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い
ろ
い
ろ
な
筆
記
具
を

使
っ
て
書
こ
う

生
き
も
の
を
扱
う

角
田
光
代

わ
た
し
と

こ
と
ば

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」に
親
し
む



　

本
や
色
紙
に
署
名
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
そ
の

際｢

何
か
一
言
書
い
て
く
だ
さ
い｣

と
言
わ
れ
る
の
が
、
じ
つ

に
苦
手
で
あ
る
。
好
き
な
言
葉
、
肝
に
銘
じ
て
い
る
言
葉
は
い
く

つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
「
グ
ラ
ス
の
縁
に
口
を
つ
け
た
ら
最
後
ま

で
飲
み
干
し
な
さ
い｣

、
こ
れ
は
開
高
健
の
著
書
に
出
て
く
る
言

葉
だ
。
で
も
、
そ
れ
を
書
く
に
は
躊
躇
が
あ
る
。
だ
っ
て
、
私
の

言
葉
で
は
な
い
の
に
、
自
分
の
署
名
の
わ
き
に
な
ん
て
、
恐
れ
多

く
て
書
け
な
い
。
な
ら
ば
、
自
分
で
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
考
え
れ

ば
い
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
。

　

人
か
ら
言
わ
れ
た
言
葉
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
い
い
言
葉
で

あ
っ
て
も
、
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
私
は
多
い
。
言
葉
で
は
な
く
、

そ
の
人
が
私
を
助
け
よ
う
と
し
て
く
れ
た
、
力
に
な
ろ
う
と
し
て

く
れ
た
、
そ
の
こ
と
だ
け
を
覚
え
て
い
て
、
具
体
的
な
言
葉
自
体

は
忘
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
け
れ
ど
言
葉
と
は
本
来
、
そ
う
い
う
も

の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
た
い
せ
つ
な
の
は
言
葉
で

は
な
く
、
言
葉
の
背
景
に
あ
る
、
状
況
だ
っ
た
り
関
係
だ
っ
た
り

で
あ
る
は
ず
だ
。
お
な
じ
言
葉
で
も
、
何
ひ
と
つ
響
か
な
い
人
も

い
る
ば
か
り
か
、
怒
る
人
が
い
た
り
も
す
る
。

　

書
物
に
書
か
れ
た
言
葉
は
、
幾
度
で
も
読
み
返
せ
る
ぶ
ん
、
話

し
言
葉
よ
り
は
正
確
に
覚
え
や
す
い
。
件
の
開
高
健
の
言
葉
も
、

友
人
た
ち
の
生
の
そ
れ
よ
り
、
真
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
。
そ
れ
で

も
や
は
り
読
み
手
は
、
そ
こ
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
言
葉
を
、
自
分

の
状
況
や
そ
の
と
き
の
事
情
に
よ
っ
て
、
万
人
に
向
け
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
自
分
に
だ
け
さ
さ
や
か
れ
た
一
言
と
し
て
、
受
け

取
る
。
ま
る
で
友
人
の
近
し
い
言
葉
の
よ
う
に
。
開
高
健
の
言
葉

も
、
は
じ
め
て
読
ん
だ
と
き
私
は
打
ち
ひ
し
が
れ
た
が
、
こ
の
言

葉
が
好
き
だ
と
他
人
に
話
す
と
、｢

飲
む
の
が
本
当
に
好
き
な
ん

だ
ね｣

と
頓
珍
漢
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
り
も
す
る
。
言
葉
は
受
け

取
り
手
に
よ
っ
て
意
味
も
か
た
ち
も
変
え
る
、
生
き
も
の
な
の
だ

と
思
う
。

　

何
か
一
言
、
を
書
け
な
い
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。
自
分
が
小
説

に
書
い
た
言
葉
を
も
し
だ
れ
か
が
だ
い
じ
な
も
の
と
し
て
受
け

取
っ
て
く
れ
た
な
ら
あ
り
が
た
い
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
人

個
人
に
向
け
た
言
葉
を
書
く
と
な
る
と
思
い
つ
か
な
い
。
ま
し
て

色
紙
な
ど
、
い
っ
た
い
だ
れ
に
向
け
て
ど
ん
な
言
葉
を
使
う
べ
き

か
も
わ
か
ら
な
い
。

　

｢
好
き
な
言
葉
を
書
い
て
く
だ
さ
い｣

と
言
わ
れ
た
と
き
、真
っ

先
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
じ
つ
は｢

重
版｣

だ
と
か｢

ノ
ー
カ

ロ
リ
ー｣

と
い
っ
た
日
常
的
か
つ
実
際
的
に｢

好
き｣

な
言
葉

だ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
あ
ん
ま
り
に
も
個
人
的
な｢

好
き｣

を
、

公
に
書
き
つ
け
た
り
す
る
こ
と
は
、
ぜ
っ
た
い
に
、
な
い
。

作
家
　
角か

く

田た

光み
つ

代よ
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「
伝
統
的
な

　 

言
語
文
化
」に

　
　
　
　
親
し
む

「伝統的な
    言語文化」に
　       親しむ

伝
統
的
な
言
語
文
化
を
学
ぶ
意
味

  

東
京
都
生
ま
れ
。
東
京
都
の
公
立
中
学
校
教
諭
、
教
育
委
員
会
指
導

室
長
等
を
経
て
現
職
。
中
央
教
育
審
議
会
国
語
専
門
委
員
、
学
習
指
導

要
領
中
学
校
国
語
作
成
協
力
者
な
ど
を
歴
任
す
る
。
著
書
に
『
小
学
校

古
典
指
導
の
基
礎
・
基
本
』『
観
点
別
学
習
状
況
の
評
価
規
準
と
判
定
基

準
』（
図
書
文
化
社
）
な
ど
が
あ
る
。

た
な
か
・
よ
う
い
ち

0203

く
は
、
自
然
を
愛
し
自
然
と
調
和
し
て
生
き
て
い

ま
す
。
日
本
に
は
四
季
折
々
の
美
し
い
自
然
が
あ

り
、
人
々
は
自
然
か
ら
多
く
の
恵
み
を
得
る
と
と

も
に
、
自
然
を
愛
し
、
多
く
の
生
物
と
共
存
し
て

き
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
生
き
方
や
価
値
観
も
、

こ
れ
か
ら
の
日
本
人
が
大
切
に
受
け
継
い
で
い
き

た
い
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

  

さ
ら
に
、
長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や

慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
は
、
人
々
の
生
き
方
の

道
し
る
べ
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
に
表
れ

て
い
る
古
人
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
知
る
こ

と
は
、
人
生
を
さ
ら
に
豊
か
に
し
て
く
れ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
昔
話
や
古
典
な
ど
の
言
語
文
化
に

小
学
生
の
う
ち
か
ら
親
し
む
こ
と
を
通
し
て
、
日

本
人
が
長
い
間
大
切
に
し
て
き
た
日
本
的
な
よ
さ

を
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

戦
後
の
日
本
文
化
は
、
政
治
や
経
済
の
分
野
と

同
様
に
、
欧
米
の
国
々
を
模
範
と
し
て
形
成
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
戦
後
の
新
し

い
日
本
文
化
が
創
造
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で

す
が
、
反
面
、
か
つ
て
の
日
本
人
が
も
っ
て
い
た
、

伝
統
や
風
習
、
情
緒
な
ど
の
日
本
的
な
よ
さ
が
消

え
つ
つ
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

た
め
、
我
が
国
の
伝
統
的
な
文
化
が
あ
ら
た
め
て

見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
は
改
正
さ
れ
た
教
育
基
本
法
や
学
校

教
育
法
に
も
反
映
さ
れ
、
そ
こ
に
は
、
我
が
国
の

伝
統
と
文
化
を
尊
重
す
る
児
童
・
生
徒
を
育
成
す

る
と
い
う
方
針
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
方
針
は
、

言
語
教
科
で
あ
る
国
語
科
に
も
大
き
な
影
響
を
与

え
ま
し
た
。

　

今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
基
本
的
な
考
え
方
を

示
し
た
中
央
教
育
審
議
会
答
申
（
平
成
二
十
年
一

月
）
は
、
国
語
科
の
内
容
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

示
し
て
い
ま
す
。

　
「
国
語
科
で
は
、
小
学
校
の
低
・
中
学
年
か
ら
、

古
典
な
ど
の
暗
唱
に
よ
り
言
葉
の
美
し
さ
や
リ
ズ

ム
を
体
感
さ
せ
た
上
で
、
我
が
国
に
お
い
て
長
く

親
し
ま
れ
て
い
る
和
歌
・
物
語
・
俳
諧
、
漢
詩
・

漢
文
な
ど
の
古
典
や
物
語
、
詩
、
伝
記
、
民
話
な

ど
の
近
代
以
降
の
作
品
に
触
れ
、
理
解
を
深
め
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。」

　

こ
の
答
申
を
受
け
、
新
学
習
指
導
要
領
国
語
科

に
は
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関

す
る
事
項
〕
が
新
設
さ
れ
、
小
学
校
か
ら
古
典
を

中
心
と
す
る
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親
し
む
教
育

が
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
す
。  

　

か
つ
て
日
本
の
子
ど
も
た
ち
は
、「
か
ぐ
や
姫
」

や
「
桃
太
郎
」「
因
幡
の
白
ウ
サ
ギ
」
な
ど
の
話

を
大
人
か
ら
聞
い
て
育
ち
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て

こ
れ
ら
は
、
日
本
人
な
ら
だ
れ
も
が
知
っ
て
い
る

昔
話
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
昔
話
は
子
ど
も
た
ち
を

楽
し
ま
せ
て
く
れ
た
だ
け
で
な
く
、
毎
日
の
暮
ら

し
方
や
人
と
の
付
き
合
い
方
な
ど
、
た
く
さ
ん
の

大
切
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

子
ど
も
た
ち
に
は
、
誠
実
、
正
直
、
思
い
や
り
な

ど
を
重
視
す
る
豊
か
な
心
が
育
ち
ま
し
た
。
最

近
、
昔
話
を
知
ら
な
い
子
ど
も
が
増
え
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
が
日
本
人
の
新
し
い
問
題
行
動
の
一
因

に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
声
も
聞
き

ま
す
。

  

ま
た
、
昔
話
や
古
典
に
出
て
く
る
人
た
ち
の
多

　
「
枕
草
子
」
な
ど
の
古
典
文
学
か
ら
、「
三
ま
い
の
お
ふ
だ
」
の
よ
う

な
昔
話
ま
で
、
古
来
か
ら
伝
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
文
化
を
、
小
学
校

で
学
び
、
親
し
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
を
指
導
す
る
際
、心
に
留
め
て
お
く
こ
と
や
、

子
ど
も
た
ち
を
ひ
き
つ
け
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
授
業
が
考
え
ら
れ
る

か
、
先
生
方
の
お
話
と
、
実
践
事
例
を
交
え
な
が
ら
ご
紹
介
し
ま
す
。

東
京
女
子
体
育
大
学
理
事
・
教
授
　
田
中
洋
一



伝
統
的
な
言
語
文
化
に

　
　
　
　
　
親
し
む
た
め
の

「伝統的な
    言語文化」に
　       親しむ

　

