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こ
の
教
材
に
出
て
く
る
白し

ら

鷹た
か

幸ゆ
き

伯の
り

さ
ん
は
、

わ
た
し
が
勤
務
す
る
学
校
の
地
域
の
方
で
あ
る
。

そ
の
身
近
な
白
鷹
さ
ん
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
の

教
材
を
読
ん
で
、
驚
い
た
こ
と
が
二
つ
あ
る
。

一
つ
目
は
、
そ
の
白
鷹
さ
ん
が
再
現
し
よ
う
と

し
た
古
代
の
釘
に
は
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
古
代
人

の
知
恵
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

鉄
の
純
度
・
形
・
か
た
さ
の
秘
密
に
つ
い
て
の
説
明

が
、
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
図

を
比
較
す
る
こ
と
で
文
章
の
内
容
が
よ
り
明
確

に
わ
か
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
論
理
的
思

考
力
も
つ
き
始
め
、
歴
史
や
文
化
に
興
味
を
も
ち

始
め
る
こ
の
時
期
の
子
ど
も
に
、
古
代
の
人
々
が

作
っ
た
釘
の
高
度
な
技
術
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と

は
、
知
的
好
奇
心
を
刺
激
す
る
に
違
い
な
い
。

二
つ
目
は
、
か
じ
職
人
の
白
鷹
さ
ん
の
心
意

気
で
あ
る
。
千
年
前
の
か
じ
職
人
に
負
け
た
く
な

い
、
千
年
先
の
か
じ
職
人
に
笑
わ
れ
た
く
な
い
と

い
う
思
い
で
、
古
代
の
釘
に
近
づ
く
た
め
に
何
度

も
何
度
も
研
究
を
重
ね
て
い
る
。
名
を
残
す
こ
と

で
は
な
く
、
よ
い
仕
事
を
残
し
た
い
と
い
う
白
鷹

さ
ん
の
強
い
思
い
に
子
ど
も
た
ち
も
心
を
打
た
れ

る
に
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
、
釘
一
つ
に
対
す
る
古
代
の

人
々
の
知
恵
や
工
夫
を
学
ば
せ
る
と
同
時
に
、
千

年
前
、
千
年
後
と
思
い
を
は
せ
、
職
人
と
し
て
の

努
力
を
し
続
け
る
白
鷹
さ
ん
の
生
き
方
に
触
れ
る

こ
と
で
、
自
分
が
初
め
て
知
っ
た
こ
と
や
感
じ
た

こ
と
を
自
分
な
り
の
言
葉
で
ま
と
め
る
力
を
身
に

つ
け
さ
せ
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
教
材
や
学
習
活

動
を
通
し
て
、
歴
史
・
文
化
・
人
の
生
き
方
に
目

を
向
け
て
、
い
ろ
い
ろ
な
本
を
読
ん
で
い
こ
う
と

す
る
態
度
を
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
と
思
う
。

こ
の
教
材
は
、「
読
書
の
世
界
を
広
げ
よ
う
」

と
い
う
単
元
の
導
入
の
教
材
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ

た
し
は
、
こ
の
教
材
か
ら
発
展
さ
せ
て
、
読
書
の

世
界
を
よ
り
広
げ
さ
せ
る
た
め
に
、
子
ど
も
の
読

書
量
の
実
態
や
興
味
・
関
心
に
応
じ
て
テ
ー
マ
を

工
夫
し
て
設
定
し
、
グ
ル
ー
プ
で
の
読
書
発
表
会

を
さ
せ
た
い
。
ど
う
い
う
テ
ー
マ
が
考
え
ら
れ
る

か
を
子
ど
も
た
ち
と
相
談
し
て
具
体
的
に
挙
げ
て

お
き
、
そ
の
テ
ー
マ
の
中
の
ど
れ
に
入
る
の
か
意

識
さ
せ
て
本
を
選
ば
せ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「
自
然
」「
生
物
」「
宇
宙
」
の
よ
う
な
内
容
別
で

