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わ
た
し
が
工
夫
す
る

「
読
み
」
の
指
導

│
三
年
上
「
三
年
と
う
げ
」
の
実
践
か
ら
│

金
沢
市
立
安
原
小
学
校
教
諭

新し
ん

村む
ら

千ち

鶴づ

子こ

子
ど
も
た
ち
の
大
好
き
な
お
話
で
す
。

読
書
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
や
、
表
現
活
動
に
発
展
す
る
こ
と
が

で
き
、
多
様
な
学
習
展
開
が
可
能
で
す
。
場
面
の
移
り
変
わ
り
や

情
景
を
、
叙
述
を
も
と
に
想
像
し
な
が
ら
読
む
力
を
つ
け
る
に
も

適
し
た
教
材
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

１

考
え
さ
せ
る
読
み
を
取
り
入
れ
る

場
面
ご
と
の
詳
細
な
読
解
で
は
な
く
、
効
率
的
に
読
む
に
は
、
子

ど
も
の
感
想
が
集
中
し
た
と
こ
ろ
や
焦
点
化
し
た
い
と
こ
ろ
、
ま

た
矛
盾
し
た
と
こ
ろ
や
比
較
し
た
い
と
こ
ろ
な
ど
、
考
え
さ
せ
て

読
む
時
間
を
設
定
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

例
え
ば
、

ア
と
う
げ
の
美
し
い
様
子
と
言
い
伝
え
を
読
み
取
る

な
だ
ら
か
な
と
う
げ
な
の
に
、
言
い
伝
え
が
あ
る
の
は
ど
う
し

て
か
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
美
し
い
と
う
げ
の
様
子
を
豊
か
に

読
む
こ
と
が
で
き
る
。「
だ
れ
だ
っ
て
」、「
た
め
息
の
出
る
ほ
ど
」、

「
美
し
い
な
が
め
に
う
っ
と
り
」
な
ど
の
叙
述
を
も
と
に
美
し
い

と
う
げ
の
情
景
を
読
み
取
っ
て
い
く
。

イ
言
い
伝
え
と
「
木
の
か
げ
か
ら
聞
こ
え
た
歌
」
の
違
い
を

考
え
る

二
つ
の
歌
の
違
い
を
考
え
る
。「
だ
れ
が
」「
な
ん
の
た
め
に
」

な
ど
違
い
を
ま
と
め
て
い
く
。
違
い
が
分
か
れ
ば
読
み
方
ま
で
変

わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
想
像
し
な
が
ら
読
む
楽

一
「
読
む
こ
と
」
の
授
業
を
考
え
る

読
む
こ
と
に
お
い
て
大
切
な
こ
と
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
豊
か

な
読
書
生
活
の
習
慣
を
つ
け
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
二
、

三
年
、
読
書
と
つ
な
が
っ
た
読
み
や
言
語
活
動
例
を
取
り
入
れ
た

読
み
の
授
業
と
、
多
様
な
読
み
の
授
業
を
模
索
し
て
き
ま
し
た
。

ま
す
ま
す
「
読
み
」
の
指
導
の
大
切
さ
を
感
じ
て
い
る
こ
の
ご
ろ

で
す
。
時
間
数
も
削
減
さ
れ
、
今
ま
で
ど
お
り
の
詳
細
な
読
解
の

授
業
で
は
な
く
、「
読
む
力
」
を
つ
け
て
い
く
に
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
三
年
上
の
「
三
年
と
う
げ
」
の
教
材
を
取

り
上
げ
、
実
践
を
交
え
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

二

民
話
の
楽
し
さ
を
読
み
味
わ
う

「
三
年
と
う
げ
」
は
朝
鮮
に
伝
わ
る
民
話
で
す
。
ト
ル
ト
リ
の

機
知
が
お
も
し
ろ
く
、
語
り
口
や
言
い
伝
え
も
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
、

