
｛
第
臼
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
｝

こ
と
ば
を
読
み
世
界
を
読
み

表
す
力
を
育
て
る

人
の
気
持
ち
を
読
む
力
・

｜
｜
第
五
学
年
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
授
業
か
ら
｜
｜

は
じ
め
に

学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
が
位
置
付

け
ら
れ
て
お
り
、
我
が
国
の
言
語
文
化
に
親
し
む
こ
と
の
重
要
性
が
示
さ
れ
、

今
ま
で
以
上
に
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
触
れ
る
よ
う
な
授
業
の
在
り
方
が
望
ま

れ
て
い
る
。
前
任
校
東
広
島
市
立
原
小
学
校
で
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
実
践

を
以
下
述
べ
る
。

原
小
学
校
は
東
広
島
市
の
南
西
に
位
置
す
る
小
規
模
校
で
あ
る
。
以
前
よ
り

取
り
組
ん
で
き
た
文
学
的
な
文
章
の
読
み
の
研
究
を
土
台
に
伝
統
的
な
言
語
文

化
を
通
し
て

「
読
む
力
」
「
表
現
す
る
力
」
を
育
て
る
指
導
の
あ
り
方
の
研
究
を

し
て
い
る
。

研
究
主
題
を
、
「
こ
と
ば
を
読
み
世
界
を
読
み
人
の
気
持
ち
を
読
む
力

・

表
す
力
を
育
て
る

1
伝
統
的
な
言
語
文
化
を
通
し
て

1
」
と
し
、
研
究
仮
説
を

「
国
語
科
等
の
学
習
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
ふ
れ
る
教
育
内
容
を
創

’＝と・
刀言

像

子

郁

造
す
れ
ば
、
児
童
は
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親
し
み
、
読
む
力
・
表
現
す
る
力

を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
た
。
そ
の
た
め
の
手
立
て
と
し
て

（

l
）
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親
し
む
場
の
設
定

（

2
）
こ
と
ば
に
着
目
し
た
読
み
の
指
導

（

3
）
味
わ
っ
た
こ
と
を
表
現
す
る
場
の
設
定
を
す
る
こ
と
に
し
た
。

「
読
み
の
指
導
の
充
実
」
を
図
る
こ
と
を
軸
と
し
て
、
「
伝
統
的
な
言
語
文
化

に
関
わ
る
単
元
開
発
」
に
取
り
組
み
、
児
童
の
「
読
む
力
」
「
表
現
す
る
力
」
を

伸
ば
し
て
い
き
た
い
と
考
え
研
究
に
取
り
組
ん
だ
。

児
童
に
つ
け
て
い
き
た
い
具
体
的
な
三
つ
の
力
を
語
会
カ
・
情
緒
力
・
論
理

的
思
考
力
と
し
た
。

語
実
力
は
、
言
葉
の
意
味
、
だ
け
で
な
く
、
言
葉
を
体
系
と
し
て
把
握
す
る
力
、

情
緒
カ
は
、
文
章
や
言
葉
か
ら
、
五
感
を
通
し
て
美
し
さ
等
を
認
識
す
る
力
、

論
理
的
思
考
力
は
、
文
章
等
な
ど
の
関
係
、
比
較
か
ら
論
理
を
考
え
る
力
と
捉

え
た
。

- 90 

こ
の
三
つ
の
力
と
「
読
む
力
」
「
表
現
す
る
力
」
は
相
互
に
絡
み
合
い
な
が
ら
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［教材の特質に応じた授業の流れl
日目で轟かれた遊びうた，カル ①音謹→②きまりを且つける（一般｛り→＠括用（劃

タなどリズムや言葉のおもしろ 作）→④交流

さを喪しむ学習

口語で書かれた昔話i 民話など ①音読→②担賞畢示→③語量力を補う→＠気持ち

の学習 や冊子を想憧→⑤唖想をもっー⑥吏誼→⑦音読

古文＇ il文？近代以降の文語調 ①音誼→窃全体憧をつかむ→③自分の考えをもっ

の文寧などの学習 →③口語訳をもとに自分の考えと比世→⑤表現→

⑥意見交掩ー⑦まとめ

伸
び
て
い
く
も
の
と
考
え
る
。
図
の
よ
う
に
児
童
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
、
指