あ
っ
た
り
、「
杉
み
き
子
」「
椋
鳩
十
」
の
よ
う
に

作
者
別
で
あ
っ
た
り
、「
イ
チ
ロ
ー
」「
松
坂
大
輔
」

「
乙
武
洋
匡
」
と
い
っ
た
有
名
人
別
で
あ
っ
た
り
、

「
冒
険
」「
夢
」「
努
力
」「
家
族
愛
」「
友
情
」
な

ど
の
よ
う
な
テ
ー
マ
別
で
あ
っ
た
り
、
工
夫
し
て

設
定
す
る
。
す
る
と
、
単
に
読
む
の
で
は
な
く
、

後
で
同
じ
グ
ル
ー
プ
の
友
達
と
発
表
会
を
し
、
テ

ー
マ
に
つ
い
て
話
し
合
う
の
だ
と
い
う
読
み
の
目

的
が
は
っ
き
り
し
て
、
読
み
方
に
も
深
ま
り
が
出

て
く
る
だ
ろ
う
。
同
じ
こ
と
に
興
味
を
も
つ
者
同

士
が
自
然
と
集
ま
る
こ
と
に
も
な
り
、
話
し
や
す

く
楽
し
い
発
表
会
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

も
う
一
つ
別
の
方
法
と
し
て
、
総
合
的
な
学
習
と

関
連
さ
せ
て
、
地
域
で
偉
業
を
成
し
遂
げ
た
人
々

の
本
を
読
ん
で
、
そ
の
生
き
方
を
学
ぶ
と
い
う

読
書
活
動
に
も
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と

思
う
。

知
識
を
得
る
読
書
に
も
、
生
き
方
を
学
ぶ
読

書
に
も
つ
な
げ
ら
れ
る
教
材
で
あ
る
と
思
う
。

新版教科書で
こんな授業をしてみたい

新しい学習指導を考える会

五上「千年の釘
く ぎ

にいどむ」（内藤誠吾）
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こ
の
教
材
に
は
、
時
代
の
違
い
や
場
所
の
違

い
を
超
え
て
迫
り
く
る
価
値
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
値
打
ち
あ
る
生
き
方
と
は
何
か
」
を
問
う
も
の
、

「
人
の
幸
せ
と
は
何
か
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
。
働
く
こ
と
を
愛
し
、
人
の
身
に
な
っ
て
考
え
、

人
間
の
値
打
ち
は
外
見
で
は
な
く
心
だ
と
思
っ
て

い
る
お
み
つ
さ
ん
と
大
工
さ
ん
の
織
り
な
す
、
健

康
で
素
朴
な
愛
の
物
語
な
の
で
あ
る
。

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
優
し
い
語
り
口
調
と
方
言

の
醸
し
出
す
雪
国
独
特
の
世
界
が
、
理
想
的
と
も

い
え
る
こ
の
愛
の
形
を
、
無
理
な
く
読
む
も
の
の

心
に
届
け
て
く
れ
る
。「
み
っ
た
ぐ
な
い
。」
と
わ

ら
ぐ
つ
を
嫌
う
マ
サ
エ
。
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分

自
身
を
見
る
思
い
で
読
む
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
心
を
込
め
て
作
っ
た
も
の
に
は
神
様
が
宿
る
。

そ
れ
を
作
っ
た
人
も
神
様
と
同
じ
。」
と
い
う
象

徴
的
な
言
葉
が
、
子
ど
も
た
ち
の
心
に
一
本
の
楔

く
さ
び

を
打
ち
込
む
。
贅ぜ

い

沢た
く

を
言
わ
ず
、
く
る
く
る
と
よ

く
働
く
お
み
つ
さ
ん
。
雪
げ
た
を
買
う
た
め
に
わ

ら
ぐ
つ
を
編
む
ひ
た
む
き
な
姿
。
大
工
さ
ん
の
仕

事
に
対
す
る
姿
勢
と
考
え
方
。
子
ど
も
た
ち
が
、

日
ご
ろ
か
ら
そ
れ
ほ
ど
意
識
し
な
か
っ
た
大
切
な

こ
と
へ
の
思
い
が
、
心
の
奥
底
か
ら
ふ
つ
ふ
つ
と

湧
き
上
が
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
。

現
在
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
の
将
来
の
夢
が
、

「
大
工
さ
ん
」
に
代
表
さ
れ
る
「
職
人
」
に
向
け

ら
れ
始
め
て
い
る
こ
と
は
、
平
成
不
況
の
中
で
の

当
然
の
傾
向
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
分
自
身
の
手

で
何
か
を
創
り
出
す
こ
と
へ
の
憧あ

こ
が

れ
で
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
ま
す
ま
す
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ

