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年

詩・短歌・俳句

ふ
し
ぎ　
金
子
み
す
ゞ

河
童
と
蛙　
草
野
心
平

四
季
の
詩　
安
西
冬
衛
ほ
か

虹
の
足　
吉
野
弘

新 

短
歌
の
味
わ
い　
穂
村
弘
ほ
か

新 

豚　
木
坂
涼

春
に　
谷
川
俊
太
郎

新 

俳
句
の
味
わ
い　
堀
本
裕
樹
ほ
か

初
恋　
島
崎
藤
村

新 

や
わ
ら
か
な
想
い　
さ
く
ら
も
も
こ

小説・随筆

新 

桜
蝶　
田
丸
雅
智

オ
ツ
ベ
ル
と
象　
宮
沢
賢
治

少
年
の
日
の
思
い
出　
ヘ
ル
マ
ン
＝
ヘ
ッ
セ

タ
オ
ル　
重
松
清

夏
の
葬
列　
山
川
方
夫

走
れ
メ
ロ
ス　
太
宰
治

立
っ
て
く
る
春　
川
上
弘
美

新 

な
ぜ
物
語
が
必
要
な
の
か　
小
川
洋
子

私　
三
崎
亜
記

故
郷　
魯
迅

バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル　
村
上
春
樹

読書

ベ
ン
チ 

ハ
ン
ス
＝
ペ
ー
タ
ー
＝

リ
ヒ
タ
ー

蜘
蛛
の
糸　
芥
川
龍
之
介 

⇒P
20

夢
を
跳
ぶ　
谷
真
海

坊
っ
ち
ゃ
ん　
夏
目
漱
石 

⇒P
20

新 

薔
薇
の
ボ
タ
ン

梯
久
美
子

最
後
の
一
句

森
鷗
外　

⇒P
20

言葉の自習室

銀
の
し
ず
く
降
る
降
る

藤
本
英
夫

花
の
詩
画
集　
星
野
富
弘

デ
ュ
ー
ク　
江
國
香
織

悠
久
の
自
然

星
野
道
夫

季
節
を
う
た
う

照
屋
林
賢
／
一
戸
謙
三

字
の
な
い
葉
書　
向
田
邦
子

素
顔
同
盟

す
や
ま
た
け
し

語
り
継
ぐ
も
の

吉
永
小
百
合

言
葉
で
つ
か
ん
だ
世
界
一 　
国
枝
慎
吾

○
社
会
や
人
間
に
対
す
る
認
識
力
を
高
め
る
作
品
を
教
材
化

22
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01-01-02桜蝶　初校

「
何
や
っ
て
る
の
？
」

　声
を
か
け
ら
れ
振
り
返
る
と
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
白
石
さ
ん
が
立
っ
て
い
た
。

　僕
は
言
っ
た
。

「
桜さ

く
ら

蝶ち
ょ
う
の
旅
立
ち
を
見
守
っ
て
て
。」

　首
を
か
し
げ
る
白
石
さ
ん
に
、
僕
は
桜
蝶
の
こ
と
を
教
え
て
あ
げ
る
。

　僕
が
親
の
転
勤
で
こ
の
町
に
や
っ
て
き
た
の
は
、
春
先
の
こ
と
だ
っ
た
。
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷

を
離は

な

れ
る
の
は
寂
し
く
て
、
特
に
友
達
と
の
別
れ
は
本
当
に
つ
ら
か
っ
た
。

　そ
ん
な
折
、
僕
は
こ
の
公
園
で
偶
然
に
も
桜
蝶
を
見
つ
け
た
。
桜
蝶
―
―
そ
れ
は
春
が
来
る
と

南
か
ら
北
へ
と
桜
の
木
に
留
ま
り
な
が
ら
旅
す
る
蝶
だ
。
こ
の
蝶
が
や
っ
て
く
る
と
桜
が
一
斉
に

咲
き
始
め
る
の
で
、
桜
の
開
花
を
告
げ
る
蝶
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
…
…
そ
う
教
え
て
く
れ
た
の

は
、
故
郷
に
い
る
親
友
だ
っ
た
。

　僕
は
蝶
を
発
見
し
た
そ
の
日
か
ら
、
公
園
へ
と
毎
日
通
っ
た
。
そ
し
て
、
南
の
町
か
ら
来
た
自

分
の
境き

ょ
う

遇ぐ
う

を
桜
蝶
に
重
ね
て
は
、
勝
手
に
孤こ

独ど
く

を
分
け
合
っ
て
き
た
。

　け
れ
ど
、
そ
ん
な
日
々
も
、
ま
も
な
く
終
わ
る
―
―
。

01-01-02桜蝶.indd   22 2020/02/27   17:09:01
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・・・・5・・・・

03-06-01俳句の味わい　四校

　渡
り
鳥
み
る
み
る
わ
れ
の
小ち

さ
く
な
り�

上う
え

田だ

五ご

千せ
ん

石ご
く

　秋
の
季
語
で
あ
る
「
渡
り
鳥
」
は
、
北
方
か
ら
日
本
に
渡
っ
て
き
ま
す
が
、
こ
の
句
を
読
ん
だ
と
き
、
不
思