導
の
重
点
は
異
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
児
童
の
発
達
段
階
に
即
し
た
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
学
習

系
統
表
を
作
成
し
た
。
ま
た
、
教
材
の
特
質
に
応
じ
た
授
業
の
流
れ
も
考
え
た
。

2 

開
発
単
元
に
つ
い
て

新
学
習
指
導
要
領
施
行
前
に
、
次
の
よ
う
な
単
元
開
発
を
行
っ
た
。

(20年度開発単元l
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(21年度開発単元］

1年 書量をつなl代 iめさせ！ことばあそ白人
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2年iここが文すき！ t;ttlJ~ り＂＊λJむかし話目指札ろさをあ~bt;ト
事”を＃ろう 1二人冊以、さまル

畠重い蝿孟極
-lL車保

3年，／；郷、書量雇

おもしろ話を三＋ー文字｛鼻そvtも
じ｝で量え庫

量Uilさゐlヰろう
fももたろうj

5年！なる臣官’普由緒的 i還請時世界にふれ
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人事調をしよう
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4年！軍制年蓮華1r献j

3 

日
常
的
な
取
組
に
つ
い
て

特
設
の
「
和
楽
タ
イ
ム
」
を
週
一
回
実
施
し
た
。
取
り
上
げ
た
伝
統
文
化
に

つ
い
て
学
ん
だ
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
専
用
の
「
和
楽
ノ
1
ト
」
に
整
理
す
る

こ
と
に
よ
り
、
豊
か
な
感
性
を
育
て
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
。

ま
た
、
毎
月
一
回
古
典
検
定
を
行
っ
た
。
児
童
一
人
一
人
が
「
和
楽
」
と
い

う
古
典
集
を
持
っ
て
お
り
、
俳
句
6
句
暗
唱
で
き
れ
ば
叩
級
、
と
い
う
よ
う
に

級
を
設
定
し
て
、
児
童
は
自
分
の
ペ

l
ス
で
上
の
級
を
め
ざ
し
暗
唱
練
習
を
し

た
。こ

の
他
に
も
、
や
ま
び
こ
朝
会
で
の
全
校
群
読
や
学
年
発
表
、
原
小
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
総
合
表
現
「
あ
や
め
の
前
伝
説
」
の
発
表
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
伝

統
的
な
言
語
文
化
の
音
読
暗
唱
指
導
を
行
っ
て
き
た
。

［古典検定］

- 92-

4 

実
践
例
①

「
な
る
ほ
ど
1

昔
の
お
話
か
ら

編
）」

（名
人

徒
然
草
百
九
段
「
高
名
の
木
登
り
」
文
語
文
、
百
十
段
「
双
六
の
上
手
と
言

ひ
し
人
に
」
口
語
文
を
主
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
二
作
品
と
も
、
歯
切
れ

の
よ
い
文
体
で
話
の
筋
が
明
快
で
あ
り
、
現
代
ま
で
通
じ
る
普
遍
的
内
容
が
描

か
れ
て
い
る
。
内
容
を
捉
え
て
読
ん
だ
り
、
自
分
の
体
験
を
ふ
ま
え
て
感
想
を



ま
と
め
た
り
す
る
の
に
適
し
た
教
材
で
あ
る
。
ま
た
、
名
人
に
問
う
、
名
人
の

返
答
に
教
え
が
表
れ
る
、
最
終
部
に
兼
好
法
師
の
恩
い
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

と
い
う
構
成
は
二
作
品
と
も
共
通
で
あ
り
、
比
べ
て
読
ん
で
共
通
点
を
見
つ
け

た
り
、
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
た
。

単
元
の
目
標
の
一
つ
目
を
学
習
指
導
要
領
第
五
学
年
お
よ
び
第
六
学
年
の
読

む
こ
と
の
内
容
エ
の
ね
ら
い
か
ら
登
場
人
物
や
場
面
に
つ
い
て
の
描
写
を
捉
え
、

自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
。
二

つ
日
に
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国

語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
ア
の
（
ア
）
（
イ
）
よ
り
文
語
文
の
内
容
を
捉
え
な
が