神
奈
川
県
生
ま
れ
。
平
塚
市
立
横
内
小
学
校
総
括
教
諭
。
神
奈
川
県

立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
「『
国
語
力
』
育
成
に
関
す
る
教
材
開
発
に
向
け

た
基
礎
研
究
」
調
査
研
究
協
力
者
な
ど
を
務
め
る
。
朝
日
新
聞
「
花
ま

る
先
生
」
等
で
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
実
践
を
紹
介
す
る
。

こ
せ
む
ら
・
よ
し
み

次
ペ
ー
ジ
よ
り
、
私
の
授
業
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

授
業
の
ア
イ
デ
ア

　

子
ど
も
た
ち
が
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親
し

む
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
授
業
が
考
え
ら
れ
る
で

し
ょ
う
か
。

　
『
わ
か
る
、
伝
わ
る
、
古
典
の
こ
こ
ろ
』（
光
村

教
育
図
書
）
な
ど
の
著
書
が
あ
り
、
以
前
か
ら
古

典
の
授
業
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
小
瀬
村
良
美

先
生
に
、
指
導
の
う
え
で
心
が
け
た
い
こ
と
や
、

先
生
が
実
際
に
行
っ
た
授
業
を
ご
紹
介
い
た
だ
き

ま
し
た
。

 

は
じ
め
に

　

古
い
に
し
えの
人
は
日
本
の
四
季
が
織
り
成
す
花
鳥
風
月

の
変
化
を
楽
し
み
ま
し
た
。
長
い
時
を
経
て
受
け

継
が
れ
て
き
た
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
は
、
現

代
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
の
生
活
や
言
葉
の
土
壌

と
な
っ
て
お
り
、
五
七
・
七
五
調
の
リ
ズ
ム
は
も

と
よ
り
、
初
め
て
聞
い
た
漢
詩
や
古
文
に
も
興
味

を
示
す
子
は
多
く
い
ま
す
。
一
方
で
昔
話
を
知
ら

な
い
子
、
伝
統
的
な
行
事
を
経
験
し
た
こ
と
が
な

い
子
、
季
節
感
の
な
い
生
活
を
し
て
い
る
子
も
多

い
と
感
じ
ま
す
。

　
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
に
親
し
む
こ
と
は
、

子
ど
も
た
ち
の
言
語
生
活
を
豊
か
に
し
ま
す
。
そ

の
た
め
に
、
言
語
生
活
へ
の
広
が
り
を
視
野
に
入

れ
、
子
ど
も
た
ち
の
生
活
の
中
の
言
葉
に
つ
な
げ

る
実
践
を
心
が
け
た
い
も
の
で
す
。

　

今
春
か
ら
の
教
科
書
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
材

が
収
め
ら
れ
ま
し
た
。
高
学
年
に
は
、
長
年
、
中

学
校
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
き
た
古
典
が
多
く
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
に
ふ
れ
る
よ
さ
を
再

認
識
し
ま
し
た
が
、
中
学
校
の
先
取
り
で
は
な
く
、

小
学
生
の
知
識
や
言
語
経
験
で
興
味
を
示
す
も
の

を
選
ん
で
い
く
必
要
性
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
、

子
ど
も
た
ち
の
日
常
生
活
と
の
か
か
わ
り
（
季
節
、

行
事
な
ど
）
や
国
語
科
以
外
の
他
教
科
と
の
関
連
、

学
校
全
体
の
取
り
組
み
の
視
点
も
重
要
で
す
。
教

科
書
だ
け
に
頼
ら
ず
、
年
間
計
画
の
中
に
、
ど
の

素
材
を
学
習
材
と
し
て
活
か
し
て
い
く
か
、
地
域

ゆ
か
り
の
素
材
を
開
拓
で
き
る
か
、
積
極
的
に
挑

戦
し
て
い
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。 　

　

学
習
活
動
と
し
て
は
、「
音
読
」
が
重
要
視
さ

れ
て
い
ま
す
。〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
も
つ

言
葉
や
文
の
リ
ズ
ム
や
響
き
を
味
わ
う
に
は
、
ま

ず
は
読
み
親
し
む
こ
と
が
大
事
で
す
。し
か
し「
内

容
の
大
体
を
知
る
」「
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や

感
じ
方
を
知
る
」「
三
領
域
を
通
し
て
指
導
す
る
」

こ
と
に
も
留
意
し
た
い
も
の
で
す
。
た
だ
声
に
出

し
て
読
む
の
で
は
な
く
、
多
様
な
言
語
活
動
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
言
語
活
動
の
展
開
に
は
、
学

習
目
標
と
子
ど
も
た
ち
の
実
態
と
思
考
を
活
か
し

た
プ
ロ
セ
ス
重
視
の
学
習
の
構
想
が
大
切
で
す
。

　

学
び
の
広
が
り
と
し
て
は
、
朗
読
や
演
劇
な
ど

の
発
表
活
動
、
書
き
換
え
・
創
作
な
ど
の
表
現
活

動
、
調
べ
学
習
活
動
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
季
節
感
を
大
切
に
し
た
俳
句
や
短
歌
な
ど
の

学
習
は
年
間
を
通
し
て
の
活
動
に
な
り
ま
す
。
こ

と
わ
ざ
や
名
文
の
音
読
や
暗
唱
は
、
モ
ジ
ュ
ー
ル

を
活
用
し
た
帯
単
元
化
の
工
夫
を
す
る
と
よ
い
で

し
ょ
う
。
扱
う
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
に
適
し

た
言
語
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
古
典
へ
の

「
親
し
み
」
を
さ
ら
に
実
感
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

平
塚
市
立
横
内
小
学
校
　
小
瀬
村
良
美

「
絵
か
き
う
た
」ブ
ッ
ク
を
作
ろ
う
（
二
年
）

第
二
時

第
一
時

第
三
・

四
時

0405

単
元
に
つ
い
て

　
「
絵
か
き
う
た
」
は
、
一
・
二
年
の
指
導
事
項

「
昔
話
や
神
話
・
伝
承
」
の
「
伝
承
」
の
領
域
で
す
。

子
ど
も
の
生
活
や
遊
び
の
中
で
生
ま
れ
、
伝
承
さ

れ
て
い
る
「
絵
か
き
う
た
」
に
、
創
作
活
動
を
取

り
入
れ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
そ
の
楽
し
さ
を
実
感

さ
せ
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
歌
い
な
が
ら
言
葉
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
絵
が
で
き
る
達
成
感
を
楽
し
み
、
自
分
で

も
調
べ
る
中
で
、
歌
の
構
成
や
言
葉
の
特
徴
に
気

づ
き
、
創
作
へ
の
意
欲
を
も
つ
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

創
作
す
る
に
は
、
文
の
構
成
力
や
語
彙
力
が
必

要
で
す
。
部
分
を
変
え
た
り
、
付
け
加
え
た
り
し

て
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
を
、
自
己
流
に
ア
レ
ン

ジ
す
る
こ
と
で
、
楽
し
み
な
が
ら
、
言
語
活
動
に

取
り
組
ま
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

学
習
の
ね
ら
い

▼
絵
か
き
う
た
の
音
読
や
書
き
換
え
を
楽
し
み
、

絵
や
と
な
え
言
葉
、
独
特
の
リ
ズ
ム
に
親
し
む
。

▼
絵
か
き
う
た
の
順
序
に
沿
っ
て
、
簡
単
な
構
成

や
、
文
の
つ
な
ぎ
方
を
意
識
し
、
表
現
す
る
。

指
導
計
画
（
全
五
時
間
）

第
五
時

ぼ〜うが１本 
あったとさ〜

ソーセージが １本 あったとさ〜
たまごも ２つ あったとさ〜
羽も ４まい あったとさ〜
ブンブンとんでく トンボさん

絵かきうたの
ひみつ……

「あっというまに」
が多い！

「〜とさ」って
つなげるよね

体・眼・羽・
できあがり、
の４つに
分けて考え
るといいよ

絵
か
き
う
た
を
創
作
す
る
。
ま
ず
、

数
字
・
文
字
・
形
か
ら
考
え
、
そ
の

後
、
順
序
を
意
識
し
て
創
作
す
る
。

絵
か
き
う
た
を
調
べ
、
紹

介
す
る
（
家
の
人
に
取
材
、

本
や
Ｃ
Ｄ
で
調
べ
る
な

ど
）。
絵
か
き
う
た
の
ひ

み
つ
を
見
つ
け
る
。

絵
か
き
う
た
に
出
会
い
、
歌
や
絵
を
楽

し
む
。「
か
わ
い
い
コ
ッ
ク
さ
ん
」
な

ど
の
絵
か
き
う
た
を
紹
介
す
る
。

友
達
の
創
作
し
た
絵

か
き
う
た
を
交
流
で

楽
し
む
。
絵
か
き
う

た
ブ
ッ
ク
を
つ
く
る
。



「伝統的な
    言語文化」に
　       親しむ

第
一
時

0607

グ
ル
ー
プ
内
で
読
み
合
っ
て
修
正
し

た
後
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
す
る
。

第
二
・

三
時

単
元
に
つ
い
て

　

五
・
六
年
生
の
指
導
事
項
に
は
「
昔
の
人
の
も

の
の
見
方
や
感
じ
方
を
知
る
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。

本
単
元
で
は
、「
を
か
し
」
な
ど
の
平
安
時
代
の

言
葉
と
現
代
と
の
違
い
に
興
味
を
も
た
せ
ま
す
。

平
安
時
代
の
衣
食
住
な
ど
の
生
活
の
様
子
は
映
像

資
料
（
デ
ジ
タ
ル
教
材
「
わ
く
わ
く
古
典
教
室
」

光
村
図
書
）
等
を
交
え
る
と
イ
メ
ー
ジ
が
広
が
り

ま
す
。
平
安
時
代
に
生
き
た
清
少
納
言
に
な
っ
た

つ
も
り
で
、
自
分
の
感
じ
て
い
る
こ
と
を
「
春
は

あ
け
ぼ
の
」
風
に
創
作
し
ま
す
。

　

六
年
生
に
な
る
と
、
社
会
の
歴
史
学
習
に
清
少

納
言
が
登
場
し
ま
す
。
改
め
て
「
枕
草
子
」
の
他

の
段
を
読
ん
だ
り
、他
の
随
筆
（「
徒
然
草
」
な
ど
）

と
比
較
し
た
り
、
子
ど
も
の
探
究
心
に
沿
っ
た
言

語
活
動
を
構
想
し
た
い
も
の
で
す
。

学
習
の
ね
ら
い

▼
「
枕
草
子
」
の
語
彙
や
独
特
の
リ
ズ
ム
、
昔
の

人
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
親
し
む
。

▼
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
内
容
の
大
体
を
つ
か
み
、

音
読
や
翻
作
を
楽
し
む
。

指
導
計
画
（
全
五
時
間
）

リ
レ
ー「
春
は
あ
け
ぼ
の
」（
五
年
）

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の

型
に
合
わ
せ
て
、
好
き

な
季
節
を
書
く
（
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
使
用
）。
四

人
グ
ル
ー
プ
に
な
り
、

テ
ー
マ
（
花
・
生
き
物
・

食
べ
物
・
行
事
な
ど
）

と
、季
節
（
春
・
夏
・
秋
・

冬
）
の
分
担
を
決
め
る
。

「
い
ろ
は
か
る
た
」で
遊
ぼ
う
！
（
三
年
）

単
元
に
つ
い
て

　