る
世
の
中
で
、
ゲ
ー
ム
遊
び
に
心
奪
わ
れ
て
い
る

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
教
材
の
も
つ
意
義

は
大
き
い
と
考
え
る
。

ま
た
、
こ
の
教
材
は
、「
人
と
の
出
会
い
や
触

れ
合
い
が
人
を
成
長
さ
せ
る
」
こ
と
を
教
え
て
く

れ
る
。
価
値
あ
る
出
会
い
と
は
、
自
分
自
身
の
価

値
観
が
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
子
ど
も
た

ち
は
気
づ
く
で
あ
ろ
う
し
、
先
人
の
知
恵
に
助
け

ら
れ
て
自
分
が
成
長
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も

気
づ
い
て
ほ
し
い
と
思
う
。

こ
の
よ
う
な
内
容
的
な
価
値
を
も
つ
と
同
時

に
、
こ
の
教
材
は
、
現
在
の
場
面
の
間
に
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
の
昔
語
り
が
挟は

さ

ま
る
形
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
独
特
な
文
章
構
成
が
作
品
の
世
界
を
よ

り
深
い
も
の
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
の

特
徴
に
着
目
さ
せ
な
が
ら
、
物
語
に
お
け
る
描
写

が
人
物
像
を
豊
か
に
描
き
出
す
こ
と
に
気
づ
か

せ
、
登
場
人
物
の
人
柄
を
中
心
に
叙
述
に
即
し
て

読
む
力
を
つ
け
さ
せ
た
い
。

新
学
習
指
導
要
領
に
即
し
て
初
め
て
作
ら
れ

た
平
成
十
四
年
度
版
の
教
科
書
で
は
、
読
む
こ
と

を
中
心
に
し
た
単
元
に
も
他
領
域
の
活
動
が
組
み

込
ま
れ
て
い
た
。
本
教
材
で
も
、
発
表
し
た
り
書

い
た
り
す
る
活
動
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
読

む
こ
と
に
充
て
ら
れ
る
時
間
が
少
な
か
っ
た
。

豊
か
な
内
容
的
価
値
を
も
つ
こ
の
作
品
は
、

時
間
を
か
け
て
じ
っ
く
り
読
み
浸
ら
せ
た
い
。
幸

い
新
し
い
教
科
書
で
は
、
学
習
の
ね
ら
い
が
読
む

こ
と
に
絞
ら
れ
、
さ
ら
に
時
間
も
十
分
に
配
当
さ

れ
て
い
る
の
で
、
子
ど
も
た
ち
も
じ
っ
く
り
作
品

に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な

味
わ
い
深
い
読
み
の
学
習
が
展
開
で
き
る
だ
ろ
う

と
期
待
し
て
い
る
。

五下「わらぐつの中の神様」（杉 みき子）

新 版 教 科 書 で こ ん な 授 業 を し て み た い

17年度版「国語」五下　「わらぐつの中の神様」

じっくりと作品の世界に読み浸らせたい
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レ
シ
ピ
一
　
子
ど
も
が
喜
ぶ
魅
力
的
な
料
理

そ
の
理
由
は
？

（
１
）
作
品
の
構
造

舞
台
は
現
代
の
家
庭
で
あ
り
、
主
人
公
は
小
学

六
年
生
で
あ
る
。
地
の
文
が
「
ぼ
く
」
の
視
点
で

描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
は
、

親
近
感
を
も
っ
て
作
品
世
界
へ
入
っ
て
い
け
る
。

（
２
）
作
家
の
作
風

評
論
家
の
北
上
次
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
本
教
材
の

執
筆
者
で
あ
る
重
松
清
は
、「
さ
ま
ざ
ま
な
感
情

を
、
時
に
は
相
反
す
る
感
情
を
同
時
に
も
っ
て
い

る
こ
と
を
、
い
つ
も
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
と

も
に
描
き
出
す
」
と
い
う
。

「
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
」
で
描
か
れ
る
「
ぼ
く
」
の
複

雑
な
心
情
描
写
も
例
外
で
は
な
い
。
思
春
期
間
近

の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
共
感
で
き
る
部
分

も
多
い
は
ず
だ
。

レ
シ
ピ
二
　
味
付
け
は
こ
れ
で
決
ま
り
！

「
や
ま
な
し
」
や
「
森
へ
」
の
特
徴
が
優
れ
た
情

景
描
写
だ
と
す
れ
ば
、「
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
」
の
特
徴

は
優
れ
た
心
情
描
写
で
あ
る
。

他
教
材
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
た
う
え
で
、
本

作
品
で
は
登
場
人
物
の
心
情
表
現
の
読
み
取
り
を

学
習
の
中
心
と
し
た
い
。

レ
シ
ピ
三
　
調
理
方
法

（
１
）
音
楽
を
使
お
う

文
章
に
音
楽
を
つ
け
る
と
い
う
授
業
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。
教
材
を
何
度
も
音
読
す
る
う
ち
に
、
そ