議
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
部
分
に
気
づ
く
で
し
ょ
う
。

　ふ
つ
う
飛
び
去
る
渡
り
鳥
を
見
上
げ
て
い
る
と
、
小
さ
く
な
っ
て
い
く
の
は
渡
り
鳥
の
ほ
う
で
す
が
、
こ
の

句
で
は
「
み
る
み
る
わ
れ
の
小
さ
く
な
り
」
と
見
て
い
る
自
分
が
小
さ
く
な
っ
て
い
き
ま
す
ね
。
と
て
も
不
思

議
な
感
じ
が
し
ま
す
。
し
か
し
作
者
は
わ
ざ
と
そ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の
で
す
。

　俳
句
は
短
い
文
芸
で
す
か
ら
、
ど
こ
か
に
工
夫
を
凝こ

ら
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
目
だ
た
な
い
よ
う
な
細
か
な

工
夫
も
あ
れ
ば
、
こ
の
句
の
よ
う
に
大
胆
な
工
夫
を
凝
ら
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

俳
句
の
味
わ
い

●�

言
葉
の
意
味
を
掘ほ

り
起
こ
し
て
読
む
。

目標

堀ほ
り

本も
と�

裕ゆ
う

樹き

俳
句
の
き
ま
り

　
俳
句
と
は
、
五
・
七
・
五

と
い
う
三
句
十
七
音
か
ら
な

る
、
世
界
で
最
も
短
い
短
詩

型
文
学
。
一
句
、
二
句
と
数

え
る
。

　
一
句
の
中
で
、
言
葉
の
つ

な
が
り
や
意
味
の
切
れ
め
に

あ
た
る
と
こ
ろ
を
句
切
れ
と

い
う
。

　
ま
た
、
句
の
表
現
を
い
っ

た
ん
そ
こ
で
切
っ
て
、
余
情

や
感
動
を
表
す
は
た
ら
き
の

あ
る
い
く
つ
か
の
言
葉
を
切

れ
字
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、

切
れ
字
の
現
れ
た
と
こ
ろ
は

必
ず
句
切
れ
に
な
る
。
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・・・・5・・・・

02-06-01短歌の味わい　三校

　白し
ら

鳥と
り

は
か
な
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を（
オ
）に

も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ（
ウ
）�

若わ
か

山や
ま

牧ぼ
く

水す
い

　「白
鳥
は
か
な
し
か
ら
ず
や
」
と
、
い
き
な
り
不
思
議
な
思
い
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
。「
え
、
ど
う
し
て
？
」

と
問
う
間
も
な
く
、
空
の
青
に
も
海
の
青
に
も
染
ま
る
こ
と
な
く
漂た
だ
よっ

て
い
る
か
ら
、
と
い
う
意
外
な
理
由
が

記
さ
れ
る
。
ず
っ
と
純
白
で
あ
る
こ
と
の
哀か
な

し
み
。
だ
が
、
現
実
の
鳥
が
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
は
ず
が
な
い
。

海
辺
に
い
た
「
白
鳥
」
と
は
鷗か
も
めだ
ろ
う
か
。
二
十
代
の
作
者
は
、
そ
の
白
い
鳥
の
姿
に
自
ら
を
重
ね
て
い
る
よ

う
だ
。
そ
し
て
、
読
者
も
ま
た
、
若
け
れ
ば
若
い
ほ
ど
、
孤
独
で
あ
れ
ば
孤
独
で
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
感
覚
に
共

鳴
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
も
、
そ
の
身
が
青
に
染
ま
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
空
と
、
海
と
、
世
界
と
一

短
歌
の
味
わ
い

● 

情
景
や
心
情
を
掘ほ

り
起
こ
し
、
声
に
出
し

て
短
歌
を
読
む
。

目標

穂ほ

村む
ら

弘ひ
ろ
し

短
歌
の
き
ま
り

　
短
歌
と
は
、五
・
七
・
五
・

七
・
七
と
い
う
五
句
三
十
一

音
か
ら
な
る
短
詩
型
文
学
。

一
首
、
二
首
と
数
え
る
。

　
前
半
の
三
句
を
上か

み

の
句
、

後
半
の
二
句
を
下し

も

の
句
と
い

う
。
通
常
、
百
人
一
首
カ
ル

タ
の
取
り
札
に
は
、
下
の
句

が
書
い
て
あ
る
。

　
ま
た
、
一
首
の
中
で
、
言

葉
の
つ
な
が
り
や
意
味
の
切

れ
め
に
あ
た
る
と
こ
ろ
を
句

切
れ
と
い
う
。
読
む
と
き
に

は
い
っ
た
ん
休
止
す
る
と
よ

い
。

　
た
だ
し
、
句
切
れ
を
必
ず

02-06-01短歌の味わい.indd   164 2020/02/27   17:30:35

26

・・・・5

03-01-03なぜ物語が必要なのか　三校

　
一
九
四
四
年
八
月
四
日
、
何
者
か
の
密
告
に
よ
り
、
隠
れ
家
の
人
々
は
連
行
さ
れ
ま
す
。
一
九
四
五
年
、
ア

ン
ネ
は
ド
イ
ツ
の
強
制
収
容
所
ベ
ル
ゲ
ン
＝
ベ
ル
ゼ
ン
で
、
チ
フ
ス
の
た
め
命
を
落
と
し
ま
し
た
。
家
族
の
中

