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■
目
標 

○�

音
読
・
暗
唱
を
す
る
こ
と
で
、
歴
史
的
仮
名
遣

い
や
古
典
の
語
句
に
慣
れ
親
し
み
、
内
容
の
理

解
を
深
め
る
。

○�

翻
作
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
と
昔
の
人
と

の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
の
違
い
に
気
づ
く
。

■
展
開

第
一
時
　

現
代
語
の
「
お
か
し
い
」
の
意
味

を
考
え
、『
枕
草
子
』
に
興
味
を
も
つ

・�

マ
ッ
ピ
ン
グ
を
使
っ
て
、「
お
か
し
い
」
の
意

味
を
整
理
す
る
。

・�「
お
か
し
い
」を
国
語
辞
典
で
引
き
、古
典
語（
文

語
）
の
「
を
か
し
」
の
意
味
に
気
づ
く
。

第
二
時
　
『
枕
草
子
』
第
一
段
を
読
む

・�「
春
」「
夏
」
の
原
文
を
音
読
し
て
、
歴
史
的
仮

名
遣
い
に
つ
い
て
理
解
し
、
書
か
れ
て
い
る
内

容
を
確
か
め
る
。

・�

現
代
語
訳
を
読
ん
で
続
き
を
予
想
し
た
後
、

「
秋
」「
冬
」
を
読
み
、
内
容
を
捉
え
る
。

第
三
・
四
時
　

自
分
流
『
枕
草
子
』
を
翻
作
し
、

書
い
た
も
の
を
交
流
す
る

・�「『
枕
草
子
』
風
」
に
す
る
た
め
の
文
体
の
特

徴
を
見
つ
け
る
。

・�

自
分
な
り
の
「
季
節
を
象
徴
す
る
も
の
」
を

見
つ
け
、
文
体
の
条
件
を
満
た
す
よ
う
に
し

て
、
百
字
程
度
の
文
章
を
書
く
。

・
作
品
を
発
表
し
合
い
、
交
流
す
る
。

❶ 

意
味
の
違
い
か
ら
興
味
を
喚
起
す
る（
第
一
時
）

　

古
典
語
の
「
を
か
し
」
は
、
現
代
語
の
「
お
か

し
い
」
と
音
や
形
の
う
え
で
は
似
て
い
る
が
、
微

妙
な
意
味
合
い
は
異
な
る
。
授
業
で
は
、
そ
の
違

い
に
着
目
さ
せ
る
こ
と
で
、
古
典
へ
の
興
味
を

喚
起
し
た
い
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、「
お
か
し
い
」

・「
を
か
し
」と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
は
ず
。

　

こ
の
後
、「
冬
」
ま
で
読
ん
で
、
彼
ら
が
さ
ら

に
気
づ
い
た
の
は
次
の
点
で
あ
る
。

・「
い
と
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。

・
色
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
言
葉
が
多
い
。

・�「
を
か
し
」
に
加
え
、「
つ
き
づ
き
し
」「
わ
ろ
し
」

な
ど
の
内
容
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

・�

数
を
重
ね
る
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
、
自
分
流
『
枕
草
子
』
を

翻
作
す
る
と
き
に
押
さ
え
る
べ
き
特
徴
と
な
る
が
、

こ
の
全
て
を
翻
作
の
条
件
と
す
る
の
は
難
し
い
。

今
回
の
授
業
で
は
、
次
の
二
点
を
条
件
と
し
た
。

・「
春
は
○
○
。」
と
、
体
言
止
め
で
始
め
る
。

・「
を
か
し
」
を
使
う
。

　

今
回
は
第
一
段
の
み
を
教
材
と
し
た
が
、
学
年

に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
に
加
え
て
「
う
つ
く
し
き
も

の
」
な
ど
の
類
聚
的
章
段
を
一
つ
取
り
上
げ
て
翻

作
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
知
識
や
経
験
が
少

な
い
小
学
生
に
は
、『
枕
草
子
』
か
ら
平
安
時
代

特
有
の
感
覚
や
価
値
観
ま
で
感
じ
取
る
こ
と
は
難

し
い
。
し
か
し
、「
わ
か
ら
な
い
も
の
」
を
楽
し

め
る
時
期
で
あ
る
た
め
、
内
容
を
き
ち
ん
と
理
解

で
き
な
く
て
も
、
清
少
納
言
の
も
の
の
見
方
・
考

え
方
の
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
う
こ
と
は
で
き
る
。

中
学
生
に
は
、
ま
た
違
っ
た
読
み
方
・
感
じ
方
が

で
き
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

人
生
の
中
で
何
度
も
違
っ
た
楽
し
み
方
が
で
き

る
の
が
古
典
の
よ
さ
で
あ
る
。
小
学
校
は
、
そ
の

幸
せ
な
出
会
い
を
つ
く
る
段
階
で
あ
る
と
い
う
思

い
を
も
ち
、
古
典
の
授
業
に
臨
ん
で
い
る
。（
談
）

を
中
心
語
と
し
て
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
マ
ッ
ピ

ン
グ
で
整
理
し
て
い
っ
た
。

　