ら
音
読
す
る
と
と
も
に
、
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を
知
る
こ
と
と
し

た
。授

業
パ
タ
ー
ン
は
ど
ち
ら
も
、
音
読
↓
全
体
像
を
つ
か
む
↓
考
え
を
も
っ
↓

表
現
↓
グ
ル
ー
プ
で
意
見
交
流
↓
全
体
で
意
見
交
流
↓
ま
と
め
の
感
想
と
い
う

流
れ
で
行
っ
た
。

始
め
の
音
読
の
段
階
で
、
「
高
名
の
木
登
り
」
で
は
特
に
、
追
い
読
み
、
群
読
、

役
割
読
み
、
一
人
読
み
、
二
人
読
み
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
し
っ
か
り
音

読
さ
せ
、
文
章
の
流
れ
や
リ
ズ
ム
を
感
じ
取
ら
せ
た
。

読
解
の
段
階
で
は
大
ま
か
な
内
容
は
、
国
語
辞
典
を
使
っ
て
語
句
の
意
味
を

調
べ
、
難
語
句
は
教
師
が
説
明
を
し
た
。
兼
好
法
師
の
言
葉
を
水
色
、
キ
ー

ワ
ー
ド
と
な
る
名
人
の
言
葉
を
黄
色
の
紙
で
示
し
な
が
ら
捉
え
て
い
っ
た
。

名
人
の
「
あ
や
ま
ち
は
、
や
す
き
所
に
な
り
て
必
ず
仕
る
こ
と
に
候
ふ
」

と
い
う
一言
葉
か
ら
自
分
が
考
え
た
意
味
を
ま
と
め
話
し
合
っ
た
。
ま
と
め
た
も

の
を
交
流
す
る
こ
と
で
一
人
一
人
の
感
じ
方
の
違
い
に
気
付
か
せ
る
こ
と
が
で

き
た
。

［読解と表現の見取り表］
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最
後
に
、
感
想
や
作
品
が
示
唆

す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
考
え
を
均

字
j

m
字
で
ま
と
め
た
。

第
三
次
の
読
解
の
確
か
め
の
段

階
で
は
、
二
つ
の
作
品
の
共
通
点

を
話
し
合
っ
た
り
、
他
の
名
人
の

話
を
聞
い
た
り
し
て
、
昔
の
人
の

も
の
の
見
方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ

た
。
共
通
点
を
話
し
合
う
こ
と
で
、

二
つ
の
作
品
の
比
較
か
ら
論
理
を

考
え
る
力
（
論
理
的
思
考
力
）
を

伸
ば
す
こ
と
や
、
今
日
ま
で
読
み

継
が
れ
て
き
た
不
易
の
心
に
つ
い

て
自
分
の
思
い
を
深
め
る
こ
と
が

で
き
た
。

第
三
次
で
児
童
が
ま
と
め
た
も

の
を
「
読
解
と
表
現
の
見
取
り
表
」
を
も
と
に
分
析
し
た
。
児
童
の
反
応
を
縦

軸
、
文
や
言
葉
と
の
か
か
わ
り
を
横
軸
に
し
、
一
人
一
人
の
感
想
を
見
と
っ
て

い
っ
た
。
児
童
の
反
応
に
つ
い
て
は
、
思
い
が
し
っ
か
り
と
書
け
て
い
る
も
の

が
、
上
の
段
に
な
る
。
文
や
言
葉
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
叙
述
を
的
確

に
と
ら
え
て
い
る
も
の
が
、
右
側
に
な
る
。

A

B
領
域
に
あ
る
も
の
が
、
本

時
の
評
価
規
準
を
達
成
す
る
も
の
と
し
た
。

そ
し
て
、
創
作

（発
展
）
の
段
階
で
は
、
第

一
次
か
ら
第
三
次
で
書
き
ま
と

め
た
ワ
1
ク
シ
ー
ト
を
切
り
取
っ
て
、
新
聞
に
し
た
。
名
人
の
教
え
に
つ
い
て

文
や
曾
幡婦
と
の
問
わ
mv

JI!量の!<JZ

大



なるほど！昔のお話から新聞 （名人編）

首別委l

~~ 

の
自
分
な
り
の
思
い
が
読
み
手
に
伝
わ
る
新
聞
に
な
っ
た
。

上
の
段
は
、
第
一
次
「
す
ご
ろ
く
名
人
」
の
学
習
で
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