で
生
き
残
っ
た
の
は
、
父
の
オ
ッ
ト
ー
一
人
き
り
で
し
た
。
ア
ン
ネ
の
日
記
は
一
九
四
四
年
八
月
一
日
、
火
曜

日
が
最
後
で
す
。
い
つ
も
の
と
お
り
、
親
愛
な
る
キ
テ
ィ
ー
へ
、
で
始
ま
り
、
じ
ゃ
あ
ま
た
、
ア
ン
ネ
＝
Ｍ
＝

フ
ラ
ン
ク
よ
り
、
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。

03-01-03なぜ物語が必要なのか.indd   26 2020/02/27   17:39:32

20

・・・・5・・・・

01-01-02桜蝶　初校

　白し
ら

石い
し

さ
ん
が
学
校
帰
り
に
公
園
の
前
を
通
り
か
か
る
と
、
同
じ
ク
ラ
ス
の
倉く
ら

橋は
し

君
が
一
本
の
桜

の
木
の
前
に
立
っ
て
い
た
。

「
何
や
っ
て
る
の
？
」

　白
石
さ
ん
が
尋た

ず

ね
る
と
、
倉
橋
君
は
振ふ

り
返
っ
て
こ
う
言
っ
た
。

「
桜
蝶
の
旅
立
ち
を
見
守
っ
て
て
。」

　そ
し
て
、
倉
橋
君
は
こ
ん
な
話
を
し
始
め
た
。

「
春
が
来
る
と
南
か
ら
北
へ
、
桜
の
木
に
留
ま
り
な
が
ら
旅
を
す
る
蝶
が
い
て
。
そ
れ
が
、
桜

蝶
っ
て
い
う
蝶
で
。
こ
の
蝶
が
や
っ
て
く
る
と
桜
が
一い

っ

斉せ
い

に
咲さ

き
始
め
る
か
ら
、
桜
の
開
花
を
告

げ
る
蝶
だ
と
も
言
わ
れ
て
て
ね
。
僕ぼ

く

は
こ
こ
で
偶ぐ
う

然ぜ
ん

見
つ
け
て
毎
日
観
察
し
て
た
ん
だ
け
ど
、
そ

桜さ
く
ら

　蝶ち
ょ
う

田た

丸ま
る

雅ま
さ

智と
も

目標
● 

文
学
作
品
の
構
成
や
展
開
を
描び

ょ
う

写し
ゃ

を
も

と
に
理
解
す
る
。

01-01-02桜蝶.indd   20 2020/02/27   17:08:43
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薔薇のボタン

03-02-01薔薇のボタン　六校

広島の少女が着ていたブラウスの前立て部分
（ひろしま♯２　石内都 撮影）
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・・・・5・・

03-08-03やわらかな想い　三校

や
わ
ら
か
な
想お

も

い

さ
く
ら
も
も
こ

言
葉
の
記
号
で

置
き
換
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
想
い
が

父
の
静
か
な
笑
顔
か
ら

母
の
電
話
の
沈
黙
か
ら

あ
な
た
の
瞳
の
中
の
光
か
ら

わ
た
し
の
深
呼
吸
か
ら

世
界
中
の
い
ろ
ん
な
人
か
ら

03-08-03やわらかな想い.indd   266 2020/02/27   17:47:49

やわらかな想い

267

・・・・5

03-08-03やわらかな想い　三校

流
れ
出
し
て
い
る
。

赤
ち
ゃ
ん
の
笑
い
声

理
由
の
な
い
涙

記
号
に
あ
て
は
ま
ら
な
い

柔
軟
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
か
た
ま
り
。

さ
く
ら
も
も
こ
［
一
九
六
五
―
二
〇
一
八
］

静
岡
県
に
生
ま
れ
た
。
漫
画
家
。
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
。
作
詞
家
。

　作
品
に
『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
』『
コ
ジ
コ
ジ
』、
エ
ッ
セ
イ
に
『
も