本
単
元
は
、
か
る
た
取
り
を
楽
し
み
な
が
ら
、

「
い
ろ
は
か
る
た
」
に
興
味
を
も
ち
、
読
み
札
の

文
言
の
意
味
や
取
り
札
の
絵
の
違
い
を
読
み
解
き
、

自
作
か
る
た
で
大
会
を
開
く
活
動
で
す
。

　

三
・
四
年
生
の
指
導
事
項
に
は
「
こ
と
わ
ざ
や

慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を
知
り
、
使
う

こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。
か
る
た
は
子
ど
も
た
ち
に

身
近
で
、
こ
と
わ
ざ
の
導
入
に
適
し
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
は
か
る
た
遊
び
が
好
き
な
の
で
、

自
然
に
こ
と
わ
ざ
へ
の
関
心
を
高
め
ま
す
。
好
き

な
札
を
自
分
の
言
語
経
験
や
生
活
に
置
き
換
え
、

独
自
の
絵
札
に
表
現
す
る
中
で
、
こ
と
わ
ざ
を
身

近
な
生
活
の
中
に
取
り
入
れ
、
使
う
力
を
育
み
た

い
と
考
え
ま
し
た
。

学
習
の
ね
ら
い

▼
か
る
た
取
り
を
通
し
て
「
い
ろ
は
か
る
た
」
や

こ
と
わ
ざ
に
親
し
み
、
意
味
を
調
べ
る
。

▼
「
い
ろ
は
か
る
た
」
を
自
分
の
経
験
や
生
活
に

置
き
換
え
て
読
み
取
り
、
創
作
す
る
。

　
　

指
導
計
画
（
全
四
時
間
）

第
一
時

第
三
時

第
二
時

第
四
時

数人のグループごとに、１セットの取
り札を均等に広げる。読み手は教師で、
一斉に各グループが同じ札を取り合う。
子どもたちは真剣そのもの。

読み札にも簡単な意味は載っているが、
国語辞典等を使って、意味を調べる。

４人１組のリレー形式で
作ることにより、意欲や
楽しさが広がる。

※子どもたちの意欲次第
で、「うつくしきもの」

「にくきもの」などの「も
のづくし」への展開も
可能である。

ワークシート

▲「かわいいこにはたび
をさせよ」。旅をする人を、
自分が飼っている犬に置
き換えて描いた。

▼「あたまかくしてしり
かくさず」。自分の生活
体験の中から、猫の尻尾
に置き換えて描いた。

◀
児
童
作
品

テ
ー
マ
「
ス
ポ
ー
ツ
」

　

春
は
つ
り
。
海
で
ゆ
う
ゆ
う
と
魚
が

動
き
回
る
は
い
と
つ
き
づ
き
し
。（
略
）

く
ら
げ
が
か
か
る
と
、
わ
ろ
し
。

　

夏
は
水
泳
。
真
夏
の
暑
い
と
き
に
、

プ
ー
ル
の
す
き
と
お
っ
た
水
の
（
略
）

泳
ぐ
も
を
か
し
。

　

秋
は
陸
上
競
技
。
風
の
中
を
ビ
ュ
ン

ビ
ュ
ン
走
る
の
は
、
あ
は
れ
な
り
。（
略
）

ゴ
ー
ル
テ
ー
プ
を
切
る
し
ゅ
ん
か
ん
は
、

い
う
べ
き
に
あ
ら
ず
。

　

冬
は
ス
キ
ー
。
白
い
ふ
わ
ふ
わ
雪
の

上
を
ス
キ
ー
で
す
べ
り
お
り
る
。（
略
）

こ
ろ
ぶ
と
わ
ろ
し
。

第
四
・

五
時

「
い
ろ
は
か
る
た
」
を
使
っ
て
、
か
る
た

を
し
、
気
づ
い
た
こ
と
を
発
表
し
た
り
、

好
き
な
札
を
選
ん
で
紹
介
し
た
り
す
る
。

好
き
な
札
の
絵
を
、
自
分
の
生

活
場
面
に
置
き
換
え
て
描
く
。

友
達
ど
う
し
で
、
描
い
た
絵
か

ら
読
み
札
を
当
て
る
。

　

か
る
た
大
会
を
す
る
。

グ
ル
ー
プ
で
対
戦
し
、
代

表
を
一
人
ず
つ
出
し
て
、

取
れ
た
ら
交
代
と
す
る
。

好
き
な
札
の
意
味
を
辞
書
で

調
べ
、「
選
ん
だ
理
由
」、「
生

活
の
ど
ん
な
場
面
で
使
い
た

い
か
」
を
発
表
す
る
。

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
内
容
を
確
認
し
、

音
読
す
る
。「
を
か
し
・
あ
は
れ
な
り
」

を
使
っ
て
、
短
文
を
作
る
。



「伝統的な
    言語文化」に
　       親しむ

お
わ
り
に

　

感
想
に
は
、「
山
ん
ば
が
ほ
う
ち
ょ
う
を
と
ぐ

と
こ
ろ
を
げ
き
で
や
っ
て
み
た
ら
、
な
ん
だ
か
そ

わ
そ
わ
し
ま
し
た
」、「
大
川
が
で
き
た
と
こ
ろ
の

げ
き
を
や
っ
て
、
き
っ
と
、
山
ん
ば
は
ク
ロ
ー
ル

と
か
が
で
き
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
小
ぞ
う
を
た

べ
る
の
が
た
の
し
み
で
、
い
そ
い
で
い
て
、
い
き

つ
ぎ
が
で
き
な
く
て
水
を
の
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
し
た
」
な
ど
の
記
述
が
見
ら
れ
た
。

　

動
作
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
の
世
界
に

入
り
込
ん
で
楽
し
み
、
場
面
の
様
子
を
豊
か
に
想

像
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
低
学
年
に
お
い
て
は
、
昔
話

の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
て
話
の
お
も
し
ろ
さ
を
楽

し
ん
だ
り
、
独
特
の
語
り
口
調
や
言
い
回
し
を
味

わ
っ
た
り
す
る
経
験
が
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
に

親
し
む
第
一
歩
と
な
る
。
さ
ら
に
、
役
割
読
み
や

動
作
化
な
ど
、
児
童
が
主
体
と
な
る
活
動
を
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
昔
話
の
世
界
を
十
分
に
楽
し
ま

せ
た
い
。

は
じ
め
に

　

学
習
指
導
要
領
の
一
・
二
年
の
「
伝
統
的
な
言

語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
に
は
、「
低
学
年
で
は
、

ま
ず
、
読
み
聞
か
せ
を
聞
く
こ
と
で
、
伝
統
的
な

言
語
文
化
に
ふ
れ
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
実
感
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」
と
い
う
趣

旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
お
話
を
聞
い

て
、「
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
も
っ
と
聞
い
て
み
た

い
。
自
分
で
も
読
ん
で
み
た
い
」
と
感
じ
る
こ
と

が
、
児
童
が
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親
し
ん
で
い

く
始
ま
り
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

本
学
級
の
児
童
は
、
五
月
に
「
い
な
ば
の
白
う

さ
ぎ
」
を
学
習
し
た
後
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か
ら

「
三
ま
い
の
お
ふ
だ
」
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
て

い
る
。
つ
ま
り
、
児
童
に
と
っ
て
は
、
こ
の
物
語

と
は
二
回
目
の
出
会
い
と
な
る
。
そ
こ
で
、
今
回

は
、学
習
指
導
要
領「
Ｃ 

読
む
こ
と
」（
２
）の「
イ 

物
語
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
た
り
、
物
語
を
演
じ

た
り
す
る
こ
と
」
と
関
連
づ
け
て
、
物
語
の
一
部

を
動
作
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
場
面
の
様
子
や

登
場
人
物
の
行
動
に
つ
い
て
想
像
を
広
げ
な
が
ら

楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
活
動
を
工
夫
し
た
。

指
導
の
実
際
（
全
一
時
間
）

 

ね
ら
い

　

読
み
聞
か
せ
を
聞
い
て
、
登
場
人
物
の
行
動
や

場
面
の
様
子
を
想
像
し
て
楽
し
む
。

 

学
習
活
動

①
登
場
人
物
と
出
来
事
を
確
認
す
る
。

　

以
前
に
読
み
聞
か
せ
を
し
て
も
ら
っ
た
と
き
の

こ
と
を
思
い
出
し
、「
誰
が
出
て
き
た
か
」「
三
枚

の
お
札
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
に
変
わ
っ
た
の
か
」
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
発
表
し
合
う
。　

②
本
時
の
め
あ
て
を
知
る
。

読
み
聞
か
せ
を
聞
い
て
、
げ
き
を
た
の
し
も
う

　

実
際
に
は
、
教
師
の
読
み
聞
か
せ
に
合
わ
せ
て

人
物
の
動
き
を
表
現
す
る
「
動
作
化
」
の
活
動
を

行
う
が
、
児
童
に
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
せ
や
す
く
す

る
た
め
「
げ
き
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
。

③
「
三
ま
い
の
お
ふ
だ
」
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
く
。

　

会
話
部
分
の
方
言
や
、
独
特
の
擬
声
語
・
擬
態

語
な
ど
、
昔
話
な
ら
で
は
の
世
界
を
味
わ
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
読
み
方
を
工
夫
す
る
。
ま
た
、

読
み
聞
か
せ
が
終
わ
っ
た
後
に
、
一
番
お
も
し
ろ

か
っ
た
こ
と
を
発
表
し
合
う
こ
と
を
予
告
し
、
お

も
し
ろ
い
と
こ
ろ
を
探
し
な
が
ら
聞
く
よ
う
助
言

す
る
。

④
一
番
お
も
し
ろ
か
っ
た
と
こ
ろ
を
発
表
し
合
う
。

　
「
○
○
が
〜
す
る
と
こ
ろ
・
〜
し
た
と
こ
ろ
」

と
い
う
話
型
を
示
し
、
主
語
と
述
語
を
照
応
し
て

話
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
児
童

が
発
言
し
た
内
容
に
応
じ
て
、「
ご
び
ご
び
」、「
わ

し
わ
し
」、「
ざ
っ
こ
ざ
っ
こ
」
な
ど
、
独
特
の
擬

声
語
・
擬
態
語
に
つ
い
て
板
書
し
、
着
目
さ
せ
る
。

⑤
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
場
面
に
つ
い
て
、

　

動
作
化
し
て
楽
し
む
。

　
「
山
ん
ば
が
大
川
を
渡
ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
」、「
和
尚
さ
ん
が
山
ん
ば
を
だ
ま
し
て
食
べ
て

