
　
音
読
、
漢
字
学
習
、
読
書
、
ス
ピ
ー
チ
、
短
い
文
章
を
折
に
触
れ
て
書
く
こ
と
、

言
葉
を
集
め
る
こ
と
な
ど
、
知
識
や
技
能
の
定
着
の
た
め
に
、
日
頃
か
ら
継
続
的
に

子
ど
も
た
ち
に
取
り
組
ま
せ
て
お
き
た
い
学
習
が
あ
り
ま
す
。

　
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
時
間
を
使
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま
せ
る
と
よ
い
の

か
、
稲
田
八
穂
先
生
の
ご
提
言
と
四
人
の
先
生
方
の
事
例
か
ら
探
っ
て
い
き
ま
す
。
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紫
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学
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学─

准
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授

稲
田
八
穂

日
頃
か
ら
取
り
組
ま
せ
て
お
き
た
い
学
習

提 言
日
常
学
習
を

も
っ
と
有
効
に
活
用
し
ま
し
ょ
う
　

　

日
常
学
習
は
多
く
の
学
級
で
行
わ
れ
て
い
る
活

動
で
す
。
し
か
し
、
年
度
当
初
は
子
ど
も
た
ち
と

話
し
合
っ
て
決
め
た
意
欲
的
な
活
動
で
も
、
忙
し

さ
に
追
わ
れ
て
子
ど
も
ま
か
せ
に
な
っ
た
り
、
形

骸
化
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

言
語
活
動
の
充
実
、
配
当
時
間
の
減
少
な
ど
、
国

語
科
の
指
導
に
頭
を
悩
ま
せ
る
こ
と
が
あ
る
な
か
、

こ
の
日
常
学
習
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
を
提
案

し
ま
す
。
一
日
五
分
の
活
動
は
、
二
週
間
で
は
一

単
位
時
間
分
に
な
り
ま
す
。
数
分
で
も
意
識
的
に

継
続
す
れ
ば
大
き
な
力
に
な
る
は
ず
で
す
。

　

日
常
学
習
が
行
わ
れ
る
時
間
と
し
て
は
、
朝
の

会
、
帰
り
の
会
、
あ
る
い
は
一
時
間
目
の
前
の
特

設
時
間
、
任
意
の
時
間
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

内
容
は
、
音
読
・
暗
唱
、
一
分
間
ス
ピ
ー
チ
、
読

書
、
読
み
聞
か
せ
、
漢
字
の
練
習
、
短
作
文
な
ど

さ
ま
ざ
ま
で
す
。「
継
続
は
力
」
で
す
。
こ
れ
ら

を
国
語
科
の
指
導
に
位
置
づ
け
、
教
科
書
教
材
や

学
習
と
関
連
さ
せ
て
有
効
に
指
導
す
る
こ
と
で
よ

り
確
か
な
力
に
な
る
と
考
え
ま
す
。

音
読
や
暗
唱
を
通
し
て

　

学
校
を
訪
問
す
る
と
、
あ
ち
こ
ち
の
学
級
か
ら

音
読
の
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
音
読
・
暗
唱
は
、

だ
れ
で
も
参
加
で
き
る
た
め
、
最
も
継
続
に
ふ
さ

わ
し
い
活
動
と
い
え
ま
す
。
教
科
書
二
年
上
「
ふ

き
の
と
う
」
で
は
聞
き
手
を
意
識
し
た
音
読
の
方

法
、
三
年
上
「
い
つ
も
気
を
つ
け
よ
う
」
で
は
姿

勢
、
発
音
・
発
声
、
四
年
上
「
い
つ
も
気
を
つ
け

よ
う
」
で
は
抑
揚
、
強
調
、
速
さ
、
間ま

に
気
を
つ

け
て
音
読
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
を
日
常
の
音
読
活
動
の
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
と
し