も
の
か
ん
づ
め
』『
さ
る
の
こ
し
か
け
』
な
ど
が
あ
る
。

《
出
典
》『
ま
る
む
し
帳
』
に
よ
っ
た
。

03-08-03やわらかな想い.indd   267 2020/02/27   17:47:50

▲１年Ｐ 18『桜蝶』
同一のストーリーを異なる語りで表現する。文学の仕掛け
のおもしろさにふれる。

▲３年Ｐ 22『なぜ物語が必要なのか』
平和や人権などを背景に，文学と生きることとの関係を考
える。 ⇒ P3

▲３年Ｐ 48『薔薇のボタン』
被爆した少女が残した服をとおして，平和
について新たな視点で考察する。

▲３年Ｐ 266『やわらかな想い』
送り出しの詩として，さくらももこの詩を教科書に初めて掲載。

▲２年Ｐ 164『短歌の味わい』
名作から現代の作品まで，気鋭の歌人，俳人が読み解く。

▼３年Ｐ 166『俳句の味わい』

読
む
こ
と
（
文
学
的
文
章
）

新 

…
新
教
材

文
学
と
し
て
の
味
わ
い
、
人
間
観
を
養
い
、
情
緒
を
育
む

小
説
の
仕
掛
け
の
お
も
し
ろ
さ
を
と
お
し
て
、
内
容
を
深
く
読
む

➡
別
冊
③

➡ 

Ｐ
20

➡ 

Ｐ
20

➡ Ｐ 3

158

・・・・5・

01-06-02オツベルと象　四校

「
オ
ツ
ベ
ル
を
や
っ
つ
け
よ
う
。」
議
長
の
象
が
高
く
叫
ぶ
と
、

「
お
う
、
出
か
け
よ
う
。
グ
ラ
ラ
ア
ガ
ア
、
グ
ラ
ラ
ア
ガ
ア
。」
み
ん
な
が
一
度
に
呼
応
す
る
。

　さ
あ
、
も
う
み
ん
な
、
嵐あ
ら
しの

よ
う
に
林
の
中
を
鳴
き
抜
け
て
、
グ
ラ
ラ
ア
ガ
ア
、
グ
ラ
ラ
ア
ガ

ア
、
野
原
の
方
へ
と
ん
で
い
く
。
小
さ
な
木
な
ど
は
根
こ
ぎ
に
な
り
、
や
ぶ
や
な
ん
か
も
め
ち
ゃ

め
ち
ゃ
だ
。
グ
ワ
ア

　グ
ワ
ア

　グ
ワ
ア

　グ
ワ
ア
、
花
火
み
た
い
に
野
原
の
中
へ
と
び
出
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
な
ん
の
、
走
っ
て
、
走
っ
て
、
と
う
と
う
向
こ
う
の
青
く
か
す
ん
だ
野
原
の
果
て
に
、

▼	

嵐

	

呼
応

意

01-06-02オツベルと象.indd   158 2020/02/27   17:15:12

少年の日の思い出

247

・・・・5・・・・10・・・・15・

01-09-03少年の日の思い出　四校

彼
の
収
集
は
小
さ
く
貧
弱
だ
っ
た
が
、
こ
ぎ
れ
い
な
の
と
、
手
入

れ
の
正
確
な
点
で
一
つ
の
宝
石
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。

彼
は
そ
の
う
え
、
傷い
た

ん
だ
り
壊
れ
た
り
し
た
チ
ョ
ウ
の
羽
を
、
に

か
わ
で
継つ

ぎ
合
わ
す
と
い
う
、
非
常
に
難
し
い
珍
し
い
技
術
を
心

得
て
い
た
。
と
に
か
く
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
、
模も

範は
ん

少
年
だ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
僕
は
妬ね
た

み
、
嘆た
ん

賞し
ょ
うし
な
が
ら
彼
を
憎に
く

ん
で
い
た
。

　
こ
の
少
年
に
コ
ム
ラ
サ
キ
を
見
せ
た
。
彼
は
専
門
家
ら
し
く
そ

れ
を
鑑か
ん

定て
い

し
、
そ
の
珍
し
い
こ
と
を
認
め
、
二
十
ペ
ニ
ヒ
ぐ
ら
い

の
現
金
の
値
打
ち
は
あ
る
、
と
値
踏
み
し
た
。
し
か
し
そ
れ
か
ら
、

彼
は
難
癖
を
つ
け
始
め
、
展
翅
の
仕
方
が
悪
い
と
か
、
右
の
触
角

が
曲
が
っ
て
い
る
と
か
、
左
の
触
角
が
伸の

び
て
い
る
と
か
言
い
、

そ
の
う
え
、
足
が
二
本
欠
け
て
い
る
と
い
う
、
も
っ
と
も
な
欠
陥

を
発
見
し
た
。
僕
は
そ
の
欠
点
を
た
い
し
た
も
の
と
は
考
え
な

か
っ
た
が
、
こ
っ
ぴ
ど
い
批
評
家
の
た
め
、
自
分
の
獲
物
に
対
す

る
喜
び
は
か
な
り
傷
つ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
で
僕
は
二
度
と
彼
に
獲

物
を
見
せ
な
か
っ
た
。

▼	

範
▼	

妬
▼	

鑑
ペ
ニ
ヒ

　
ユ
ー
ロ
導
入
前
の
ド
イ
ツ

の
貨か

幣へ
い

の
単
位
。
一
ペ
ニ
ヒ

は
百
分
の
一
マ
ル
ク
で
あ
っ

た
。

	

も
っ
と
も
だ

	

欠
陥

文意
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ぽ
ぽ
や
グ
ス
ベ
リ
を
摘
ん
で
一
緒
に
遊
ん
だ
故
郷
、
登
別
の
友
達
を
、
懐な
つ

か

し
く
思
い
出
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
３
　
一
つ
の
悩な
や

み

　
幸
恵
が
旭
川
の
上か
み

川か
わ

第
三＊
尋じ
ん

常じ
ょ
う

小
学
校
に
入
学
し
た
の
は
、
一
九
一
〇

（
明
治
四
十
三
）
年
四
月
で
あ
る
が
、
そ
の
年
の
九
月
、
ア
イ
ヌ
の
子
ど
も

た
ち
だ
け
を
通
学
さ
せ
る
上
川
第
五
尋
常
小
学
校
が
つ
く
ら
れ
、
彼
女
も
そ

の
学
校
に
転
校
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
全
部
で
二
十
八
人
、
男
女
半
々
だ
っ

た
。
学
校
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
が
多
く
住
ん
で
い
る
近
文
地
区
の
、
マ
ツ