兼
好
法
師
が
た
ず
ね
た
言
葉
、
名
人
の
答
え
、
自
分
が
考
え
た
言
葉
の
意
味
、

そ
し
て
、
意
見
交
流
を
し
た
後
の
感
想
を
ま
と
め
て
い
る
。
真
ん
中
の
段
は
、

「
高
名
の
木
登
り
」
の
学
習
で
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
「
す
ご
ろ
く
名
人
」
と

同
じ
流
れ
で
行
っ
た
の
で
、
児
童
は
学
習
の
仕
方
が
分
か
り
、
主
体
的
に
考
え
、

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
下
の
段
は
、
一
一
つ
の
作
品
を
比
べ
て
共
通
点
を
話

し
合
い
ま
と
め
た
。
ま
た
、
徒
然
草
の
中
に
あ
る
「
馬
乗
り
名
人
」
「
弓
名
人
」

の
段
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
て
、
考
え
た
こ
と
を
ま
と
め
た
。

取
組
に
よ
り
、
こ
と
ば
に
着
目
し
、
こ
と
ば
の
持
つ
様
々
な
意
味
に
気
づ
く

と
と
も
に
、
こ
と
ば
の
機
能
を
知
る
こ
と
で
語
糞
力
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
た
。

昔
の
人
の
思
い
を
捉
え
、
自
分
の
思
い
と
比
べ
る
な
ど
の
活
動
を
通
し
て
、
伝

統
的
な
言
語
文
化
は
自
分
を
豊
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
、
情
緒

力
を
養
う
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
分
か
っ
て
い
る
こ
と
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
な

が
ら
古
文
を
読
み
進
め
た
り
、
名
人
の
教
え
を
自
分
な
り
に
ま
と
め
た
り
、

二

つ
の
話
を
比
較
し
て
共
通
点
を
探
っ
た
り
す
る
活
動
は
、
論
理
的
思
考
力
の
育

成
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

読
み
の
評
価
を
行
う
た
め
に
、
自
作
の
読
み
取
り
テ
ス
ト
を
作
成
し
た
。
到

達
率
が
m
m
%
と
ま
ず
ま
ず
の
結
果
だ
っ
た
。
ま
た
、
「
読
解
・
表
現
」
見
取
り
表

を
も
と
に
し
た
A
、
B
評
定
の
児
童
の
割
合
は
幻
%
で
あ
り
、
児
童
が
そ
の
時

間
に
読
ん
だ
こ
と
を
ノ
l
ト
に
的
確
に
表
す
こ
と
が
で
き
つ
つ
あ
る
。
意
識
調

査
と
あ
わ
せ
て
、
授
業
検
証
に
お
い
て
も
三
つ
の
力
に
つ
い
て
の
検
証
を
行
っ

た
。
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5 

実
践
例
②

「
漢
詩
の
世
界
に
ふ
れ
オ
リ
ジ
ナ
ル
五
言

絶
句
を
作
ろ
う
！
」

漢
詩
「
春
暁
」
と
「
絶
句
」
を
主
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
漢
語
的
表
現

は
端
的
で
洗
練
さ
れ
た
言
葉
の
響
き
や
リ
ズ
ム
が
あ
る
。
リ
ズ
ム
を
感
じ
な
が

ら
音
読
す
る
こ
と
に
よ
り
言
語
感
覚
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
春
暁
」
と
「
絶
句
」
は
と
も
に
五
文
字
四
句
の
五
言
絶
句
で
、
場
面
や
作
者

の
心
情
を
想
像
し
、
読
む
の
に
適
し
た
教
材
で
あ
る
。
「
春
暁
」
は
「
起
承
転

結
」
の
構
成
法
で
余
韻
を
残
し
た
収
束
と
な
っ
て
い
る
。
「
絶
句
」
は
前
半
二
句

に
美
し
い
風
景
が
描
か
れ
、
後
半
で
は
風
景
を
前
に
し
た
作
者
の
悲
し
み
に
沈

む
思
い
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
漢
文
の
世
界
に
ふ
れ
る
こ
と
は
、
漢
字
の
奥
の
深