そ
の
後
、
各
自
の
国
語
辞
典
で
「
お
か
し
い
」

の
意
味
を
確
か
め
た
と
こ
ろ
、「
を
か
し
」
に
触

れ
た
り
、『
枕
草
子
』
に
つ
な
げ
た
り
し
て
解
説

す
る
辞
書
が
あ
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、「『
お
か

し
い
』
と
違
っ
て
、『
を
か
し
』
に
は
よ
い
イ
メ
ー

ジ
の
意
味
し
か
な
い
よ
う
だ
」「『
枕
草
子
』
と
は

何
か
」
な
ど
と
、「
を
か
し
」
と
い
う
言
葉
や
『
枕

草
子
』
に
興
味
を
寄
せ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

関
心
が
高
ま
っ
て
か
ら
作
品
に
出
会
わ
せ
た
こ
と

で
、
彼
ら
は
、
清
少
納
言
の
も
の
の
見
方
・
考
え

方
に
自
然
に
着
目
し
、
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
に
思

う
。

❷ 

続
き
を
予
想
し
た
後
に
読
ま
せ
る
（
第
二
時
）

　

第
一
段
の
「
春
」「
夏
」
を
読
ん
だ
後
、
そ
の

続
き
を
予
想
し
て
か
ら
「
秋
」「
冬
」
を
読
む
よ

う
に
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
考

え
る
こ
と
で
、
内
容
や
表
現
の
特
徴
に
気
づ
い
た

り
、「
自
分
だ
っ
た
ら
」
と
い
う
思
い
を
も
っ
て

読
ん
だ
り
し
て
ほ
し
い
と
い
う
意
図
に
よ
る
。

　
「
春
」「
夏
」
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
子
ど
も
た

ち
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
発
言
が
あ
っ
た
。

・
こ
の
後
に
「
秋
」
が
あ
る
は
ず
。

・「
秋
は
○
○
」
で
始
ま
る
。

・「
○
○
」
に
は
、
時
間
を
表
す
言
葉
が
来
る
。

　
『
枕
草
子
』
の
魅
力
の
一
つ
は
、
作
者
で
あ
る

清
少
納
言
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
の
お
も
し
ろ

さ
に
あ
る
。
第
一
段
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
は
そ
れ

に
加
え
、
情
景
描
写
や
文
体
の
美
し
さ
が
際
立
っ

て
い
る
よ
う
に
思
う
。
小
学
校
五
年
生
の
子
ど
も

た
ち
に
は
、
ま
ず
、
こ
の
作
品
世
界
を
存
分
に
味

わ
わ
せ
た
い
。
そ
れ
に
は
、
た
だ
声
に
出
す
だ
け

で
は
な
く
、
情
景
を
頭
の
中
に
思
い
描
き
な
が
ら

音
読
・
暗
唱
す
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
れ
に

よ
り
、
こ
の
美
し
い
言
葉
の
響
き
や
リ
ズ
ム
を
よ

り
深
く
体
感
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。

　

現
代
に
も
四
季
折
々
の
美
し
さ
は
あ
り
、
子
ど

も
た
ち
に
も
、
自
分
な
り
の
「
を
か
し
」
を
感
じ

る
物
事
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
も
と
に
自
分
流
『
枕

草
子
』
を
書
く
（
翻
作
す
る
）
こ
と
で
、
本
作
品

の
内
容
・
表
現
の
特
徴
や
、
自
分
と
清
少
納
言
の

見
方
・
考
え
方
の
違
い
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
と
考
え
た
。

小学校の教科書では，５年の「季節の言葉」というページで，春・
夏・秋・冬の４か所に分けて『枕草子』第一段を取り上げている。

▲ ▲自分流『枕草子』の作品例。
時間に余裕があれば，文章に
合った絵を添えるのもよい。

私
の
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
を
書
こ
う
（
五
年
）

筑
波
大
学
附
属
小
学
校
教
諭
　
青あ

お

山や
ま

由ゆ

紀き

 
小
学
校

の
実
践

は
じ
め
に

1

指
導
計
画
（
全
四
時
間
）

2
お
わ
り
に

4

指
導
の
工
夫
・

学
習
の
実
際

3