て
取
り
上
げ
る
と
、
活
用
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

現
在
学
習
中
の
教
材
文
に
と
ど
ま
ら
ず
、
各
学

年
の
付
録
に
あ
る
文
学
的
な
文
章
を
使
う
の
も

よ
い
で
し
ょ
う
。「
聞
い
て
楽
し
も
う
」
の
系
列

で
は
民
話
や
神
話
が
、
三
年
下
の
付
録
に
は
「
百

人
一
首
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
自
ら

が
読
み
方
を
工
夫
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
、
独
自
の
音
読
集
を
作
成
す
る
こ
と
も

お
勧
め
で
す
。
先
生
が
作
っ
て
く
れ
た
音
読
集
な

ら
、
子
ど
も
た
ち
に
も
愛
着
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

福
岡
県
北
九
州
市
で
は
、
全
児
童
に
音
読
・
暗

唱
ブ
ッ
ク
「
ひ
ま
わ
り
」
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

発
声
や
読
み
方
が
分
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
て
お

り
、
自
分
一
人
で
も
取
り
組
め
る
た
め
、
家
庭
で

も
音
読
を
す
る
子
の
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
古
文

や
漢
詩
な
ど
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
国

語
科
の
学
習
で
も
活
用
で
き
ま
す
。「
ひ
ま
わ
り
」

を
活
用
し
た
音
読
・
暗
唱
に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち

の
言
葉
の
力
が
各
領
域
に
お
い
て
向
上
し
た
と
い

う
研
究
成
果
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
（
元
北
九
州

市
教
育
セ
ン
タ
ー
研
究
員
・
岩
倉
智
子
教
諭
に
よ

る
）。

　

読
み
方
と
し
て
は
、「
一
斉
読
み
」
だ
け
で
な
く
、

「
セ
ン
テ
ン
ス
読
み
」「
二
人
読
み
」「
役
割
読
み
」

な
ど
を
取
り
入
れ
る
と
、新
鮮
な
気
持
ち
で
音
読
・

暗
唱
が
で
き
ま
す
。
共
同
し
て
読
み
合
う
こ
と
で
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
も
高
ま
る
で
し
ょ
う
。

0203



京都市生まれ。筑紫女学園大学
人間科学部准教授。京都市・北
九州市内の公立小学校教諭を
経て，現職。主な共著書に『豊
かな言語活動が拓く国語単元学
習の創造３　小学校低学年編』

（東洋館出版社）などがある。

稲
いな

田
だ

八
や

穂
ほ

ま
す
。
読
み
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
後
の
お
互
い
の

思
い
を
シ
ェ
ア
（
共
有
）
す
る
の
で
す
。
国
語
の

時
間
に
は
、
な
か
な
か
自
由
な
思
い
を
言
え
な
い

子
ど
も
も
、
学
習
で
は
な
い
気
楽
さ
か
ら
自
分
の

感
想
が
話
せ
ま
す
。
個
の
思
い
を
み
ん
な
で
認
め
、

読
む
こ
と
の
自
由
を
実
感
で
き
ま
す
。

　

な
か
に
は
、
集
中
し
て
聞
け
な
い
子
も
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
場
合
に
は
、
ア
ニ
マ
シ

オ
ン
的
な
要
素
の
あ
る
ク
イ
ズ
を
取
り
入
れ
る
の

も
よ
い
で
し
ょ
う
。
国
語
で
「
じ
ん
ぶ
つ
」
に
つ

い
て
学
習
し
た
後
、
読
み
聞
か
せ
の
本
に
登
場
す

る
人
物
の
持
ち
物
ク
イ
ズ
を
す
る
、「
あ
ら
す
じ
」

を
学
習
し
た
後
、
バ
ラ
バ
ラ
に
し
た
キ
ー
セ
ン
テ

ン
ス
を
並
べ
替
え
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
工
夫
で
き

ま
す
。
楽
し
い
活
動
を
通
し
て
、
読
み
の
学
習
で

学
ん
だ
こ
と
を
習
得
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

書
く
こ
と
を
通
し
て

　

国
語
を
苦
手
と
す
る
子
ど
も
の
多
く
は
作
文
が

嫌
い
だ
と
答
え
ま
す
。
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
で
し
ょ

う
が
、
ま
ず
書
き
慣
れ
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
国
語
の
時
間
に
書
く
も
の
は
か
な
り
の