し
ま
う
と
こ
ろ
」
な
ど
、
児
童
が
発
表
し
た
場
面

に
つ
い
て
、
教
師
の
音
読
に
合
わ
せ
て
動
作
化
す

る
。
そ
の
際
、「
大
川
っ
て
、
ど
れ
く
ら
い
大
き

な
川
だ
と
思
う
？
」、「『
ご
び
ご
び
と
水
を
の
み

の
み
、
わ
し
わ
し
と
川
を
わ
た
る
』
っ
て
、
ど
ん

な
ふ
う
に
泳
い
で
い
る
と
思
う
？
」
な
ど
、
想
像

を
広
げ
る
た
め
の
補
助
発
問
を
行
う
。
児
童
は
、

「（
近
く
に
あ
る
）
多
摩
川
よ
り
も
、
も
っ
と
大
き

な
川
で
、
す
ご
い
速
さ
で
水
が
流
れ
て
い
る
と
思

う
」「
早
く
小
僧
を
捕
ま
え
た
い
か
ら
、
と
っ
て

も
怖
い
顔
で
、
必
死
に
手
を
振
り
回
し
て
泳
い
で

い
た
と
思
う
」
な
ど
、
場
面
の
様
子
や
登
場
人
物

の
行
動
を
想
像
し
て
発
言
し
、
動
作
化
に
生
か
し

て
い
た
。

⑥
感
想
を
書
い
て
発
表
す
る
。

　

本
時
の
学
習
を
振
り
返
り
、
感
想
を
書
い
て
発

表
を
す
る
。

⑦
い
ろ
い
ろ
な
昔
話
が
あ
る
こ
と
を
知
る
。

　

事
前
に
「
山
ん
ば
が
出
て
く
る
話
」「
小
僧
が

活
躍
す
る
話
」
な
ど
、
内
容
が
関
連
す
る
民
話
の

絵
本
を
用
意
し
て
お
き
、
紹
介
し
て
読
書
活
動
に

つ
な
げ
る
。

 

評
価

　

読
み
聞
か
せ
を
聞
い
て
、
登
場
人
物
の
行
動
や

場
面
の
様
子
を
想
像
し
て
楽
し
ん
で
い
る
（
動
作

化
の
様
子
・
感
想
に
よ
っ
て
評
価
を
行
う
）。
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動
作
化
し
て
お
話
を
楽
し
も
う

　
　

使
用
教
材
：「
三
ま
い
の
お
ふ
だ
」（
二
年
下
）　

「必死に手を振り回して泳いでい
たと思う」と、山んばが大川を
渡る様子を動作化する児童たち。

板書例

昔話を１時間で
楽しませるためのポイント

【読み聞かせの前に】
　教科書には、３枚の挿絵が
示されている。読み聞かせを
する前に、絵を見て気づいた
こと、絵から想像できること
を話し合う活動を行い、興味・
関心を高めたい。

【読み聞かせの後に】
　本事例では動作化を行った
が、この他に気に入った場面
を役割読みして音読を楽しむ
こともできる。



「伝統的な
    言語文化」に
　       親しむ

は
じ
め
に

　

子
ど
も
た
ち
は
、
言
葉
に
と
て
も
敏
感
に
反
応

し
、
日
常
的
に
耳
に
し
た
り
目
に
し
た
り
す
る
言

葉
や
文
を
す
ぐ
に
使
っ
て
み
よ
う
と
す
る
。
ま
た
、

言
葉
遊
び
や
さ
ま
ざ
ま
な
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
な
ど

を
覚
え
て
は
楽
し
ん
で
い
る
。

　

学
習
指
導
要
領
で
新
設
さ
れ
た
「
伝
統
的
な
言

語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
の
三
・
四
年
の
指
導
事

項
に
、
本
単
元
で
取
り
上
げ
る
「
慣
用
句
」
が
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
慣
用
句
の
意
味
を
知
り
、

日
常
生
活
で
用
い
て
言
語
活
動
を
豊
か
に
す
る
こ

と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。

　

慣
用
句
は
、
二
つ
以
上
の
語
が
結
び
付
い
て
元

の
意
味
と
は
違
っ
た
特
定
の
意
味
を
表
す
も
の
で

あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、「
慣
用
句
」
と
い
う
言

葉
は
知
ら
な
く
て
も
、
こ
れ
ま
で
に
耳
に
し
た
り

使
っ
た
り
し
た
経
験
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
慣

用
句
の
意
味
や
使
い
方
を
知
り
、
日
常
的
に
適
切

に
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
伝
え
た
い
こ
と

を
わ
か
り
や
す
く
し
た
り
会
話
を
楽
し
ん
だ
り
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

本
教
材
で
は
、
国
語
辞
典
や
慣
用
句
辞
典
な
ど

を
活
用
し
て
慣
用
句
を
調
べ
、「
慣
用
句
ク
イ
ズ
」

を
作
る
。
ク
イ
ズ
を
考
え
た
り
、
ク
イ
ズ
を
出
し

合
っ
た
り
す
る
活
動
を
通
し
て
、
慣
用
句
の
意
味

や
使
い
方
に
親
し
み
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も

使
っ
て
み
よ
う
と
い
う
意
欲
を
喚
起
し
た
い
。

指
導
計
画
（
全
二
時
間
）

本
単
元
の
ね
ら
い

　

長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
慣
用
句
の
意
味
を

知
り
、
生
活
の
中
で
使
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
一
時

①
教
材
文
の
中
の
「
火
花
を
散
ら
す
」
を
参
考
に

し
な
が
ら
、
導
入
を
行
う
。

②
二
つ
以
上
の
語
が
結
び
付
い
て
、
新
し
い
意
味

を
も
つ
決
ま
り
文
句
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

③
「
馬
」｢

竹｣

「
頭
」
な
ど
の
よ
う
に
、
慣
用

句
の
中
心
に
な
る
言
葉
を
辞
書
で
引
い
て
、
意

味
や
使
い
方
を
調
べ
る
。　

 

第
二
時

①
自
分
の
使
っ
て
み
た
い
慣
用
句
を
見
つ
け
る
。

②
意
味
を
調
べ
、
文
章
に
当
て
は
め
る
。

③
使
い
方
を
調
べ
る
。

④
調
べ
た
慣
用
句
を
使
っ
て
ク
イ
ズ
を
作
り
、
問

題
を
出
し
合
っ
て
楽
し
む
。

指
導
の
実
際

 

第
一
時

　

が
ん
ば
れ
赤
組
、
が
ん
ば
れ
白
組
。

　

両
チ
ー
ム
の
お
う
え
ん
だ
ん
が
、

　

火
花
を
散
ら
し
て
い
ま
す
。

  

こ
の
教
科
書
Ｐ
28
の
例
文
に
対
し
て
、

「
あ
ぶ
な
い
よ
。
本
当
に
火
花
が
出
た
ら
」

「
お
互
い
に
、
見
合
っ
て
い
る
感
じ
か
な
」

と
い
う
意
見
が
子
ど
も
た
ち
か
ら
出
さ
れ
た
。
そ

こ
で
、
辞
書
で
「
火
花
」
の
項
目
か
ら
た
ど
れ
る

こ
と
を
知
ら
せ
、「
火
花
を
散
ら
す
」
と
い
う
「
慣

用
句
」で
あ
る
こ
と
と
、そ
の
意
味
を
調
べ
さ
せ
た
。

　

さ
ら
に
、教
科
書
を
参
考
に
、「
体
や
心
」「
動
物
」

「
植
物
」「
か
た
か
な
の
入
っ
た
も
の
」
も
あ
る
こ

と
を
確
認
さ
せ
る
。
子
ど
も
た
ち
か
ら
「
腕
が
上

が
る
」「
腕
が
落
ち
る
」
と
い
う
慣
用
句
が
出
さ
れ
、

体
の
一
部
を
使
っ
た
慣
用
句
の
例
と
し
て
意
味
や

使
い
方
を
考
え
さ
せ
た
。

　
「
ど
ん
な
短
文
が
作
れ
ま
す
か
」
と
問
い
か
け

る
と
、「
料
理
が
お
い
し
い
。
腕
が
上
が
っ
た
ね
」

「
料
理
が
お
い
し
く
な
い
。
腕
が
落
ち
た
ね
」
と

い
う
短
文
が
出
さ
れ
た
。
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と

子
ど
も
た
ち
は
、
ま
す
ま
す
慣
用
句
に
興
味
を
示

し
、
自
分
な
り
の
予
想
を
立
て
な
が
ら
Ｐ
29
の
問

題
に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
。

　

言
葉
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
る
と
、
お
か
し
な
意

味
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
内
容
が
、
慣
用

句
と
し
て
な
ら
、
よ
り
わ
か
り
や
す
い
表
現
と
な

る
お
も
し
ろ
さ
に
、
子
ど
も
た
ち
は
気
づ
く
こ
と

が
で
き
た
よ
う
だ
。

 

第
二
時

  

「
自
分
の
使
っ
て
み
た
い
慣
用
句
を
見
つ
け
、

ク
イ
ズ
を
出
し
合
お
う
」と
、ワ
ー
ク
シ
ー
ト（『
小

学
校
国
語
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
集
』
光
村
図
書　

四
年

Ｐ
105
）を
配
る
。ク
イ
ズ
に
出
す
慣
用
句
が
決
ま
っ

た
ら
画
用
紙
に
書
き
、
自
分
の
考
え
た
短
文
を
付

け
足
し
、
短
文
の
裏
に
は
、
慣
用
句
の
意
味
を
書

く
よ
う
に
さ
せ
る
。

　

ク
イ
ズ
の
出
し
方
は
二
通
り
で
行
う
。

　

①
短
文
を
ヒ
ン
ト
に
慣
用
句
の
意
味
を
答
え
る
。

　

②
慣
用
句
を
紹
介
し
、
意
味
を
二
択
か
ら
選
ぶ
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
前
時
の
慣
用
句
の
調
べ
方
を

使
っ
て
、
自
分
が
ク
イ
ズ
で
出
し
た
い
慣
用
句
を

探
し
始
め
た
。
国
語
辞
典
で
中
心
に
な
る
言
葉
か

ら
調
べ
た
り
、
活
用
例
を
参
考
に
し
た
り
し
な
が

ら
、
ク
イ
ズ
に
し
た
い
慣
用
句
を
選
び
、
慣
用
句

を
使
っ
た
短
文
を
自
分
で
考
え
た
。

  

ク
イ
ズ
を
出
し
合
う
活
動
は
、
生
活
班
の
グ

ル
ー
プ
ご
と
に
行
っ
た
。

①
意
味
を
問
う
ク
イ
ズ
例

・
胸
を
借
り
る

（
今
日
の
試
合
の
相
手
は
、
前
回
優
勝
チ
ー

ム
だ
。胸
を
借
り
る
つ
も
り
で
が
ん
ば
ろ
う
。）

・
峠
を
越
す

（
劇
で
難
し
い
セ
リ
フ
が
終
わ
っ
て
、
峠
を

越
し
た
な
あ
と
思
っ
た
。）

②
二
択
の
ク
イ
ズ
例

・
胸
を
お
ど
ら
せ
る

Ａ
．
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
抽
選
の
発
表
を

　
　