さ
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、
洗
練
さ
れ
た
言
葉
の
使
い
方
や
表
現
の
美
し
さ
を



感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
ま
た
、
読
み
を
通
し
て
学
ん
だ
構
成
で

自
分
な
り
の
簡
単
な
五
言
絶
句
を
作
る
こ
と
も
楽
し
ん
で
で
き
る
と
考
え
た
。

単
元
の
目
標
の
一
つ
目
を
学
習
指
導
要
領
第
五
学
年
お
よ
び
第
六
学
年
の
読

む
こ
と
の
内
容
エ
の
ね
ら
い
か
ら
心
情
や
場
面
を
あ
ら
わ
す
表
現
を
味
わ
い
な

が
ら
読
み
、
自
分
の
思
い
を
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
。
二
つ
自
に
伝
統
的
な
言

語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
ア
の
（
ア
）
よ
り
親
し
み
ゃ
す
い
漢
文

に
つ
い
て
、
内
容
の
大
体
を
知
り
、
音
読
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
一
次
で
は
和
語
や
漢
語
、
身
近
な
漢
文
を
取
り
上
げ
、
漢
字
の
奥
深
さ
に

ふ
れ
さ
せ
た
。
そ
れ
ま
で
に
教
科
書
単
元
「
熟
語
の
意
味
を
考
え
よ
う
」
で
熟

語
の
意
味
を
推
測
す
る
こ
と
や
、
熟
語
の
構
成
を
捉
え
る
こ
と
を
学
習
し
、
漢

字
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
意
欲
的
に
き
が

す
こ
と
が
で
き
た
。
次
に
あ
る
よ
う
な
言
葉
を
漢
和
辞
典
や
国
語
辞
典
を
使
っ

て
き
が
し
た
。

O
和
語
と
漢
語
年
月
、
上
下
、
工
場
、
市
場
、
草
原
、
生
物
、
見
物
、

筋
肉

O
同
音
異
義
語

み
る

0

・
見
る
、
診
る
、
観
る
、
看
る
、
視
る

あ
か

・
・
・
赤
、
紅
、
朱
、
丹
、
緋
、
緒

。
四
字
熟
語

e

・e

・
－
各
自
が
調
べ
、
短
冊
に
書
き
、
全
員
分
を
掲
示

第
二
次
は
漢
詩
「
春
暁
」
「
絶
句
」
の
読
み
に
挑
戦
し
た
。
子
ど
も
た
ち
と
漢

詩
と
は
初
め
て
の
出
会
い
で
あ
る
。
学
習
パ
タ
ー
ン
は

7
な
る
ほ
ど
！
昔
の
お

話
か
ら
（
名
人
編
）
」
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
ず
は
読
み
方
か
ら
始
め
た
。
様
々
な

読
み
方
で
何
度
も
読
む
よ
う
に
し
た
o

リ
ズ
ム
に
親
し
む
と
と
も
に
、
何
度
も

繰
り
返
し
て
読
む
こ
と
に
よ
り
、

詩
の
内
容
の
概
略
が
つ
か
む
こ
と

が
で
き
た
。
そ
し
て
漢
字
の
意
味
、

そ
れ
か
ら
、
作
者
の
思
い
を
読
み

取
っ
て
い
っ
た
。
あ
ら
か
じ
め
書

き
下
し
文
を
あ
た
え
て
お
い
た
の

で
、
漢
字
の
意
味
と
併
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
情
景
や
心
情
が
と
ら

え
や
す
く
な
っ
た
。
「
絶
句
」
で

は
、
杜
甫
の
境
遇
に
つ
い
て
中
国

間
輔

の
地
図
を
掲
示
し
、
故
郷
か
ら
遠
別
融市甲

く
離
れ
、
容
易
に
帰
郷
で
き
な
い

こ
と
を
気
付
か
せ
た
。
ノ
l
ト
に

la

想
像
し
た
こ
と
を
書
き
込
ま
せ
、

友
達
と
交
流
し
て
作
者
の
思
い
を
考
え
た
。

グ
ル
ー
プ
交
流
、
全
体
交
流
を
通
し
て
、
前
半
の
色
彩
を
表
す
表
現
の
碧
と

青
、
白
と
赤
の
対
比
や
、
日
に
見
え
る
も
の
の
表
現
の
河
と
山
、
鳥
と
花
の
対

比
に
気
付
き
な
が
ら
、
後
半
の
看
又
過
、
何
日
是
帰
年
か
ら
作
者
の
思
い
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
た
。
春
も
晩
春
で
あ
る
と
い
う
読
み
も
で
き
る
児
童
も
い
た
。