が
勤
め
る
教
会
の
敷し

き

地ち

続
き
に
建
て
ら
れ
た
。

　
こ
の
学
校
で
彼
女
は
、
皆か
い

勤き
ん

賞
や
精
勤
賞
を
受
け
る
ほ
ど
健
康
で
あ
り
、

成
績
も
優ゆ
う

秀し
ゅ
う

で
あ
っ
た
。
何
か
の
都
合
で
教
師
が
不
在
の
と
き
は
、
低
学

年
の
勉
強
の
相
談
相
手
に
な
っ
た
り
も
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
家
庭
で
は
、

ア
イ
ヌ
語
が
日
常
的
に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
教
科
書

は
難
し
く
、
教
師
の
授
業
が
理
解
で
き
な
い
者
が
か
な
り
い
た
が
、
そ
う
い

う
子
ど
も
た
ち
に
も
幸
恵
の
話
は
よ
く
わ
か
っ
た
と
い
う
。

　
こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
学
校
の
近
く
に
住
む
子
ど
も
た
ち
は
、
昼
食
を
自
分
の
家
に
帰
っ
て
食
べ

て
い
た
。
あ
る
日
、
幸
恵
よ
り
一
年
下
の
女
の
子
が
、
学
校
に
戻も

ど

っ
て
く
る

と
、
も
う
午
後
の
授
業
が
始
ま
っ
て
い
た
。
家
の
時
計
が
遅お
く

れ
て
い
た
の
だ
。

先
生
は
大
声
で
ど
な
り
な
が
ら
、
彼
女
を
殴な
ぐ

り
飛
ば
し
た
。
彼
女
は
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
な
っ
て
か
ら
も
、
当
時
を
回
想
し
て
、「
飛
ば
さ
れ
て
尻し
り

餅も
ち

を
つ

い
た
と
た
ん
、
私
は
恥は

ず
か
し
い
こ
と
に
オ
シ
ッ
コ
を
漏も

ら
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
す
る
と
、
幸
恵
さ
ん
は
私
を
廊ろ
う

下か

に
連
れ
出
し
、
黙だ
ま

っ
て
後
始
末
を

し
て
く
れ
ま
し
た
。」
と
、
幸
恵
を
し
の
ん
で
い
た
。

　
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
、
小
学
校
を
卒
業
し
た
幸
恵
は
、
一
年
生
の
時

少
し
通
学
し
た
こ
と
の
あ
る
上＊

川
第
三
尋
常
高
等
小
学
校
の
高
等
科
に
入
学

し
た
。
そ
の
翌
年
、
彼
女
は
高
等
科
一
年
修し
ゅ
う

了り
ょ
うで
、
旭
川
区
立
女
子
職
業

学
校
を
受
験
、
四
番
と
い
う
優
秀
な
成
績
で
合
格
し
た
。
し
か
し
、
幸
恵
に

女子職業学校入学当時の幸恵

01-11-01銀のしずく降る降る.indd   290 2020/02/27   17:19:18

58

・・・・5・・・・10・・・・15・

01-03-01ベンチ　四校

い
ぶ
過
ぎ
て
い
た
。
誰
に
も
見
つ
か
ら
な
く
て
、
引
っ

ぱ
っ
て
い
か
れ
な
く
て
よ
か
っ
た
よ
。
だ
け
ど
、
お
父
さ

ん
に
は
、
ひ
ど
く
叱し

か

ら
れ
た
。

　
そ
れ
か
ら
一
週
間
、
僕
は
行
こ
う
か
行
く
ま
い
か
、
ず

い
ぶ
ん
迷
っ
た
。
で
も
、
日
曜
日
、
や
っ
ぱ
り
行
か
な

か
っ
た
。
行
け
な
い
じ
ゃ
な
い
か
！
　
僕
と
一
緒
に
い
る

と
こ
ろ
を
見
つ
か
っ
た
ら
、
彼
女
は
収
容
所
行
き
な
ん
だ

も
の
！
」

ハ
ン
ス
＝
ペ
ー
タ
ー
＝
リ
ヒ
タ
ー

［
一
九
二
五
─
一
九
九
三 

］
ド
イ
ツ
の
児
童
文
学
者
。

上
田
真
而
子
［
一
九
三
〇
─
二
〇
一
七 

］

和
歌
山
県
に
生
ま
れ
た
。
翻ほ

ん

訳や
く

家
。

　作
品
に
『
ぼ
く
た
ち
も
そ
こ
に
い
た
』『
若
い
兵
士
の

と
き
』
な
ど
が
あ
る
。

　訳
書
に
ヘ
ル
ト
リ
ン
グ
作
『
ヒ
ル
ベ
ル
と
い
う
子
が
い

た
』、
エ
ン
デ
作
『
は
て
し
な
い
物
語
』
な
ど
、
著
書
に

『
お
ば
け
さ
ん
と
の
や
く
そ
く
』『
幼
い
日
へ
の
旅
』
が
あ

る
。

《
出
典
》『
あ
の
こ
ろ
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
い
た
』
に
よ
っ

た
。

アウシュビッツ強制収容所へと延びる線路。
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02-03-01夢を跳ぶ　四校