聞
い
た
。 

Ｂ
．
お
ど
り
な
が
ら
抽
選
の
発
表
を
聞
い
た
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
の
知
っ
て
い
る
慣
用
句

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
意
味
が
わ
か
ら
な
い
慣
用

句
に
つ
い
て
も
、
短
文
を
参
考
に
し
な
が
ら
ク
イ

ズ
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、

ク
イ
ズ
を
出
し
合
う
と
い
う
楽
し
い
活
動
を
通
し

て
、
慣
用
句
は
お
も
し
ろ
い
、
も
っ
と
他
の
慣
用

句
も
調
べ
て
み
た
い
、
使
っ
て
み
た
い
と
関
心
を

示
し
た
。お

わ
り
に

　

二
時
間
の
学
習
で
あ
っ
た
が
、
子
ど
も
た
ち
は

進
ん
で
辞
書
を
引
い
て
、
自
分
が
使
っ
て
み
た
い

慣
用
句
を
見
つ
け
、
ク
イ
ズ
を
楽
し
む
こ
と
が
で

き
た
。
互
い
に
ク
イ
ズ
を
出
し
合
う
活
動
を
取
り

入
れ
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
は
、
よ
り
慣
用
句

を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ク
イ
ズ
の
他
に
も
カ
ー
ド
に
ま
と
め
て
本
に
し

た
り
、
朝
や
帰
り
の
会
の
ス
ピ
ー
チ
な
ど
に
使
っ

た
り
す
る
な
ど
の
展
開
が
考
え
ら
れ
る
。
言
葉
へ

の
関
心
を
高
め
、
学
習
内
容
の
日
常
化
を
図
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。
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子こ

慣
用
句
ク
イ
ズ
を
し
よ
う

　
　

使
用
教
材
：「
慣
用
句
」（
四
年
下
）　

児童がつくったクイズ。
裏面に意味が書かれて
いる。



「伝統的な
    言語文化」に
　       親しむ

は
じ
め
に

　

本
校
で
は
、
六
年
生
が
新
潟
で
二
泊
三
日
の
宿

泊
体
験
学
習
を
行
う
。
本
単
元
は
、
そ
の
体
験
学

習
か
ら
生
ま
れ
た
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
関

連
す
る
大
単
元
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。

　

国
語
科
に
つ
い
て
言
え
ば
、
体
験
学
習
の
前
に
、

①
「
書
く
こ
と
」
と
し
て
、依
頼
の
手
紙
、②
「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
と
し
て
、
事
前
情
報
交
換

会
で
の
資
料
を
提
示
し
な
が
ら
の
説
明
、
の
二
つ

の
小
単
元
を
学
習
す
る
。
体
験
後
に
は
、
③
「
書

く
こ
と
」
と
し
て
、
お
礼
の
手
紙
、
④
「
話
す
こ

と
・
聞
く
こ
と
」
と
し
て
、
資
料
を
提
示
し
な
が

ら
の
活
動
報
告
、
⑤
「
書
く
こ
と
」「
書
写
」
と

し
て
、
短
歌
や
俳
句
を
詠
む
と
い
う
三
つ
の
小
単

元
に
取
り
組
ん
だ
。
本
実
践
は
、
こ
の
中
の
⑤
を

取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
に
お
い
て
難
し
い
の
は
、

課
題
設
定
と
取
材
で
あ
る
。
自
分
が
書
き
た
い
、

伝
え
た
い
と
思
う
題
材
を
設
定
で
き
る
か
が
、
学

習
を
成
立
さ
せ
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点

で
、
本
単
元
は
、
印
象
に
残
る
体
験
学
習
が
、
課

題
設
定
と
取
材
に
大
き
な
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
。

指
導
計
画
（
全
六
時
間
）

 

第
一
次　

 

（
一
時
間
）

　

こ
れ
ま
で
に
暗
唱
し
た
短
歌
や
俳
句
を
出
し

合
っ
た
り
、
体
験
学
習
の
思
い
出
を
語
り
合
っ
た

り
す
る
。
教
材
文
「
た
の
し
み
は
」
を
読
ん
で
、

学
習
課
題
「
越
後
体
験
学
習
で
心
が
動
い
た
こ
と

を
、
使
う
言
葉
を
工
夫
し
て
短
歌
や
俳
句
に
表
そ

う
」
を
設
定
し
、
学
習
計
画
を
立
て
る
。

 
第
二
次　

 

（
三
時
間
）

　

思
い
出
の
中
か
ら
題
材
を
決
め
、
百
字
〜

百
四
十
字
で
心
が
動
い
た
瞬
間
の
こ
と
を
ま
と
め

る
。
次
に
、
短
歌
や
俳
句
の
音
数
に
関
す
る
ル
ー

ル
を
知
り
、
文
章
を
短
く
し
て
い
き
な
が
ら
短
歌

や
俳
句
の
リ
ズ
ム
に
整
え
る
。
そ
し
て
、
言
葉
の

順
序
や
表
記
を
工
夫
し
て
、
自
分
の
作
っ
た
短
歌

や
俳
句
を
吟
味
し
、
完
成
さ
せ
る
。

 

第
三
次　

 

（
二
時
間
）

　

色
紙
に
短
歌
や
俳
句
を
毛
筆
で
清
書
す
る
。
掲

示
し
た
作
品
を
見
合
っ
て
交
流
し
、
単
元
全
体
の

振
り
返
り
を
す
る
。

指
導
の
実
際

  

第
二
次　

第
二
時

（
本
時
目
標
）
心
が
動
い
た
瞬
間
の
こ
と
を
、

五
感
を
働
か
せ
な
が
ら
思
い
出
し
、
百
字
〜

百
四
十
字
程
度
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

題
材
を
決
め
る
と
き
に
は
、
印
象
に
残
っ
た
あ

る
瞬
間
を
と
ら
え
る
よ
う
に
す
る
。
漠
然
と
し
た

「
○
○
し
て
楽
し
か
っ
た
」
と
い
っ
た
感
想
で
は
、

短
歌
や
俳
句
に
表
し
に
く
い
た
め
で
あ
る
。
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
１
を
使
い
、
五
感
を
働
か
せ
て
、
具
体

的
に
そ
の
と
き
の
様
子
を
思
い
出
さ
せ
る
。

   

第
二
次　

第
三
時

（
本
時
目
標
）
使
う
言
葉
を
選
び
な
が
ら
、
短

歌
や
俳
句
の
音
数
に
合
わ
せ
て
伝
え
た
い
こ

と
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
２
を
使
い
、
前
時
で
ま
と
め
た

も
の
を
さ
ら
に
短
い
文
章
に
リ
ラ
イ
ト
し
、
そ
こ

か
ら
短
歌
や
俳
句
の
音
数
に
整
え
て
い
く
。
最
初

か
ら
五
・
七
・
五
等
の
リ
ズ
ム
で
作
ら
せ
る
と
、
音

数
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
ば
か
り
意
識
が
向
い
て
し

ま
い
、
心
情
や
情
景
を
詠
む
点
が
甘
く
な
っ
て
し

ま
う
。
短
歌
と
俳
句
の
選
択
も
こ
の
時
点
で
初
め

て
行
う
よ
う
に
し
た
。

   

第
二
次　

第
四
時

（
本
時
目
標
）
言
葉
の
順
序
や
表
記
を
工
夫
し

て
、短
歌
や
俳
句
を
吟
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

教
科
書
の
巻
末
資
料
「
俳
句
を
作
ろ
う
」
を
参

考
に
、
作
っ
た
も
の
の
推
敲
を
行
っ
た
。
い
ろ
い

ろ
な
順
序
や
表
記
を
試
し
て
み
る
こ
と
で
、
そ
れ

ぞ
れ
が
納
得
の
い
く
短
歌
や
俳
句
を
完
成
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
言
葉
の
響
き
を
意
識
で

き
る
よ
う
に
、
音
読
し
な
が
ら
吟
味
す
る
よ
う
に

も
し
た
。

お
わ
り
に

　

本
実
践
は
「
書
く
こ
と
」
及
び
「
書
写
」
の
指

導
事
項
に
主
眼
を
お
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
学

年
の
〔
伝
国
〕
ア
─
（
ア
）
と
の
関
連
を
生
か
し
、

少
し
だ
け
文
末
を
文
語
調
に
し
て
み
た
り
、
音
読

す
る
こ
と
で
言
葉
の
響
き
や
リ
ズ
ム
を
感
じ
た
り

し
な
が
ら
、
作
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。

1

2
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浜
市
立
並
木
中
央
小
学
校
　
岸き

し

田だ		

薫か
お
る

体
験
学
習
を
詠
む

　
　

使
用
教
材
：「
た
の
し
み
は
」「
俳
句
を
作
ろ
う
」（
六
年
）　

作った短歌や俳句は、小筆で
「行間・余白・文字の大きさ」
に気をつけながら清書した。

▶
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
２

▶
児
童
が
記
入
し
た
も
の

　

最
終
的
に
は
、「
森
の
中　

よ
く

の
び
て
い
る　

竹
の
子
は　

手
ご
た

え
の
あ
る　

よ
い
重
さ
な
り
」
と
い

う
短
歌
に
決
定
し
た
。

２
◀ワークシート１
 ２に書いた言葉は、実際の短歌や俳句の中で使う児童が多かった。



教
材
研
究
　
は
じ
め
の
一
歩

設
定
し
て
い
る
。
冒
頭
の
会
話
は
、
教
材
研
究

の
楽
し
さ
、
お
も
し
ろ
さ
を
あ
ま
り
経
験
し
て

こ
な
か
っ
た
若
い
先
生
方
か
ら
よ
く
聞
か
れ
る

声
で
あ
る
。
一
方
、
経
験
を
積
ん
だ
比
較
的
ベ

テ
ラ
ン
の
先
生
方
か
ら
は
こ
ん
な
声
も
聞
く
。

　
「
新
し
い
教
材
が
増
え
て
大
変
で
す
」

　
「
そ
れ
で
な
く
て
も
忙
し
い
の
に
、
ま
た
、

教
材
研
究
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
」

 

「
同
じ
教
材
で
も
、
今
ま
で
と
比
べ
て
配
当
時

間
数
が
短
く
な
っ
て
い
ま
す
。
教
え
き
れ
ま
せ

ん
」

　

職
員
室
の
本
音
で
あ
ろ
う
。
今
ま
で
の
経
験

を
ど
う
生
か
し
て
よ
い
の
か
、
果
た
し
て
使
え

る
の
か
、
若
干
の
不
安
を
含
ん
だ
声
に
聞
こ
え

る
。

　