分
量
で
す
。
苦
手
な
子
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
ネ
ッ

ク
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
短

作
文
は
、
短
い
文
章
で
書
き
慣
れ
る
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
有
効
な
手
立
て
と
な
り
ま
す
。
教
科
書

各
学
年
「
季
節
の
言
葉
」
を
使
っ
て
短
作
文
を
書

い
た
り
、
六
年
「
続
け
て
み
よ
う
」
の
「
読
書
日

記
」
や
「
今
日
の
出
来
事
」
を
継
続
し
た
り
す
る

こ
と
も
可
能
で
す
。

　

ま
た
、「
今
日
は
取
材
だ
け
し
て
み
よ
う
」
と

し
て
、
思
い
つ
く
こ
と
を
マ
ッ
ピ
ン
グ
し
た
り
、

「
主
題
を
書
こ
う
」
と
し
て
、
言
い
た
い
こ
と
だ

け
を
書
い
た
り
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、「
書
く

こ
と
」
の
学
習
過
程
に
分
け
て
取
り
組
む
の
も
一

つ
の
方
法
で
す
。

　

一
人
で
は
書
け
な
い
子
へ
の
手
立
て
と
し
て
は
、

筆
談
で
対
話
を
す
る
「
鉛
筆
対
談
」
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。
自
分
で
は
思
い
浮
か
ば
な
い
こ
と
も
、
人

か
ら
尋
ね
ら
れ
る
と
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

そ
れ
が
つ
な
が
っ
て
い
く
と
、
考
え
の
筋
道
も
で

き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

＊　

＊　

＊

　

い
く
つ
か
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
日
常
学
習
を

有
効
に
活
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
。

大
切
な
こ
と
は
、「
ど
ん
な
力
を
つ
け
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
」
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
取
り
組
む

こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ
の
力
が
生
き
る
教
材
を
見

極
め
、
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
で
す
。
単
一
の
活

動
や
教
材
で
子
ど
も
た
ち
の
言
葉
の
力
は
高
め
ら

れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ら
せ
ん
的
に
繰
り

返
し
指
導
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

　

ス
ピ
ー
チ
と
い
う
と
独
話
を
思
い
浮
か
べ
ま
す

が
、
簡
単
な
話
題
を
決
め
、
対
談
や
鼎
談
を
取
り

入
れ
て
も
楽
し
い
も
の
で
す
。
一
人
で
は
話
し
に

く
い
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
安
心
し
て
話
せ
る

場
と
な
る
で
し
ょ
う
。

読
書
を
通
し
て

　

今
や
「
十
分
間
読
書
」
は
全
国
的
に
広
が
り
ま

し
た
。
自
分
の
机
の
横
に
読
み
た
い
本
を
提
げ
て

い
る
姿
を
見
か
け
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

読
書
が
日
常
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で

し
ょ
う
。

　

教
科
書
二
〜
四
年
下
巻
お
よ
び
五
、六
年
に
あ

る
「
こ
の
本
、
読
も
う
─
本
は
友
達
」
を
読
書

に
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
子
ど
も

た
ち
は
ま
る
で
図
書
館
や
書
店
に
い
る
か
の
よ
う

ス
ピ
ー
チ
活
動
を
通
し
て

　

ス
ピ
ー
チ
は
、
音
読
・
暗
唱
と
並
び
、
多
く
取

り
組
ま
れ
て
い
る
活
動
の
一
つ
で
す
。
学
級
経
営

と
い
う
目
的
の
も
と
、
行
っ
て
い
る
方
も
多
い
で

し
ょ
う
。

　
「
話
す
・
聞
く
」
力
は
教
科
書
教
材
だ
け
で
は

な
か
な
か
身
に
つ
き
ま
せ
ん
。
習
得
も
活
用
も
短

時
間
で
は
難
し
い
か
ら
で
す
。
こ
こ
に
、
日
常
学

習
の
果
た
す
役
割
が
あ
り
ま
す
。
ス
ピ
ー
チ
活
動

に
つ
い
て
は
、
教
科
書
三
年
上
「
つ
づ
け
て
み
よ

う
」
に
話
題
や
話
し
方
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、

学
年
初
め
に
指
導
し
て
継
続
す
る
と
効
果
的
で
す
。

四
年
上
「
つ
づ
け
て
み
よ
う
」
の
「
ち
ょ
っ
と
相

談
」
も
、
関
心
を
も
っ
て
取
り
組
め
る
話
題
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
教
科
書
教
材
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く