接
す
る
こ
と
で
何
か
を
感
じ
取
っ
て
も
ら
え
れ
ば
い
い
。

　
子
ど
も
た
ち
に
は
、
私
の
心
の
支
え
に
な
っ
て
い
る
言
葉
を
伝

え
て
い
る
。

「
神
様
は
そ
の
人
に
乗
り
越こ

え
ら
れ
な
い
試
練
は
与
え
な
い
。」

　
こ
れ
は
、
病
気
の
告
知
を
受
け
て
、「
ど
う
し
て
私
が
こ
ん
な

め
に
遭あ

う
の
か
。」
と
落
ち
こ
ん
で
い
た
時
に
母
が
言
っ
た
言
葉

だ
。
入
院
中
も
そ
の
後
も
、
こ
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
「
私
な
ら

き
っ
と
乗
り
越
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
試
練
を
与
え
ら
れ
た
ん

だ
。」「
こ
れ
を
乗
り
越
え
れ
ば
、
き
っ
と
成
長
し
た
自
分
に
会
え

る
ん
だ
。」
と
思
い
、
気

持
ち
を
前
向
き
に
切
り
替

え
て
き
た
。
こ
の
言
葉
に

何
度
も
何
度
も
救
わ
れ
た

の
だ
。

　
二
〇
一
一
年
三
月
十
一

日
に
、
東
日
本
大
震し

ん

災さ
い

が

起
き
た
。
私
は
宮
城
県
気け

仙せ
ん

沼ぬ
ま

市
の
生
ま
れ
で
、
実

家
は
被ひ

災さ
い

し
た
。
先
ほ
ど
の
母
の
言
葉
は
、
震
災
後
に
、
私
が
多

く
の
人
に
伝
え
て
き
た
言
葉
で
も
あ
っ
た
。

　
振
り
返
れ
ば
、
足
を
失
っ
て
希
望
を
な
く
し
て
い
た
私
に
、
夢

を
与
え
て
く
れ
た
の
は
走
る
こ
と
だ
っ
た
。「
い
つ
か
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
に
出
た
い
。」
と
い
う
思
い
が
障
が
い
を
乗
り
越
え
る
力

に
な
っ
た
。
そ
し
て
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出
た
こ
と
で
、
失
っ
て

し
ま
っ
た
も
の
よ
り
も
、
目
の
前
に
あ
る
も
の
を
大
切
に
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。

　
私
は
、
二
〇
二
〇
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
競
技
大
会
の
招し

ょ
う

致ち

メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
動
し
、
開
催
地
を
決

2013年，宮城県気仙沼市の小学校で行った特別
授業での様子

オリンピック・パラリンピック招致会
議でのプレゼンテーションの様子
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道
行
く
人
を
押
し
の
け
、
跳
ね
飛
ば
し
、
メ
ロ
ス
は
黒
い
風
の
よ
う
に
走
っ
た
。
野
原
で
酒
宴
の
、
そ
の
宴

席
の
ま
っ
た
だ
中
を
駆
け
抜
け
、
酒
宴
の
人
た
ち
を
仰
天
さ
せ
、
犬
を
蹴
飛
ば
し
、
小
川
を
跳と

び
越
え
、
少
し

ず
つ
沈
ん
で
ゆ
く
太
陽
の
、
十
倍
も
速
く
走
っ
た
。
一
団
の
旅
人
と
さ
っ
と
す
れ
違
っ
た
瞬
間
、
不
吉
な
会
話

を
小
耳
に
は
さ
ん
だ
。「
今
頃
は
、
あ
の
男
も
、
は
り
つ
け
に
か
か
っ
て
い
る
よ
。」
あ
あ
、
そ
の
男
、
そ
の
男

	

仰
天

意

02-09-02走れメロス.indd   260 2020/02/27   17:33:32

308

02-11-01悠久の自然　三校

星
野
道
夫
が
見
た
ア
ラ
ス
カ

◯
写
真
を
見
て
、「
悠
久
の
自
然
」
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
よ
う
。
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今
回
の
事
例
は
、
私
一
人
で
把
握
し
て
お
け
ば
い
い
案
件
で
は
な
か
っ
た
。「
重
複
デ
ー
タ
消
去
時
の
、
住

民
デ
ー
タ
の
個
人
と
の
同
一
希
薄
性
発
生
時
の
対
応
」
と
し
て
市
民
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
追
加
し
、
課
題
と
解

決
策
と
を
課
内
で
共
有
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
住
民
情
報
デ
ー
タ
と
個
人
が
、
こ
れ
ほ
ど
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
は
、
思
っ
て
も
み

な
か
っ
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、
私
が
「
私
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
で
き
る
の
は
、
こ
う
し
て
役
所
に

デ
ー
タ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
だ
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
れ
ら
全
て
の
デ
ー
タ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、「
私
」

と
い
う
存
在
そ
の
も
の
も
消
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

　
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
で
無
数
の
「
個
人
情
報
」
を
裁
断
し
な
が
ら
、
私
は
つ
い
、
そ
ん
な
想
像
を
し
て
し
ま
っ
た
。

	

重
複

	

密
接

	

裁
断

意類意
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薔薇のボタン

03-02-01薔薇のボタン　六校

「ギンガムチェックのワンピース」

「水玉のブラウス」

右：ひろしま♯20　左上：ひろしま♯7
左下：ひろしま♯69 （石内都 撮影）
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　僕
は
ぼ
ん
や
り
と
対
岸
の
森
林
地
帯
を
眺
め
た
。
そ
し
て
振
り
返
る
と
、