ん
な
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。
微
妙
な
心
情
を
描
く

こ
の
作
品
に
は
、
音
楽
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
場

面
が
い
く
つ
も
あ
る
の
だ
。

ド
ラ
マ
な
ど
で
は
、
時
お
り
音
楽
が
挿
入
さ
れ

る
。
登
場
人
物
の
心
情
を
わ
か
り
や
す
く
表
現
す

る
た
め
の
演
出
で
あ
る
。
物
語
に
ぴ
っ
た
り
の
音

楽
を
当
て
は
め
る
た
め
に
は
、
主
人
公
の
心
情
変

化
を
正
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

考
え
た
の
は
こ
の
作
業
を
授
業
で
や
っ
て
み
る

こ
と
だ
。

教
材
と
し
て
は
、
主
人
公
の
気
持
ち
が
大
き
く

変
化
す
る
場
面
が
ふ
さ
わ
し
い
。
今
回
は
、
か
ぜ

で
会
社
を
早
退
し
た
父
と
「
ぼ
く
」
が
話
を
す
る

場
面
を
選
ん
で
み
た
。

（
２
）
ま
ず
は
選
曲
し
て
み
よ
う

「
主
人
公
の
気
持
ち
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
ま
し

た
か
。」
従
来
の
物
語
文
の
学
習
で
よ
く
み
ら
れ
る

発
問
だ
。
こ
の
場
合
、
本
文
中
の
記
述
を
根
拠
に

し
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
は
考
え
を
書
い
た
り
発

表
し
た
り
す
る
。

選
曲
す
る
と
い
う
こ
と
は
こ
の
学
習
活
動
に
似

て
い
る
。
た
だ
し
、
音
楽
と
い
う
身
近
な
も
の
を

使
う
分
だ
け
、
子
ど
も
た
ち
も
よ
り
強
い
興
味
を

も
つ
だ
ろ
う
。

音
楽
を
子
ど
も
た
ち
に
探
さ
せ
る
の
は
難
し
い

か
も
し
れ
な
い
。「
ぼ
く
」
の
わ
だ
か
ま
り
の
よ
う

な
も
の
が
解
け
て
い
く
心
情
に
ぴ
っ
た
り
の
音
楽
。

教
師
が
用
意
し
た
曲
の
中
か
ら
班
ご
と
に
選
曲
す

る
と
い
う
形
式
も
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
タ
イ
ミ
ン
グ
を
確
か
め
よ
う