し
さ
も
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

読
む
力
を
効
率
的
に
つ
け
て
い
く
た
め
に
も
、
こ
の
よ
う
に

考
え
な
が
ら
読
ま
せ
る
工
夫
を
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
重
要
に

な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

２

声
に
出
し
て
民
話
の
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
う

子
ど
も
た
ち
の
感
想
が
集
中
す
る
と
こ
ろ
は
、
言
い
伝
え
や

「
木
の
か
げ
か
ら
聞
こ
え
た
歌
」、
お
じ
い
さ
ん
が
転
ん
だ
と
き
の

様
子
な
ど
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
こ
で
、

読
み
取
っ
た
り
、
想
像
し
た
読
み
を
声
に
出
し
て
読
む
活
動
を
毎

時
間
取
り
入
れ
ま
す
。
単
元
の
め
あ
て
が
民
話
を
楽
し
ん
で
読
み
、

紹
介
す
る
活
動
で
あ
れ
ば
、「
三
年
と
う
げ
」
の
学
習
を
生
か
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

以
前
の
実
践
で
は
、
秋
の
児
童
集
会
を
利
用
し
て
、
金
沢
に
伝
わ

る
代
表
的
な
民
話「
お
お
か
み
を
退
治

し
た
こ
ま
犬
」「
法ほ

う

船せ
ん

寺じ

の
ね
ず
み
退

治
」「
ゆ
う
れ
い
の
あ
め
買
い
」「
天て

ん

狗ぐ

さ
ん
の
寺
」を
劇
で
紹
介
し
ま
し
た
。

児
童
文
化
協
会
の
方
を
お
招
き
し
て
、

「
い
も
ほ
り
藤と

う

五ご

郎ろ
う

」の
民
話
を
聞
い

た
こ
と
も
、
自
分
た
ち
の
語
り
の
参
考

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
単
元
の

導
入
で
は
、
金
沢
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
い
い
ね
っ
と
金

沢
」で
金
沢
の
代

表
的
な
民
話
に

出
会
わ
せ
、
単

元
の
め
あ
て
や

目
的
意
識
を
も

た
せ
て
い
き
ま

し
た
。

３

金
沢
の
民
話
や
外
国
の
民
話
を
並
行
し
て
読
書

民
話
に
親
し
ま
せ
る
た
め
に
、
公
立
図
書
館
や
学
校
図
書
館
を

利
用
し
、
金
沢
の
民
話
や
郷
土
の
民
話
、
外
国
の
民
話
を
た
く
さ

ん
借
り
て
、
民
話
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
特
に

人
気
が
あ
っ
た
の
は
、『
シ
ナ
の
五
に
ん
き
ょ
う
だ
い
』『
王
さ
ま

と
九
人
の
き
ょ
う
だ
い
』（
中
国
民
話
）、『
ク
ム
カ
ン
山
の
ト
ラ

た
い
じ
』（
朝
鮮
民
話
）、『
ラ
ン
パ
ン
パ
ン
』（
イ
ン
ド
民
話
）
な

ど
の
ア
ジ
ア
の
民
話
で
し
た
。
民
話
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
、
心

に
残
る
学
習
が
で
き
ま
し
た
。

三

終
わ
り
に

情
報
化
の
時
代
、「
読
む
力
」は
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
重
要
に

な
っ
て
き
ま
す
。
多
様
な
活
動
を
取
り
入
れ
た
学
習
展
開
を
工
夫

す
る
と
と
も
に
、「
考
え
さ
せ
る
」読
み
の
授
業
も
効
率
的
に
組
み

込
む
こ
と
で
、「
読
む
力
」を
つ
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

特集 「国語の力」を育てる II ―読む力―

金沢市のホームページ「いいねっと金沢」

で紹介されている金沢の民話
http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/
minwa/index.html

金沢の代表的な民話が絵とお話で紹介して
あるので、楽しんで読むことができます。

また、「語り」を聴くこともでき、民話の
雰囲気を味わうことができます。

おおかみを退治したこま犬
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