高
層
ビ
ル
の
僕
の
街
が
あ
っ
た
。
こ
の
橋
の
な
い
川
を
隔へ

だ

て
て
、
あ
ま
り
に

も
自
然
と
人
工
物
が
対
立
し
て
い
る
の
に
、
改
め
て
驚
い
た
。
自
然
保
護
区

は
荒
ら
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
聖
域
だ
っ
た
。

　イ
チ
ョ
ウ
の
木
の
陰
に
女
の
子
が
い
た
。
僕
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
年
齢
だ
ろ

う
。
街
か
ら
隠
れ
る
よ
う
に
し
て
、
向
こ
う
岸
を
見
て
い
た
。
僕
は
気
づ
か

れ
な
い
よ
う
に
何
本
か
離
れ
た
イ
チ
ョ
ウ
の
木
の
そ
ば
で
彼
女
を
見
守
っ
た
。

彼
女
の
顔
は
み
ん
な
と
同
じ
笑
顔
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
女
は
次
に
、
両

手
で
仮
面
を
覆
う
と
、
そ
っ
と
そ
れ
を
外
し
た
の
だ
。
僕
は
思
わ
ず
息
を
止

め
た
。
事
の
重
大
さ
に
胸
を
ど
き
ど
き
さ
せ
な
が
ら
周
り
を
見
回
し
て
み
た

が
、
誰
も
い
な
か
っ
た
。

　彼
女
は
素
顔
に
な
る
と
、
遠
く
の
森
を
も
う
一
度
見
つ
め
直
し
た
。
彼
女

の
素
顔
は
寂
し
そ
う
で
、
悲
し
み
さ
え
た
た
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
美
し

か
っ
た
。

　僕
は
彼
女
の
そ
の
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
不

思
議
と
と
が
め
る
気
持
ち
に
も
な
ら
な
か
っ
た
し
、
警
察
に
通
報
し
よ
う
と

も
思
わ
な
か
っ
た
。
彼
女
は
僕
と
同
じ
側
に
い
る
人
間
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。

初
め
て
同
類
に
会
え
た
の
だ
。

　そ
の
夜
、
僕
は
な
か
な
か
眠
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
、
あ
の
時
、
声
を
か
け

な
か
っ
た
の
か
と
悔
や
ん
だ
。
僕
は
、
仮
面
を
外
し
た
彼
女
と
一
緒
に
い
る

と
こ
ろ
を
、
誰
か
に
見
ら
れ
る
の
を
恐
れ
た
の
だ
。
僕
は
自
分
の
身
が
大
事

だ
っ
た
の
だ
。
結
局
、
勇
気
が
な
か
っ
た
の
だ
。
せ
っ
か
く
自
分
と
同
じ
側

に
い
る
人
間
と
出
会
え
た
の
に
、
そ
の
機
会
を
自
分
で
逃
が
し
て
し
ま
っ
た

の
だ
。

　夢
の
中
に
彼
女
が
現
れ
た
。
笑
顔
の
仮
面
を
外
す
と
、
悲
し
い
素
顔
が
現

れ
た
。
彼
女
は
僕
を
、
遠
く
の
方
を
見
つ
め
る
よ
う
な
ま
な
ざ
し
で
見
た
。

僕
に
失
望
し
、
軽
蔑
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
た
。
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確かな言葉の力を身につけ，生かす2

1617

○
論
理
的
思
考
力
を
育
て
る
た
め
の
工
夫

読
む
こ
と
（
説
明
的
文
章
）

　

一　

年

　

二　

年

　

三　

年

説明・報告・実用・評論・論説

新 

自
分
の
脳
を
知
っ
て
い
ま
す
か　
池
谷
裕
二

新 

森
に
は
魔
法
つ
か
い
が
い
る　
畠
山
重
篤

新 

子
ど
も
の
権
利

大
谷
美
紀
子

言
葉
が
つ
な
ぐ
世
界
遺
産 　
橋
本
典
明

新  

地
域
か
ら
世
界
へ

―
―
も
の
づ
く
り
で
未
来
を
変
え
る
―
―

関
根
由
子

日
本
の
花
火
の
楽
し
み 

小
野
里
公
成

水
の
山　

富
士
山　
丸
井
敦
尚

新 

紙
の
建
築

坂
茂

ガ
イ
ア
の
知
性 

龍
村
仁

学
ぶ
力　
内
田
樹

新 

Ａ
Ｉ
は
哲
学
で
き
る
か　
森
岡
正
博

新 async

―
―
同
期
し
な
い
こ
と

坂
本
龍
一

新 

問
い
か
け
る
言
葉　
国
谷
裕
子

新 

実
用
文
を
読
む

新 

青
春
の
歌
―
―
無
名
性
の
光　
穂
村
弘

言葉の
自習室

言
葉
の
力　
池
田
晶
子

新 

…
新
教
材

多
種
多
様
な
側
面
か
ら
現
代
社
会
の
課
題
に

ふ
れ
る
こ
と
で
、
深
い
思
考
へ
と
導
く

➡
別
冊
③
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02-02-01-01日本の花火の楽しみ　五校