こ
う
し
た
声
を
受
け
て
、
教
材
と
は
何
か
、

教
材
研
究
と
は
何
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
行

う
の
が
効
果
的
か
、
よ
く
言
わ
れ
る
「
教
科
書

を4

教
え
る
の
で
は
な
く
、
教
科
書
で4

教
え
る
」

と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
か
な

ど
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
取
り

　
今
春
か
ら
教
科
書
が
新
し
く
な
り
、
教
材
研

究
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
先
生
も
多
い
こ
と
で

し
ょ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
学
校
の
校
内
研
究
に
か

か
わ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
輿
水
先
生
に
、
教
材

研
究
の
基
礎
・
基
本
に
つ
い
て
、
連
載
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

は
じ
め
に

　
「
国
語
っ
て
、
何
を
ど
う
や
っ
て
教
え
れ
ば

い
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
教
材
研

究
っ
て
大
事
な
ん
で
す
ね
」

　
「
文
章
の
中
に
、
こ
ん
な
し
か
け
が
あ
っ
た

な
ん
て
、
初
め
て
読
ん
だ
と
き
に
は
全
く
気
づ

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
教
材
研
究
っ
て
お
も
し
ろ

い
で
す
ね
」

　
「
ど
う
し
て
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
あ
あ
い
う

反
応
が
出
た
の
か
、や
っ
と
納
得
で
き
ま
し
た
」

　

い
ろ
い
ろ
な
学
校
で
校
内
研
究
に
か
か
わ
る

機
会
が
増
え
た
。
多
く
の
学
校
で
は
、
研
究
協

議
会
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
別
室
で
質
問
時
間
を

上
げ
る
「
教
材
」
は
、
特
に
「
読
む
こ
と
」
の

能
力
を
つ
け
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
教
科
書
教

材
に
限
定
す
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
扱
う
「
教
材

研
究
」
は
、
研
究
授
業
な
ど
の
た
め
に
行
う
と

い
う
よ
り
、
日
常
の
授
業
に
生
き
る
も
の
を
中

心
に
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

読
者
の
視
点
で

　

ま
ず
は
、「
読
者
の
視
点
」
か
ら
純
粋
に
内

容
を
楽
し
ん
で
読
む
。
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て

い
る
文
章
は
、
専
門
家
が
多
く
の
時
間
と
協
議

の
末
に
選
び
に
選
ん
だ
作
品
で
あ
る
。
内
容
も
、

表
現
も
価
値
の
高
い
も
の
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
は
、
読
者
と
し
て
文
章
と
出
会
う
こ
と
を

勧
め
る
。

　

読
後
の
余
韻
を
楽
し
め
る
教
材
で
あ
れ
ば
、

そ
の
感
動
を
子
ど
も
た
ち
と
共
有
し
た
い
は
ず

で
あ
る
。
い
い
な
あ
と
思
っ
た
と
こ
ろ
、
す
ご

い
な
あ
と
思
っ
た
と
こ
ろ
を
簡
単
に
メ
モ
す
る
。

気
に
入
っ
た
表
現
、
気
に
な
っ
た
言
葉
や
叙
述

に
は
印
を
つ
け
た
り
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
引
い
て

お
い
た
り
す
る
と
、
感
動
や
感
想
の
根
拠
が
明

確
に
な
り
、
あ
と
で
誰
か
と
感
動
を
交
流
し
合

う
の
に
役
立
つ
。
中
に
は
作
者
が
何
を
訴
え
た

い
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
感
想
も
あ
ろ

う
。
そ
の
こ
と
も
メ
モ
し
て
お
く
。
あ
る
意
味

こ
の
直
感
的
に
「
感
じ
る
力
」
が
大
切
で
あ
る
。

児
童
に
書
か
せ
る
「
初
発
の
感
想
」
に
通
じ
る

も
の
で
あ
る
。
高
学
年
の
長
い
作
品
で
も
、「
読

者
の
視
点
」
で
読
ん
で
、
感
想
を
メ
モ
し
、
そ

の
根
拠
に
マ
ー
キ
ン
グ
す
る
の
に
必
要
な
時
間

は
数
分
で
あ
る
。

子
ど
も
の
視
点
で

　

次
に
、「
子
ど
も
（
学
習
者
）
の
視
点
」
で

読
む
。
そ
の
と
き
、
必
ず
声
に
出
し
て
読
む
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。
句
読
点
ま
で
読
む
。
読
み

間
違
い
や
す
い
と
こ
ろ
、
意
味
が
わ
か
り
に
く

い
と
こ
ろ
、
難
語
句
、
新
出
漢
字
に
つ
い
て
確

認
し
、
学
級
の
子
ど
も
一
人
一
人
の
顔
を
思
い

浮
か
べ
な
が
ら
音
読
す
る
。
こ
れ
は
、
通
読
す

る
の
に
必
要
な
時
間
の
把
握
や
「
範
読
」
の
練

習
に
も
な
る
。

　

読
み
終
わ
っ
た
ら
、「
学
習
の
手
引
き
」
を

開
く
。
こ
の
学
習
活
動
で
ど
の
よ
う
な
反
応
を

示
す
だ
ろ
う
か
、
子
ど
も
の
視
点
で
想
像
し
な

が
ら
実
際
に
や
っ
て
み
る
。
ノ
ー
ト
を
作
成
し

て
も
よ
い
が
、
本
文
を
コ
ピ
ー
し
て
自
分
の
考

え
を
書
き
入
れ
て
み
る
の
が
効
率
的
で
あ
る
。

　

新
し
い
知
識
や
技
能
は
何
か
、
既
習
の
学
習

で
活
用
で
き
る
も
の
は
な
い
か
、
子
ど
も
た
ち

の
生
活
体
験
と
比
較
し
て
わ
か
り
に
く
い
と
こ

ろ
は
な
い
か
…
…
学
習
活
動
を
実
体
験
す
る
こ

と
で
児
童
理
解
も
深
ま
る
。
子
ど
も
た
ち
が
必

要
と
す
る
時
間
の
五
分
の
一
も
あ
れ
ば
十
分
で

あ
る
。
十
時
間
扱
い
で
も
正
味
一
時
間
で
大
丈

夫
。
時
間
内
で
苦
労
す
る
よ
う
な
ら
、
子
ど
も

の
気
持
ち
を
予
知
し
、
実
感
を
も
っ
て
理
解
で

き
る
特
典
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
た
い
せ
つ
（
※
）」
を
確
認
し
、

視
写
す
る
。
子
ど
も
た
ち
に
わ
か
り
や
す
く
板

書
す
る
た
め
に
リ
ラ
イ
ト
し
て
み
て
も
よ
い
。

そ
の
後
、「
本
は
友
達
」
に
出
て
い
る
作
品
を

図
書
室
で
探
す
。
で
き
れ
ば
、
い
く
つ
か
読
ん

で
紹
介
し
た
い
本
を
選
ぶ
。
子
ど
も
の
視
点
で

の
読
み
を
楽
し
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
教
材
研

究
は
八
割
達
成
。

指
導
者
の
視
点
で

　

さ
て
、
い
よ
い
よ
「
指
導
者
の
視
点
」
で
の

読
み
に
入
る
。
仕
上
げ
の
二
割
で
あ
る
。
指
導

者
の
視
点
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
作
品

の
初
め
の
ペ
ー
ジ
に
示
し
て
あ
る
そ
の
単
元
の

ね
ら
い
で
あ
る
。
単
元
の
指
導
が
終
わ
っ
た
と

き
、
こ
の
ね
ら
い
が
達
成
で
き
た
か
ど
う
か
が

評
価
の
対
象
に
な
る
。
評
価
意
識
を
も
ち
、
子

ど
も
た
ち
が
全
員
評
価
規
準
を
達
成
で
き
る
よ

う
に
支
援
す
る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

教
師
用
の
指
導
書
別
冊
（
朱
書
編
）
と
自
分

の
学
習
活
動
で
の
書
き
込
み
を
比
較
し
て
み
る

と
、
読
み
の
深
さ
や
叙
述
の
捉
え
方
の
参
考
に

な
る
。
自
分
が
気
づ
か
な
か
っ
た
書
き
込
み
が

あ
れ
ば
、
自
分
の
コ
ピ
ー
に
書
き
加
え
て
お
く

と
深
み
が
出
る
。
最
初
か
ら
教
師
用
指
導
書
に

頼
り
す
ぎ
る
と
、
教
材
研
究
の
楽
し
さ
は
半
減

す
る
。「
自
分
の
考
え
を
も
ち
」、
そ
れ
を
相
互

に
交
流
す
る
こ
と
で
深
め
た
り
広
げ
た
り
す
る

こ
と
が
、
い
ま
最
も
求
め
ら
れ
て
い
る
力
で
あ

る
。
未
熟
で
も
、
不
完
全
で
も
よ
い
。
自
分
の

考
え
を
も
つ
楽
し
さ
を
実
感
し
て
ほ
し
い
。

　

新
し
い
単
元
に
入
る
と
き
は
、
ぜ
ひ
、
以
上

三
つ
の
視
点
で
読
ん
で
み
る
こ
と
を
勧
め
た
い
。

※
手
引
き
の

　

中
に
あ
る

　
「
た
い
せ
つ
」
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事
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京
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。

こ
し
み
ず
・
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り



連 

載

書
写
の
時
間
を
考
え
よ
う 
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書 写 の 時 間 を
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今
回
は
、
本
を
ま
る
ご
と
一
つ
の
作
品
と
と

ら
え
、
本
の
内
容
と
表
紙
の
タ
イ
ト
ル
文
字
と

の
関
係
を
図
書
館
に
あ
る
多
く
の
本
か
ら
調
べ
、

調
べ
た
こ
と
を
自
分
の
書
く
文
字
に
反
映
さ
せ

て
い
く
学
習
で
す
。
絵
本
の
表
紙
に
は
こ
ん
な

書
体
、
図
鑑
に
は
…
と
い
っ
た
具
合
に
、
本
の

内
容
と
書
体
の
関
係
に
つ
い
て
調
べ
て
い
き
、

自
分
た
ち
が
書
き
上
げ
る
し
お
り
や
発
表
資
料
、

ス
ロ
ー
ガ
ン
幕
の
文
字
を
、
ふ
さ
わ
し
い
筆
記

具
を
選
ん
で
書
く
活
動
を
構
成
し
ま
し
た
。
五
、

六
年
生
の
ど
ち
ら
で
も
実
践
が
可
能
で
す
。

第
一
次　

本
の
魅
力
を
探
る
（
一
時
間
）

　
「
本
」
の
良
さ
、
魅
力
を
話
し
合
い
ま
し
た
。

「
好
き
な
と
こ
ろ
で
読
め
る
」「
多
く
の
種
類
が

あ
っ
て
、
選
べ
る
」「
表
紙
を
見
た
ら
、
内
容

を
想
像
で
き
る
」
な
ど
が
挙
が
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
表
紙
の
つ
く
り
を
調
べ
る
と
「
絵

や
写
真
」、「
文
字
」
か
ら
な
っ
て
お
り
、
文
字

に
も
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ

き
ま
し
た
。

　

