
と
思
う

桜
が
満
開
の
頃
っ
て
、

逆
に
さ
み
し
い
歌
が

多
い
ん
だ
ね

子
ど
も
た
ち
は

感
覚
的
に
鑑
賞
す
る

こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
ね

え
え
。
小
学
校
の

古
典
で
は
季
語
や
文
法

な
ど
に
と
ら
わ
れ
ず

子
ど
も
た
ち
の
感
覚
を

養
っ
て
い
き
た
い

も
の
で
す

百
人
一
首
の
か
る
た
に

桜
の
散
る
絵
が

描
い
て
あ
っ
た
か
ら

四
月
だ
と

思
い
ま
す

海
っ
て
暑
い
と
き
に

入
る
か
ら
晩
春
！

「
花
」
っ
て

桜
の
こ
と
か
な

「
若
菜
つ
む
」
っ
て

　
書
い
て
あ
る
し

早
春
？
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指導書のご案内教科書を、より効果的に活用できるようさまざまな指導書を
ご用意いたしました。先生方の指導を、サポートします。

平成23年度

国
語学習指導書  総説編

１〜６年　全１冊
DVD−ROM 付
本体5,800円＋税

教科書をより効果的に活用し、
６学年を見通した指導を実現させる
　教科書の編集方針や構造を解説し、その全
体像や特色から活用のしかたがわかるように
なっています。また、新しい学習指導要領と
授業の改善の方向や、評価の考え方をわかり
やすく解説しています。

　　　　全教材の漢字にふりがなを付した
データ、４学年までの「読むこと」教材本文
を分かち書きにしたデータを収録。特別支援
教育や日本語を十分に習得できていない外国
から来た児童の教育に役立ちます。

DVD

指導事例集
23版対応実践記録

監修：中西一弘・菅原 稔
１〜６年　各１冊
本体各5,000円＋税

23年度版教科書に対応した
生きた授業実践記録集
　授業記録をもとに編集。授業者の情熱と、
児童の個性的な反応が伝わります。
　発問・指示・助言・板書・児童の反応が丁
寧に記録されているので、そのまま実践に活
用することができます。

学習指導書

１〜６年　各学年２分冊
CD付
本体各学年12,500円＋税

指導計画例や指導展開例など
指導に役立つ資料が満載
　各単元の設定趣旨、言語活動とのかかわり、
指導計画例、計画例に沿った指導展開例など
を中心に構成しています。指導展開例は、基
礎・基本をおさえ、国語の力が着実に身につ
く授業のための板書例・発問例を丁寧に示し
ました。

　　　　「話すこと・聞くこと」教材のすべ
てに対応した音声資料を収録。「読み聞か
せ」教材や、「声に出して楽しむ」古典教材
の音読例も収録しています。

「読むこと」の授業をつくる
文学編

１〜６年　全１冊
本体3,000円＋税

　椙田萬理子先生と青山由紀先生の教材研究
のしかたを紹介。「絵本」「長編」「映画」
など多様な様式も取り上げ、新しい「読むこ
と」の指導を提案しています。

「読むこと」の授業をつくる
説明文編

１〜６年　全１冊
本体3,000円＋税

　椙田萬理子先生と青山由紀先生の教材研究
のしかたを紹介。「広告」「レシピ」「時刻
表」など多様な様式も取り上げ、新しい「読
むこと」の指導を提案しています。

「読むこと」の授業をつくる
文種に応じた説明文の指導

監修：安河内義己
１〜６年　全１冊
本体3,000円＋税

　文章の特色をとらえた教材研究と、特色を
生かした言語活動、同一様式の複数の文章を
読む授業を提案しています。

「話すこと・聞くこと」の
授業をつくる
監修：藤森裕治・邑上裕子
１〜６年　全１冊
本体3,900円＋税

　教科書の「話すこと・聞くこと」教材を
「分析」し、学級の実態に合わせて「再構
成」する授業のつくり方を提案。継続的な指
導を提案したり、他領域との関連を解説した
りしています。