学
習
の
振
り
返
り
で
感
じ
た
こ
と
を
印
字
程
度
の
短
い
文
に
書
き
学
習
の
見
取

と
し
た
。
全
員
が
印
字
以
上
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
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授
業
の
最
後
に
中
国
語
の
音
読
を
紹
介
し
た
。
児
童
か
ら
は
驚
き
の
声
が
あ

が
り
漢
詩
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
た
。



第
三
次
で
は
、
五
言
絶
句
で
詩
を
作
っ
た
。
い
き
な
り
五
言
絶
句
で
作
る
の

で
は
な
く
、
ま
ず
四
行
の
詩
を
書
き
下
し
文
と
し
て
作
っ
た
。
体
験
を
も
と
に

心
情
や
情
景
に
合
う
漢
字
を
自
分
で
吟
味
し
て
五
言
絶
句
に
ま
と
め
て
い
っ
た
。

文
法
的
に
は
お
か
し
な
所
も
あ
る
か
と
思
う
が
、
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
詩
に

な
っ
た
。崎

居、
気
持
品
掌
n
h

友

た

同市
首
『
よ

栽

♂

隣

mm威

納
得
将
来
良

Z
H後

auw

原〆－~ヨン民
夏友キ山
思中美中
出山口...料

金売れ再也事里

貫主エ句作

明
日
香

． 
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〈ご.. 
砕

鳥

朝
驚
出
来
S
苧

鷲
似
e
A

烏
泊
A

後
告
白
企
業

状
初
目
見
党
系

ヨL干

央

長
司
鈎
園
行

事

J4
m脱
税
叫
品
川

珍
物
居
枕
は
時

1a
回
知
日
暮

S
A

、段
々
集
時

水
練
習
力
財

間
違
時
・
々
管

何
妙
五
頑
張

発
表
令

望
美

流
星
軒

：
龍
之

級
品
え
え
塁
群

拡
流
星
立
を
ロ

世
現
平
和
”
三

吋
税
主
税
健

学
習
後
の
自
作
テ
ス
ト
の
通
過
率
は
部
%
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
学
習
後
の
学

習
意
欲
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
い
て
も
「
楽
し
か
っ
た」
、
「
作
者
の
思
い

が
分
か
っ
た
」
と
肯
定
評
価
を
す
る
児
童
の
割
合
は
と
も
に
位
%
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
日
記
に
も
授
業
の
感
想
や
漢
詩
を
書
い
て
く
る
児
童
も
数
名
い
た
。

取
組
に
よ
り
漢
字
の
持
つ
様
々
な
意
味
に
気
づ
く
と
と
も
に
、
漢
字
の
奥
深

さ
を
知
る
こ
と
で
語
実
力
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
た
。
詩
や
漢
字
の
使
い
方
に

込
め
ら
れ
た
作
者
の
思
い
を
捉
え
る
活
動
を
通
し
て
、
情
緒
カ
を
養
う
こ
と
が

で
き
た
。
ま
た
、
分
か
っ
て
い
る
こ
と
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
な
が
ら
漢
文
を
読
み

進
め
た
り
、
自
分
な
り
の
五
言
絶
句
を
作
っ
た
り
す
る
活
動
は
、
論
理
的
思
考

力
の
育
成
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

6
．
成
果
と
課
題
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以
上
の
よ
う
な
実
践
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
三
点
の
成
果
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
た
。

一
点
目
は
児
童
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
対
す
る
親
し
み
が
深
ま
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
ふ
れ
る
場
を
設
け
る
こ
と
に
よ

り
、
児
童
が
意
欲
を
も
っ
て
楽
し
く
学
習
し
て
い
る
こ
と
が
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