書
体
が
変
わ
る
と
、
受
け
る
感
じ
（
印
象
）

も
変
わ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
本
は
内
容
だ
け
で

な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
読
み
手
を
ひ
き

つ
け
る
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
つ
か
み
ま

し
た
。

第
二
次　
「
本
の
チ
カ
ラ
」
調
査
隊
（
一
時
間
）

　
「
本
の
チ
カ
ラ
」
調
査
隊
を
結
成
し
、
実
際

に
地
域
の
図
書
館
に
出
向
い
て
表
紙
の
文
字
に

つ
い
て
調
査
を
し
ま
し
た
。
本
の
ジ
ャ
ン
ル
ご

と
に
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、本
を
見
つ
け
て「
読

む
」
こ
と
と
同
時
に
、
表
紙
の
文
字
の
特
徴
を

調
べ
ま
し
た
。
ま
た
、
図
書
館
司
書
の
方
へ
の

取
材
か
ら
読
者
層
を
洗
い
出
し
、
多
く
読
ん
で

い
る
年
齢
層
な
ど
を
調
べ
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
本
の
表
紙
が
、
読
む
人
の
立
場

に
立
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
点
を
押
さ
え
て
お
く

こ
と
が
大
切
で
す
。
文
字
や
絵
、
写
真
な
ど
を

効
果
的
に
使
い
、
照
準
を
合
わ
せ
た
読
者
に
ア

ピ
ー
ル
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。
こ
れ

が
第
三
次
の
書
字
活
動
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
　
　

六
年
・
国
語
教
科
書
P 

152
〜
P 

155
の
「
本

は
友
達
」
を
利
用
し
て
、
書
か
れ
て
い
る
内
容

と
と
も
に
表
紙
の
工
夫
に
つ
い
て
調
べ
て
み
て

も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
文
具
店
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
材
質
の
カ
ラ
フ
ル
な
筆
記
具
が
並
ん
で
い
ま
す
。
子
ど
も

た
ち
に
は
、
こ
の
た
く
さ
ん
の
筆
記
具
の
中
か
ら
、
目
的
に
合
っ
た
最
適
な
も
の
を
選
び
、

使
う
力
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
日
常
生
活
や
学
習
活
動
の
書
字
場
面
で
筆
記

具
の
特
徴
や
用
途
に
合
わ
せ
て
活
用
で
き
る
力
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
今
回
は
、「
文
字
の
形
か
ら
受
け
る
印
象
」
を
学
習
の
き
っ
か
け
と
し
て
、「
こ
ん
な
文

字
を
書
き
た
い
」
と
い
う
願
い
を
ふ
く
ら
ま
せ
、
筆
記
具
を
選
ん
で
書
い
て
い
く
、
と
い

う
学
習
展
開
を
考
え
ま
し
た
。

い
ろ
い
ろ
な
筆
記
具
を
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1
は
じ
め
に

2
指
導
計
画
と
実
際

漢
字

ひ
ら
が
な

カ
タ
カ
ナ

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
…

【字種】

い
ろ
い
ろ
な

形
で
書
か
れ

て
い
る

【書体】

「
本
の
チ
カ
ラ
」
調
査
隊　

調
査
結
果

ジ
ャ
ン
ル

こ
ん
な
書
体
が
あ
っ
た
！

調
べ
た
こ
と
・
わ
か
っ
た
こ
と

○
文
字
か
ら
受
け
る
感
覚
・

　

文
字
そ
の
も
の
の
観
察

●
特
に
、
相
手（
読
み
手
）を
意
識
し
た
も
の

よ
く
読
ん
で
い
る

読
者
の
年
齢

（
図
書
館
司
書
へ
の
取

材
か
ら
）

絵
本

紙
し
ば
い

ど
う
わ

○
や
さ
し
い
感
じ
が
し
た
。

○
文
字
が
大
き
い
。

○
手
で
書
い
た
文
字
も
多
か
っ
た
。

●
小
さ
い
子
も
読
め
る
よ
う
に

　

ひ
ら
が
な
が
多
く
使
わ
れ
て
い
た
。

●
読
ん
で
あ
げ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、

　

文
字
の
間
隔
が
広
い
。

学
校
に
入
る
前
の

子
ど
も
た
ち
と
、

そ
の
お
母
さ
ん
。

図
か
ん

○
丸
い
文
字
が
多
い
。

○
お
も
し
ろ
そ
う
な
写
真
と
一
緒
に

　

大
き
め
の
文
字
が
使
わ
れ
て
い
た
。

●
調
べ
や
す
い
よ
う
に
、
中
身
に

　

よ
っ
て
、
文
字
の
色
が
そ
ろ
え
て

　

あ
っ
た
り
変
え
て
あ
っ
た
り
し
た
。

小
学
生
が

ほ
と
ん
ど
。

子
ど
も
向

け
の
物
語

や
小
説

○
か
わ
い
い
文
字
が
多
か
っ
た
。

○
手
で
書
い
た
文
字
も
あ
っ
た
。

●
女
子
が
読
み
そ
う
な
本
に
、
か

　

わ
い
い
文
字
が
多
い
気
が
す
る
。

●
難
し
い
漢
字
は
使
っ
て
い
な
い
。

　

使
っ
て
い
る
漢
字
で
何
年
生
く

　

ら
い
が
読
む
か
が
わ
か
る
。

小
学
生
か
ら

中
学
生
は
じ
め
頃

ま
で
。　

女
の
子
が
よ
く

借
り
る
。

大
人
向
け

の
小
説

○
「
大
人
」
っ
て
感
じ
が
す
る
。

　

き
ち
ん
と
し
た
感
じ
。

○
漢
字
が
多
く
、
文
字
が
多
い
。

○
歴
史
小
説
に
は
、
筆
で
書
い
た

　

文
字
も
あ
っ
て
昔
風
だ
。

●
丸
い
文
字
が
あ
ま
り
な
い
。

　

子
ど
も
っ
ぽ
い
か
ら
か
な
。

大
人
全
般
。

一
度
に
た
く
さ
ん

借
り
る
人
が
多
い
。

『ふゆのおばけ』（せなけいこ／金の星社）　『まほうのマフラー』（あまんきみこ、マイケル・グレイニエツ／ポプラ社）
『からだはこうしてできている』（坂井建雄 、めぐろ みよ／岩波書店）　『小学館の図鑑 NEO 昆虫』（小学館）
『クレヨンしんちゃんのまんがことわざクイズブック』（永野重史／双葉社）　『かいけつゾロリつかまる！！』（原ゆたか／ポプラ社）
『落葉の坂道』（光村図書出版）　『一日一書』（石川九楊／二玄社）

◀
「
本
の
チ
カ
ラ
」
調
査
隊
記
入
シ
ー
ト

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会

関
連
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●
練
習　
　
　

　

用
紙
全
体
の
大
き
さ
と
の
関
係
か
ら
、
文
字

の
大
き
さ
や
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
筆
記
具
を
選

ぶ
練
習
を
し
ま
す
。
文
字
の
目
立
た
せ
方
や
字

間
、
行
間
な
ど
を
筆
記
具
を
変
え
て
試
し
書
き

し
て
い
き
ま
す
。

　

六
年
生
の
学
習
指
導
書
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

（
ぐ
ん
ぐ
ん
上
達
編
）
を
活
用
し
て
も
よ
い
で

し
ょ
う
。

●
下
書
き
・
仕
上
げ　

　

筆
記
具
、
用
紙
全
体
の
大
き
さ
と
の
関
係
を

考
え
な
が
ら
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
ス
ロ
ー
ガ
ン
幕

を
書
き
ま
す
。

　

書
写
の
学
習
は
正
し
い
文
字
を
書
く
た
め
の

原
理
や
原
則
を
学
ぶ
学
習
で
す
。
そ
こ
に
は
正

し
い
文
字
を
表
記
す
る
た
め
の
「
様
式
」
や
文

字
の
形
や
書
き
方
＝
配
列
＝
か
ら
受
け
る
印
象

や
効
果
を
学
ぶ
こ
と
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

筆
記
具
を
変
え
る
こ
と
で
、
書
き
上
が
る
文

字
の
形
や
大
き
さ
が
変
わ
り
ま
す
。
言
い
換
え

れ
ば
、
筆
記
具
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

書
字
の
場
に
ど
ん
な
文
字
の
大
き
さ
や
形
が
ふ

さ
わ
し
い
か
を
判
断
す
る
こ
と
で
す
。

　

学
習
指
導
要
領
の
五
・
六
年
の
指
導
事
項
に

は
「
目
的
に
応
じ
て
使
用
す
る
筆
記
具
を
選
び
、

そ
の
特
徴
を
生
か
し
て
書
く
」
と
あ
り
ま
す
。

相
手
や
目
的
を
意
識
し
、
場
に
ふ
さ
わ
し
い
文

字
を
書
く
た
め
に
筆
記
具
を
選
ん
で
書
く
力
を

身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

身
の
回
り
に
あ
ふ
れ
る
筆
記
具
を
目
的
に
応

じ
て
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
書
い
て

伝
え
る
楽
し
さ
が
一
段
と
増
す
こ
と
で
し
ょ
う
。

ど
ん
な
も
の
？

ど
ん
な
書
体
？

ど
ん
な
大
き
さ
？

ど
ん
な

筆
記
具
が

い
い
か
な
？

第
三
次　

し
お
り
、
発
表
資
料
を
つ
く
ろ
う

　
　
　

  

（
二
時
間
）

　
「
本
の
チ
カ
ラ
」
調
査
隊
で
の
活
動
を
、
宿

泊
学
習
の
し
お
り
や
発
表
資
料
作
り
の
書
字
活

動
に
生
か
し
て
い
き
ま
す
。
ど
ん
な
書
体
を
ど

ん
な
大
き
さ
で
書
く
と
良
い
の
か
、
そ
の
た
め

に
は
ど
ん
な
筆
記
具
が
ふ
さ
わ
し
い
の
か
を
考

え
て
い
き
ま
し
た
（
下
図
参
照
）。

●
筆
記
具
の
特
徴
を
知
る　
　
　
　
　

　

左
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
利
用
し
て
、

筆
記
具
を
変
え
て
同
じ
字
を
書
い
て
み
る
と
よ

い
で
し
ょ
う
。
用
紙
（
マ
ス
目
）
に
対
し
て
の

文
字
の
大
き
さ
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

3
ま
と
め

ワークシートに、さまざまな筆記具で書いてみ
ると、筆記具ごとの特徴がとらえやすい。この
枠に大筆で書くことが難しいことも体感できる。

▶「帰校式」のしおり。
タイトルは太いフェルトペ
ンで、プログラムの内容は
細いフェルトペンで書いた。

▲スローガンは、大きく紙いっぱいに。
「何事にも〜」というサブタイトルはメ
インタイトルよりも小さめに、左右中
央に文字がくるよう配慮して書いた。

極太・太・細の
色フェルトペン

筆でもよい

鉛筆（濃いもの）
細いフェルトペン

太いフェルトペン
筆でもよい

・自分たちの宿泊学習のめ
あてが入っている

・楽しくて思い出に残るこ
とが伝わるもの

・表紙っぽく、しおりだと
ズバリわかるもの

・横書きで大きめに
・はっきりとわかるように
・小さい文字もいる

・文字をたくさん書く
・たくさん書くから途中で間

違えそう　　　
・読みやすく、まっすぐ
・絵や図も入れる　　
・自分たちや、おうちの人も
　読むかも

・小さい字がたくさん書ける
・間違えたらすぐ消せる
・普段よく使っていて、疲れ

ない

・目立つ　　　　　　
・貼ったときに、説明し

やすいもの
・聞いている人に内容が

よく伝わるように

・大・中・小の文字が書け
る方がいい　　　　

・色がたくさんあるといい
・小さすぎると見づらい
・少し遠くからも見える

発表資料
スローガン幕

など
しおり表紙しおり本文

◀
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
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論  語古典って楽しい！ 第5回