「書くこと」の授業をつくる

監修：松山美重子・佐渡島紗織
１〜６年　全１冊
本体3,900円＋税

　教科書の「書くこと」教材を「分析」し、
学級の実態に合わせて「再構成」する授業の
つくり方を提案。さまざまな言語活動や取り
立て指導についても解説しています。

ワークシート集

１〜６年　各1冊
CD−ROM 付
本体各3,200円＋税

毎日の授業ですぐ使え、
児童の主体的な活動と評価に役立つ
　学習指導書で示した指導展開例に即し、
日々の授業のなかで活用できるワークシート
です。児童が主体的に、かつ楽しく学習でき
るように工夫しています。

　　　　　収録データは、児童・学級の実態
に応じて、加工が可能です。Word形式でも
収録しています。小社ホームページにアレン
ジのしかたを掲載する予定です。

CD

CD

学習指導書　別冊（朱書編）

１〜４年　上巻・下巻
本体各巻3,000円＋税
５・６年　各１冊
本体各5,500円＋税

日々の授業に役立つ
教科書と一体型の指導書
　教科書の紙面をそのまま活用し、視覚的に
わかりやすく編集。指導の方法や、指導のポ
イントを具体的に示しています。
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確かな定着と活用のために

監修：森山卓郎・森篤嗣
１〜６年　全１冊
本体3,800円＋税

　「理論編」では、「国語の特質に関する事
項」を項目別に解説。「指導編」では、言語
要素ごとに、その定着を図るためのワーク
シートとその活用のしかたなどを提案してい
ます。

メディアの活用力を育てる
実践事例集
監修：中川一史
１〜６年　全１冊
本体3,000円＋税

　メディアの活用力を「見る」「見せる・つ
くる」の二つに分け、各学年段階で身につけ
たい能力を示しました。実践事例も多数紹介
しています。

音読・朗読の指導
伝統的な言語文化と詩・物語

監修：西村佐二・田中洋一
１〜６年　全１冊
本体4,000円＋税

　範読・音読の基礎の解説、音読・朗読の授
業展開、活動のアイデアを掲載。伝統的な言
語文化の研究および授業に役立つ知識も紹介
しています。古典学習のための、発展・補充
教材も掲載しています。

学習指導書

１〜６年　各１冊
CD−ROM 付
１・２年　本体各3,500円＋税
３〜６年　本体各4,500円＋税

本冊▶　「総説編」「指導実践編」「指
導研究編」という三部構成で、教科書を
より効果的に活用できるよう、わかりや
すく解説しています。
別冊資料▶　授業で活用できる「硬筆
ワークシート」や、毛筆大字教材につい
てのワークシート「毛筆用原寸大資料」
などを掲載。

　　　　教科書準拠の動画資料や、「硬
筆ワークシート」、かご字・骨書き・穂先
の通る道などさまざまなパターンを用意
した「毛筆ワークシート」を収録してい
ます。

せいかつ　下　
学習指導書
本体8,000円＋税

漢字指導の方法　
確かな定着と活用のために

監修：阿辻哲次・棚橋尚子
１〜６年　全１冊
本体3,800円＋税

　「理論編」では、漢字指導の基本的な考え
方を解説。「実践編」では、日常的・継続的
な漢字指導のアイデアなどを提案しています。

語彙に着目した授業をつくる
指導事例編

監修：甲斐睦朗
１〜６年　全１冊
本体3,800円＋税

　「教材編」では、語彙に着目して教材分析
をし、具体的な指導事例を紹介。「生活・学
習編」では、さまざまな機会をとらえた語彙
指導のアイデアを解説しています。

書写指導の方法

１〜６年　全１冊
本体2,800円＋税

　要素ごとに汎用性のある指導法やポイ
ントを紹介。書写の普遍的・系統的な指
導が可能な構成になっています。各要素
に23年度版教科書の該当箇所も示し、効
果的な指導が図れます。