「
気
持
ち
が
変
化
し
た
の
は
ど
こ
で
す
か
。」
こ

れ
も
よ
く
み
ら
れ
る
発
問
だ
。
音
楽
の
タ
イ
ミ
ン

グ
を
探
す
と
い
う
の
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
作
業
に

当
た
る
。

ま
ず
自
分
た
ち
が
思
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
音
楽
を

か
け
て
み
る
。「
実
験
」
結
果
は
す
ぐ
に
実
感
で
き

る
。
違
和
感
が
あ
っ
た
り
予
想
以
上
に
し
っ
く
り

し
た
り
す
る
こ
と
に
驚
く
は
ず
だ
。

こ
の
ス
ピ
ー
デ
ィ
で
ダ
イ
レ
ク
ト
な
反
応
を
得

ら
れ
る
の
が
音
楽
を
使
う
利
点
で
あ
る
。
よ
り
納

得
で
き
る
ポ
イ
ン
ト
を
求
め
、
子
ど
も
た
ち
は
や

が
て
一
つ
一
つ
の
言
葉
を
吟
味
す
る
よ
う
に
な
る
。

「
思
わ
ず
」
と
い
う
言
葉
が
本
文
中
に
あ
る
。
父

の
会
話
文
の
後
、「
ぼ
く
」
が
初
め
て
口
を
開
く
場

面
だ
。
音
楽
を
入
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
て
、
子

ど
も
た
ち
が
注
目
す
る
場
面
の
一
つ
だ
ろ
う
。

さ
て
、
ど
う
し
よ
う
か
。
二
人
の
会
話
の
間
は

ど
の
く
ら
い
だ
ろ
う
。「
思
わ
ず
」
と
は
間
髪
入
れ

ず
重
な
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
し
ば

ら
く
沈
黙
す
る
と
い
う
こ
と
か
。
な
ら
ば
、
し
ば

ら
く
と
は
何
秒
く
ら
い
の
こ
と
な
の
か
。

こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
の
間
で
言
葉
の
検

討
が
始
ま
る
。
何
度
も
音
楽
を
か
け
直
し
、「
実

験
」
を
繰
り
返
す
だ
ろ
う
。

「
実
験
」
を
行
う
う
ち
に
、
音
量
の
こ
と
に
も
気

づ
く
は
ず
だ
。
音
楽
の
挿
入
方
法
も
フ
ェ
ー
ド
イ

ン
と
カ
ッ
ト
イ
ン
で
は
ず
い
ぶ
ん
印
象
が
違
う
。

言
葉
の
検
討
を
す
る
う
ち
に
、
心
情
変
化
が
徐
々

に
起
こ
っ
た
の
か
突
然
起
き
た
の
か
も
検
討
す
る

こ
と
に
な
る
の
だ
。

レ
シ
ピ
四
　
お
わ
り
に

子
ど
も
た
ち
は
音
楽
が
大
好
き
で
あ
る
。
ダ
ン

ス
や
ピ
ア
ノ
を
習
っ
て
い
る
子
も
た
く
さ
ん
い
る
。

合
奏
の
練
習
を
す
る
子
ど
も
た
ち
で
、
休
憩
時
間

の
音
楽
室
は
大お

お

賑に
ぎ

わ
い
で
あ
る
。

音
楽
と
い
う
新
し
い
切
り
口
が
物
語
「
カ
レ
ー

ラ
イ
ス
」
の
学
習
へ
の
意
欲
を
高
め
る
手
助
け
と

な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

新 版 教 科 書 で こ ん な 授 業 を し て み た い

六上「カレーライス」（重松 清）

17年度版「国語」六上　「カレーライス」

音楽を使って子どもたちと調理してみたい
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一
　
自
分
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
考
え
る

わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
を
「
生
き
物
」
で
あ

る
と
意
識
す
る
こ
と
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
だ
ろ
う

か
。
さ
ら
に
、「
生
き
物
」
で
あ
る
と
意
識
す
る

こ
と
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
か
に
つ
い
て
ま
で
考

え
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

の
よ
う
な
日
常
の
中
で
、
子
ど
も
た
ち
が
、
自
分

が
「
生
き
物
」
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
意
識
し
、

「
生
き
物
」
と
は
な
ん
な
の
か
を
知
る
こ
と
は
、

友
達
や
家
族
と
の
関
係
、
そ
し
て
食
生
活
な
ど
、

身
近
な
問
題
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
た
め
に
大
変

重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
考
え
た

こ
と
は
、
環
境
問
題
な
ど
、
地
球
上
に
生
き
る
す

べ
て
の
生
き
物
と
共
存
し
て
い
く
た
め
に
人
間
と

し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
切
な
課
題
に
つ

な
が
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

筆
者
が
こ
の
教
材
を
通
し
て
読
者
に
語
り
か

け
て
い
る
内
容
は
、
こ
の
時
期
に
教
師
も
子
ど
も

た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
読
み
深
め
、
考
え
て
い
き
た

い
こ
と
で
あ
る
。

二
　
対
比
事
例
に
視
点
を
当
て
る

「
生
き
物
は
つ
な
が
り
の
中
に
」
で
は
、
筆
者
は

対
照
的
な
二
つ
の
事
物
を
対
比
し
な
が
ら
論
を
進

め
て
い
る
。
作
品
の
中
に
対
比
事
例
を
取
り
入
れ

な
が
ら
物
事
を
説
明
す
る
と
い
う
叙
述
の
し
か
た

は
、
何
か
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
時
に
効
果
的
で

あ
る
。
こ
の
場
合
、
対
比
事
例
が
巧
み
で
あ
る
ほ

ど
わ
か
り
や
す
い
文
章
に
な
る
し
、
読
み
手
に
対

し
て
効
果
的
で
あ
る
。
読
む
側
か
ら
す
れ
ば
、
使

わ
れ
て
い
る
対
比
事
例
が
妥
当
な
も
の
か
ど
う
か

を
検
証
し
な
が
ら
物
事
の
本
質
を
と
ら
え
る
読
み

方
を
身
に
つ
け
て
お
く
こ
と
は
、
筆
者
の
主
張
を

理
解
す
る
う
え
で
大
変
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
作
品
で
は
、「
犬
」
と
「
犬
型
ロ
ボ
ッ
ト
」