ま
ず
、
教
科
書
を
見
せ
ず
に

板
書
し
ま
す
。

「
施
す
」「
勿
か
れ
」
な
ど
の
言
葉
を

辞
書
で
調
べ
、
大
体
の
意
味
を

と
ら
え
さ
せ
ま
す
。

教
科
書
を
開
い
て
現
代
語
訳
を

読
み
、
意
味
を
確
か
め
ま
す
。

そ
し
て
、
音
読
を
し
た
後

エ
ッ
セ
イ
を
書
く
活
動
に
入
り
ま
す
。

今
回
は

「
論
語
」
を
学
習
し
た
後

エ
ッ
セ
イ
を
書
く
授
業
を

し
ま
す

学
習
指
導
要
領
で
は

高
学
年
の
「
書
く
こ
と
」
に

「
随
筆(

エ
ッ
セ
イ)

を
書
く
」

と
い
う
言
語
活
動
が
入
り

ま
し
た

そ
れ
と
関
連
づ
け
た
授
業
を

ご
紹
介
し
ま
す

妹
を
か
ら
か
っ
た
ら

お
母
さ
ん
に

「
同
じ
こ
と
を
さ
れ
た
ら

嫌
で
し
ょ
」
っ
て

怒
ら
れ
た

「
過
ち
を
お
か
し
て

そ
れ
を
改
め
な
い
の
が

本
当
の
過
ち
と

い
う
も
の
だ
」

宿
題
を
忘
れ
て

注
意
さ
れ
た
の
に

次
の
日
も

ま
た
忘
れ
た

論
語
は

今
か
ら
約
二
五
〇
〇
年
前
、

紀
元
前
に

ま
と
め
ら
れ
た
ん
だ
よ

大
昔
の
人
も

同
じ
こ
と
を

言
わ
れ
て
い
た
ん
だ
ね

思
い
あ
た
る
こ
と
が

た
く
さ
ん
あ
る
…
…

思
い
あ
た
る
こ
と
が

あ
る
人
は

い
る
か
な
？

ぼ
く
も

弟
の
お
も
ち
ゃ
を

か
く
し
た
と
き
に

言
わ
れ
た

こ
れ
っ
て
だ
れ
か
の

「
教
え
」
み
た
い
だ
ね

「
子
」
は
孔
子
の
こ
と
で
す

孔
子
は
昔
の
中
国
の

え
ら
い
先
生
な
ん
だ
よ

「
自
分
が
人
か
ら
さ
れ
た
く
な
い
と

思
う
こ
と
を
、
他
人
に
対
し
て

し
て
は
な
ら
な
い
」

こ
う
い
う
こ
と
を

言
わ
れ
た
こ
と
は
あ
る
か
な
？

君
た
ち
は

何
年
生
ま
れ

だ
っ
け
？

神
様
の
教
え
？

キ
リ
ス
ト

じ
ゃ
な
い
？

じ
ゃ
、
こ
れ
は

ど
う
か
な

エ
ッ
セ
イ
？

作・画／吉永直子

筑波大学附属小学校	
青山由紀先生

２０００年！



2223

古典って楽しい！

つづく

ま
ず
、
エ
ッ
セ
イ
が

ど
の
よ
う
な
文
章
な
の
か

子
ど
も
た
ち
に
説
明
し
ま
す
。

で
き
た
エ
ッ
セ
イ
は

ク
ラ
ス
で
読
ん
で
交
流
し
ま
し
ょ
う
。

友
達
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
く
こ
と
で

子
ど
も
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
論
語
に

興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。

論
語
探
し
と
エ
ッ
セ
イ
を

長
期
休
み
の
宿
題
に

す
る
の
も
い
い
で
し
ょ
う

場
合
に
よ
っ
て
は

教
師
が
書
い
た

エ
ッ
セ
イ
を
見
せ
て
も

よ
い
で
し
ょ
う
。

「
君
子
は
義ぎ

に
喩さ

と

り

小し
ょ
う

人じ
ん

は
利り

に
喩さ

と

る
」

六
百
字
程
度
で

ま
と
め
よ
う

こ
れ
だ
っ
！

「
過
ち
て
改
め
ざ
る
、
是
を

過
ち
と
謂
ふ
」
だ
な

論
語
に
は

教
科
書
に
載
っ
て

い
る
も
の
の
他
に
も

い
ろ
い
ろ
な
教
え
が

あ
る
か
ら

図
書
館

な
ど
で

調
べ
て
み
て
ね

故
き
を
温
め
て

新
し
き
を
知
る

…
…
か

お
母
さ
ん

お
じ
い
ち
ゃ
ん

知
っ
て
い
る
論
語

あ
る
？

「
四
十
に
し
て
惑
わ
ず

五
十
に
し
て
天
命
を
知
る

六
十
に
し
て
耳
順
う
」

へ
ー
っ
！

こ
ん
な
論
語
の
言
葉
が

あ
っ
た
ん
だ

論
語
が
さ
ら
に

身
近
に
感
じ
ら
れ
る

こ
と
で
し
ょ
う
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教科書編集部便り

常用漢字表の改定に伴う措置について
　平成22年11月、196字を追加し５字を削除
した、新「常用漢字表」が告示されました。
「常用漢字表」の改定は、昭和56年の告示
以来、29年ぶりとなります。追加された196
字は、全て中学校で学習することと決めら
れました。また、改定に伴い23年３月に学
校段階別の「音訓の割り振り表」が示され
ました。これにより、小学校学習漢字につ
いても16の音訓が追加されることとなりま
す。以上の改定を受け、学校現場において
は平成24年４月より対応することとなって
おります。
　平成24年度用の小学校「国語」教科書で
は、漢字の音訓追加に合わせ、教材末漢
字欄で提示する読み方を追加するとともに、
教材本文中の表記を改めます。

小学校学習漢字に追加される音訓

（※常用漢字表の付表に新たに付け加わった語　
　　真面目　まじめ）

　24年度以降の御指導に支障が生じること
のないよう、移行に関しては、小社として
改めて資料を準備する予定です。 

　言語教育（国語教育・外国語教育等）の充実・発展を図るために、理論と実践の分野について優
れた研究開発を行う団体または個人に対して助成します。

平成 24 年度「言語教育振興財団」研究助成金  一般公募

助成内容 ①言語教育の内容・方法に関するもの（教育内容・方法部門）
②言語教育教材の質的向上に関するもの（教材部門）
③教育機器を利用した言語教育の在り方に関するもの（教育機器部門）

研究期間 平成 24 年４月〜 25 年３月（原則１年間）

応募資格 言語教育（国語、英語、日本語等）に関して研究開発を行う教員及び教育開発を行う
小学校・中学校・高等学校・大学・教育研究団体（学校の学年・教科単位を含む）

助成件数及び金額 助成件数は 80 件まで。助成金額は１件につき 20 万〜 50 万円

応募方法・
締め切り

・所定の申請用紙に記入の上、研究開発活動についての企画書または実施した実践報告書
等の参考書類を添えて、平成 23 年 12 月 22 日（木）必着で、当財団事務局に郵送。

・申請用紙を希望される方は、直接又は返信用封筒を同封の上、当財団事務局までお申し
込みください。

・この応募要項については、都道府県教育委員会等推薦の場合も同様に扱います。

決定・発表 当財団「選考委員会」にて選考を行い、選考結果を平成 24 年２月末までに通知。
平成 24 年３月末に銀行振り込みで交付します。

問い合わせ先 財団法人  言語教育振興財団  事務局
〒 141-0021  東京都品川区上大崎 2-19-9  TEL 03-3493-7340　FAX 03-3493-2174
E-mail:gengo-k@star.ocn.ne.jp

１年 中　ジュウ

３年

委　ゆだねる　　育　はぐくむ
館　やかた　　　全　すべて　
速　はやまる 　  他　ほか　　
放　ほうる

４年 関　かかわる　　要　かなめ　
類　たぐい

５年 応　こたえる　　混　こむ　　
務　つとまる

６年 私　わたし　　　創　つくる

研究会のご案内

第 40 回全国小学校国語教育研究大会　 浜松大会
静岡県教育研究会国語研究部研究大会　浜松大会

開催日　平成 23 年 11月 17 日（木）・18 日（金）
会　場　ホテルクラウンパレス浜松（11月 17 日）
 浜松市立上島小学校・浜松市立積志小学校（11月 18 日）
テーマ　「言葉の力」を育てる魅力的な国語科授業の創造　−生きて働く言語活動を通して−
内　容　（第 1 日目）全小国研理事会／全小国研総会／基調提案・特別講演など
　　　　（第 2 日目）会場校研究発表／公開授業／研究協議会／特別講演／記念講演など
講　演　＜上島小会場・特別講演＞ 文部科学省初等中等教育局教科調査官　水戸部修治氏
 ＜上島小会場・記念講演＞ 狂言師　山本東次郎氏
 ＜積志小会場・特別講演＞ 静岡大学教育学部准教授　浮田真弓氏
 ＜積志小会場・記念講演＞ 津波・防災学者　河田 惠昭氏
会　費　4,000円
連絡先　全国小学校国語教育研究会　大会事務局　浜松市立上島小学校
 〒 433–8122　静岡県浜松市中区上島一丁目 21–1
 TEL：053–471–3195　FAX：053–471–3196

挿絵の展示にあわせて、「ごんぎつね」誕生の歴史も紹介されている。

展覧会のご案内

　４年の国語教科書に掲載されている「ご
んぎつね」が誕生して、今年で80年を迎え
ます。それを記念し、「新美南吉記念館」
（愛知県半田市）では、「『ごんぎつね』誕生
80年記念展　かすや昌弘・光彩画の世界」
が開催されています。
　「ごんぎつね」が初めて光村図書の教科
書に登場したのは昭和46年。それから今日
まで、絵本作家・かすや昌弘先生の幻想的
な挿絵は、多くの子どもたちに愛されてき

ました。この挿絵は、「光彩画」といい、
紙を形取りして重ね、ライトの光で透過さ
せて撮影するという独特の技法を用います。
展覧会では、その原画フィルムを大きく引
き伸ばして展示。暗闇に美しい世界が広が
ります。会期は10月16日（日）まで。詳しく
は「新美南吉記念館」ホームページをご覧
ください。
新美南吉記念館
http://www.nankichi.gr.jp/
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