か
ら
も
分
か
る
。
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
触
れ
る
学
習
や
和
楽
タ
イ
ム
が
楽
し

い
と
感
じ
て
い
る
児
童
が
多
い
。

二
点
目
の
成
果
は
言
葉
や
文
に
着
目
し
、
読
む
カ
が
徐
々
に
高
ま
っ
て
き
た

こ
と
で
あ
る
。
自
作
テ
ス
ト
や
様
々
な
学
力
検
査
の
結
果
か
ら
も
学
力
の
伸
び

が
見
て
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
児
童
の
語
実
力
・
情
緒
カ
・
論
理
的



伝統的言語文化にふれる学習は楽しいですか。

軍6学年10~

事5学年10月

軍4学年10月

第3学年10月

和楽タイムの好きな学習内容は何ですか。

． 

学総全体

第6＇炉室事

第5学年

第4学年

第3学年

算2学年

第1学年
軍1学年10月

。‘

草2学年10月
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和楽タイムは楽しいですか。
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第5学年10月

第4学年10月

第3学年10月

［各学年の読解の確かめ・創作などの活動例］

l学年「オリジナル連想あそび耽lをつくる。

2学年「ここが大すき lおむすびころりんlポスターをつくる。

3学年 Iお笑い掲示桓（とんち話幅）Jをつくる。

4学年 I音読尭費生Iをする。

5学年 Iなるほどl昔のお話から（名人編新聞lをつくる。

6学年 I平家物語，方士記の世界新聞lをつくる。
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第2学年10月

第1学年10~

O省

思
考
力
も
伸
長
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

三
点
目
の
成
果
は
、
表
現
す
る
力
が
高
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
音
読
↓
読

解
↓
表
現
（
評
価
）
↓
読
み
（
確
か
め
）
↓
創
作
（
発
展
）
の

一
連
の
学
習
過
程

に
お
い
て
、
読
み
取
っ
た
こ
と
や
味
わ
っ
た
こ
と
を
表
現
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

読
み
の
評
価
と
と
も
に
豊
か
な
表
現
活
動
に
も
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
和

楽
タ
イ
ム
で
も
、
児
童
は
創
作
活
動
に
意
欲
的
で
あ
る
こ
と
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
か
ら
も
分
か
る
。

創
作
活
動
を
「
楽
し
い
」
と
感
じ
た
児
童
の
割
合
が
、
五
年
生
で
M
m
%
と

な
っ
た
。
伝
統
的
な
言
語
文
化
で
培
っ
た
「
読
む
力
・
表
す
力
」
は
、
広
が
り

を
見
せ
て
い
っ
た
。
社
会
科
や
理
科
で
作
る
新
聞
に
お
い
て
も
、
児
童
は
、
情

報
を
集
め
て
整
理
し
た
り
、
考
え
を
ま
と
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
学
習
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
児
童

は
伝
統
文
化
へ
の
興
味

・
関
心
が
高
ま
り
、
大
き
な
声
で
音
読
し
、
自
信
を

も
っ
て
発
表
し
、
自
分
の
考
え
を
書
い
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
次
ペ
ー
ジ
に

あ
る
の
は
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
学
習
で
感
じ
た
こ
と
を
新
聞
に
投
稿
し
た

も
の
で
あ
る
。
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一
方
課
題
と
し
て
は
、
次
の
四
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

－
評
価
規
準
と
「
読
解
・
表
現
」
の
見
取
り
表
と
の
整
合
性
を
よ
り
確
か
に
す

る
。

・
目
標
に
迫
る
た
め
の
発
聞
を
工
夫
す
る
。

－
音
読
、
朗
読
、
暗
唱
の
力
を
さ
ら
に
高
め
る
指
導
を
工
夫
す
る
。
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奇
襲
軒
な
ど

由
古
車
￥
量
当

Fν
克
い
、
と
亀
は
量
い
ま

レ
t．
〈

貰

E’
甫
問
山

智
＆
著
書
Z
4
a

’’Lf

．．
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こ
れ
ら
の
課
題
を
念
頭
に
、
現
任
校
で
も
国
語
科
授
業
の
活
性
化
を
、
目
指

し
て
研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

（
東
広
島
市
立
八
本
松
小
学
校
）