を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、「
生
き
物
」
の
特
徴
を
押

さ
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、「
生
き

物
」
と
し
て
の
人
間
を
、
外
界
と
の
「
つ
な
が
り
」

と
い
う
側
面
と
、
生
命
の
歴
史
と
い
う
「
つ
な
が

り
」
の
側
面
か
ら
と
ら
え
、「
か
け
が
え
の
な
い

一
個
人
と
し
て
の
人
」
の
存
在
に
つ
い
て
考
え
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

三
　
対
比
を
実
感
す
る
た
め
に

こ
の
単
元
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
力
を
つ
け

て
い
き
た
い
。

・
対
比
事
項
を
「
相
違
」「
共
通
」
と
い
う
観
点

で
ま
と
め
、
筆
者
が
何
を
主
張
し
た
い
か
読

み
取
る
。

・
筆
者
の
意
図
に
沿
っ
て
文
章
を
要
約
し
、
そ
れ

に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

本
文
で
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、「
つ
な
が
り
」

と
い
う
言
葉
に
基
づ
い
た
「
対
比
」
を
核
に
し
て
、

論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
の
学
習

に
、「
ど
の
よ
う
な
対
比
」
が
「
筆
者
の
ど
ん
な

主
張
」
に
結
び
付
く
か
を
理
解
す
る
た
め
の
具
体

的
な
学
習
活
動
を
取
り
入
れ
て
み
て
は
ど
う
か
と

考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
つ
な
が
り
」
と
は
違

う
課
題
に
基
づ
い
て
、対
比
の
有
り
様
を
実
感
し
、

そ
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
主
張
に
結
び
付
く
か
を

体
験
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
進
め
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
文
に
従
い
、

「
犬
」
と
「
犬
型
ロ
ボ
ッ
ト
」
と
の
対
比
を
「
現

代
の
人
間
生
活
に
ど
ち
ら
が
役
立
つ
か
」
と
い
う

課
題
で
論
争
さ
せ
る
こ
と
を
想
定
し
て
み
よ
う
。

い
わ
ゆ
る
「
犬
猫
論
争
」
で
あ
る
。「
相
違
点
」

を
強
調
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
代
生
活
に

生
き
う
る
特
性
を
見
い
だ
す
こ
と
に
つ
な
が
る

し
、「
共
通
点
」
を
強
調
す
る
こ
と
は
、「
現
代
の

人
間
生
活
」
に
欠
落
し
て
い
る
点
や
求
め
ら
れ
て

い
る
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、「
犬
」
も
「
犬
型
ロ
ボ
ッ
ト
」
も

「
人
」
の
存
在
に
と
っ
て
は
「
他
」
で
あ
る
と
い

う
こ
と
も
認
識
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

も
と
も
と
、「
対
比
」に
は
こ
の
よ
う
な
幅
広
さ

が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
知
っ

た
う
え
で
、
筆
者
は「
つ
な
が
り
」に
視
点
を
当
て

た
論
の
展
開
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
叙
述
の
し

か
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
の
押
さ
え
、（
視
野
の

広
い
部
分
）か
ら
生
き
物
の
本
質（
論
の
核
）へ
と

展
開
し
て
い
く
の
も
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
経
験
を
読
み
の
中
に
位
置
づ
け
、
も

う
一
度
本
文
に
立
ち
帰
っ
て
筆
者
の
主
張
を
読

む
こ
と
が
、「
対
比
事
例
」を
実
感
を
も
っ
て
読
む

こ
と
に
つ
な
が
る
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。
さ

ら
に
、
本
文
中
の「
他
」の
意
味
す
る
内
容
も「
生

き
物
」だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
社
会
生
活
を
行

う
人
」に
対
し
て
の「
他
」と
し
て
考
え
直
す
こ
と

を
可
能
に
す
る
と
わ
た
し
は
と
ら
え
て
い
る
。

六上「生き物はつながりの中に」（中村桂子）

新 版 教 科 書 で こ ん な 授 業 を し て み た い

17年度版「国語」六上　「生き物はつながりの中に」

対比を実感させて筆者の主張を読み取らせたい
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