書写のアイデア集

１〜６年　全１冊
本体3,500円＋税

　「もっと書写指導を楽しく」を合言葉
に、児童がわくわくするような実践を集
めたアイデア集です。

CD

CD

学習指導書
CD−ROM 付
３・４年上　本体4,500円＋税
３・４年下　本体5,000円＋税
５年　本体7,000円＋税　
６年　本体7,500円＋税

　児童の「問い」と「気づき」を生かし
て、問題解決的学習を展開する具体的な
方法など、「生きる力」を育てる社会科
授業に役立つ資料が満載です。

　　　　年間指導計画例、ワークシート、
テスト問題、画像・動画などの資料を収録。

せいかつ　上　
学習指導書
CD・CD−ROM 付
本体16,000円＋税

　教科理念や現状と課題など、生活科そ
のものの解説や、教科書を有効的な使い
方など、指導に役立つ資料が満載です。

　　　　　教科書に掲載された曲など全
９曲の楽譜と、カラオケを収録。また、
生活科の活動やねらいに応じたカード
ブックも収録されており、児童の実態に
応じて編集も可能。

学習指導書  別冊（朱書編）

３・４年上　本体4,000円＋税
３・４年下　本体4,500円＋税
５年　本体6,000円＋税　
６年　本体6,500円＋税

CD

CD

語彙に着目した授業をつくる
語彙表編

監修：甲斐睦朗・松川利広
CD−ROM 付
１〜６年　全１冊
本体4,500円＋税

　教科書に提出されているすべての言葉（自
立語）を五十音順に整理し、初出箇所、各学
年での頻度、重要度、分類番号（国立国語
研究所に基づく）を一覧にしました。また、
「国語科専門用語」「学習基本語彙」も収録
しています。

　　　　　「本表」と「延べ語表」（初出箇
所だけでなくすべての提出箇所がわかる表）
を収録。品詞ごと、教材ごとなど、用途に応
じて検索をかけることができます。



教科書編集部便り

　教科書や授業で扱うのは、パブリック・
スピーキング、つまり改まった場での「話す・
聞く」「話し合う」が主です。特に中学年
以降では、グループや学級での活動が多く
なります。裁判員制度のニュースに接する
につけても、そのような「話すこと・聞く
こと」の力をしっかりつけることは、万人
に求められているものだと思わされます。
　いっぽうで、どのように改まろうが、人
数が増えようが、「言葉の力」という意味
で考えるなら、一対一のやりとり、しかも
対面でのやりとりが基本になると考えられ
ます。日常的な対面のやりとりで、ともす
ると誤解が生じたり、人間関係がぎくしゃ
くしたりすることは、大人の世界でも同じ
です。言葉には「力」があり、それは正邪
両方に働くのです。
　そのような考えから、来年度から使われ
る新教科書では「アサーション（※）」とい
う概念を導入しました。「コミュニケー
ションコラム」とよんでいる教材で試みて
いるのがそれです。「うれしいことば」（２

年）、「きちんとつたえるために」（３年）、
「話す言葉は同じでも」（４年）、「話し合う
ために大切な言葉」（５年）、「伝えにくいこ
とを伝える」（６年）。ふと、立ち止まって、
人間関係を豊かにする言葉の力や働きにつ
いて、児童とともに考えていただけたらと
願っています。

研究会のご案内

第56回　全国国語教育研究大会
開催日　平成 23 年 2 月 4 日（金）・2 月 5 日（土）
会　場　京都市立二の丸北小学校・京都市総合教育センター
テーマ　「言語活動を通して、豊かに学ぶ子」　
内　容　（1 日目）基調提案・オリエンテーション
　　　　　　　　 講　話：京都市教育委員会指導主事　橋本真千子氏
　　　　　　　　 提案授業（1 〜 6 年各 1 学級）
　　　　　　　　 研究協議（1 〜 6 学年部会）
　　　　（2 日目）講演Ⅰ：文部科学省教科調査官　水戸部 修治 氏
　　　　　　　　 講演Ⅱ：詩人　アーサー・ビナード氏
会　費　3,500円
連絡先　京都市立二の丸北小学校内　全国国語教育研究大会本部
　　　　〒 612–8141　京都府京都市伏見区向島二ノ丸町 300
　　　　TEL：075–622–4684　FAX：075–622–4623

※アサーション：相手の気持ちに配慮しながら、自
　分の意見や気持ちを表現すること。

【常用漢字について】
　このたび改定された常用漢字について、
その学校教育上での取扱いが決められまし
た（「常用漢字改定に伴う学校教育上の対応に

関する専門家会議」）。小学校に関連するもの
は以下のとおりです。
①学校では24年度から指導を行う。
②追加された漢字は全て中学校配当とする。
③追加音訓の扱いについては、今年度内に

とりまとめられる。→小学校での扱いに
なるものは、改めてお知らせします。