こ
と
」
の
指
導
と
関
連
さ
せ
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

教
科
書
教
材
の
導
入
、
学
習
後
の
習
得
・
活
用
の

場
と
し
て
意
識
的
に
指
導
し
ま
し
ょ
う
。

　

四
年
上
「
物
事
や
考
え
を
つ
な
ぐ
言
葉
」
を
活

用
し
た
「
サ
イ
コ
ロ
ト
ー
ク
」
と
い
う
活
動
も
考

え
ら
れ
ま
す
。
自
分
の
ス
ピ
ー
チ
の
後
、
接
続
詞

の
書
か
れ
た
サ
イ
コ
ロ
を
振
り
、
出
た
接
続
詞
を

使
っ
て
ス
ピ
ー
チ
を
続
け
ま
す
。
自
分
が
あ
ら
か

じ
め
考
え
て
い
た
話
と
は
違
う
終
わ
り
方
に
な
る

お
も
し
ろ
さ
が
あ
り
、
そ
の
場
で
考
え
る
力
も
身

に
つ
き
ま
す
。

に
こ
の
ペ
ー
ジ
を
見
つ
め
、
短
い
紹
介
文
を
読

ん
で
心
ひ
か
れ
る
本
を
手
に
し
よ
う
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
本
を
学
校
図
書
館
に
数
冊
そ
ろ
え

れ
ば
、
書
棚
か
ら
取
り
出
す
よ
う
に
自
分
の
読
み

た
い
本
を
主
体
的
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ

う
。
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
作
り
、
読
書
記
録
を
残
す

の
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
六
年
「
続
け
て
み

よ
う
」
の
「
読
書
日
記
」
と
関
連
さ
せ
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。
国
語
科
の
学
習
で
の
並
行
読
書
を
こ

の
時
間
に
充
て
る
こ
と
も
考
え
た
い
も
の
で
す
。

　

異
学
年
ど
う
し
で
読
書
を
す
る
機
会
も
増
え
て

い
ま
す
。
上
級
生
が
下
級
生
に
読
み
聞
か
せ
を
す

る
こ
と
で
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
交
流
も
生
ま
れ
ま
す
。

ぜ
ひ
、
下
級
生
に
も
読
む
経
験
を
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

い
つ
も
読
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
側
か
ら
、
自
分
も

読
も
う
と
い
う
意
欲
が
生
ま
れ
ま
す
。
選
ん
だ
本

を
持
ち
寄
り
、
二
人
で
対
話
し
な
が
ら
読
む
と
い

う
、
児
童
文
学
作
家
・
村
中
李り

衣え

氏
の
提
唱
す
る

「
読
み
あ
い
」
を
取
り
入
れ
て
み
る
の
も
よ
い
で

し
ょ
う
。
自
分
が
本
を
選
ん
だ
理
由
や
好
き
な
場

面
に
つ
い
て
対
話
し
な
が
ら
読
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。
読
書
を
通
し
て
友
達
と
つ
な
が
る
こ
と
が
で

き
る
は
ず
で
す
。

　

ま
た
、
教
師
や
地
域
の
方
に
よ
る
読
み
聞
か
せ

も
増
え
て
き
ま
し
た
。
こ
の
時
間
を
使
っ
て
、
子

ど
も
た
ち
の
思
い
や
言
葉
を
拓ひ
ら

く
た
め
に
、「
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
タ
イ
ム
」
を
設
け
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
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出た目に書かれた接続詞を使って，適切なつなが
り方になるように，続くスピーチの内容を考える。

「読みあい」の様子。朝の 10 分間読書や授業のちょっ
とした空き時間を活用して取り組むことができる。