　打
ち
上
げ
前
の
花
火
玉
は
丸
い
球
体
で
、
中
に
光
や
色
を
発
す
る

「
星
」
と
、
花
火
玉
を
割
っ
て
星
を
遠
く
飛
散
さ
せ
る
た
め
の
「
割わ
り

火か

薬や
く

」

が
層
を
な
し
て
入
っ
て
い
る
。
上
空
で
破
裂
す
る
と
、
一い
っ

瞬し
ゅ
ん

で
火
薬
の

燃
焼
に
よ
る
花
が
大
き
く
整
っ
た
球
体
に
広
が
る
。
こ
れ
が
「
割わ
り

物も
の

」
と

呼
ば
れ
る
花
火
で
、
飛
び
散
る
星
は
光
の
粒
と
な
っ
て
明
る
く
多
彩
な
色

を
放
つ
。
そ
し
て
、
そ
の
色
が
何
度
と
な
く
移
り
変
わ
る
と
い
う
変
色
の

し
か
け
を
備
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
発
色
の
違
う
火
薬
が
二
重
三
重
の
層

に
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　「割
物
」
の
中
で
も
、
球
体
の
内
側
に
さ
ら
に
「
芯し

ん

」
と
呼
ば
れ
る
球

体
を
一
つ
、
ま
た
は
複
数
入
れ
込
ん
だ
「
芯し
ん

物も
の

」
と
い
う
種
類
の
花
火
が

あ
る
。
こ
れ
は
、
製
作
に
大
変
手
間
が
か
か
る
こ
と
か
ら
、
高
い
品
質
を

維い

持じ

す
る
こ
と
が
難
し
い
。
そ
れ
を
可
能
に
し
て
き
た
の
が
、「
花
火
師
」

と
呼
ば
れ
る
職
人
が
も
つ
高
い
技
術
と
よ
り
よ
い
花
火
を
探
求
す
る
精
神

だ
。　花

火
師
た
ち
は
、
花
火
を
作
り
、
そ
れ
を
打
ち
上
げ
る
こ
と
を
仕
事
と

す
る
。
危
険
な
火
薬
を
取
り
扱
う
た
め
、
製
作
時
に
も
打
ち
上
げ
時
に
も

安
全
に
配
慮
し
な
が
ら
、
日
々
、
新
し
い
花
火
の
創
作
に
打
ち
込
ん
で
い

る
。

▼	

芯

�

探
求

同 玉
皮

　「
星
」
や
「
割
火
薬
」
を

入
れ
る
紙
製
の
容
器
。
そ
の

外
側
に
、
玉
皮
全
体
の
強
度

を
調
整
す
る
た
め
の
上
貼
紙

を
貼
り
重
ね
る
。

導火線（親導）
割火薬 芯星 親星

竜頭

上貼紙

間断紙

玉皮
おやみち

りゅう  ず

うわばり し

は さ み がみ

たまかわ

「芯物（八重芯）」の花火の構造（星の中にさらに火薬の層が作られる）
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02-07-01ガイアの知性　五校

（
調
教
師
）
の
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
て
制せ
い

御ぎ
ょ

し
、
調
整

を
し
な
が
ら
使
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
可
能
に
な
る

「
芸
」
な
の
だ
。

　例
え
ば
、
体
長
七
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
巨
大
な
オ
ル

カ
が
、
狭
い
プ
ー
ル
で
ち
っ
ぽ
け
な
人
間
を
背
ビ
レ

に
つ
か
ま
ら
せ
た
ま
ま
猛も

う

ス
ピ
ー
ド
で
泳
ぎ
、
プ
ー

ル
の
端
に
く
る
と
、
合
図
も
な
い
の
に
自
ら
細
心
の

注
意
を
払は
ら

っ
て
人
間
が
落
ち
な
い
よ
う
に
ス
ピ
ー
ド

を
落
と
し
、
そ
の
ま
ま
人
間
を
プ
ー
ル
サ
イ
ド
に
立

た
せ
て
や
る
。
ま
た
、
水
中
か
ら
、
直
立
姿
勢
の
人

間
を
自
分
の
鼻
先
に
立
た
せ
た
ま
ま
上
昇
し
、
そ
の

人
間
を
空
中
に
放
り
出
す
際
に
は
、
そ
の
人
間
が
決

し
て
プ
ー
ル
サ
イ
ド
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
上
に
投
げ

出
さ
れ
ず
、
再
び
水
中
の
安
全
な
場
所
に
落
下
す
る

よ
う
、
ス
ピ
ー
ド
・
高
さ
・
方
向
な
ど
を
三
次
元
レ

ベ
ル
で
調
整
す
る
。
こ
ん
な
こ
と
が
は
た
し
て
、
ム
チ
と
飴あ
め

に
よ
る
人
間
の
強
制
だ
け
で
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

ま
し
て
オ
ル
カ
は
水
中
で
生
活
し
て
い
る
七
メ
ー
ト
ル
の
巨
体
の
持
ち
主
な
の
だ
。

　そ
こ
に
は
、
人
間
の
強
制
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
、
オ
ル
カ
自
身
の
意
志
と
選せ
ん

択た
く

が
は
た
ら
い
て
い
る
。
狭

▼	

御
▼	

猛
▼	

択

	

注
意
を
払
う

意
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紙の建築
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02-04-02紙の建築　五校

難
燃
化

　
材
料
に
薬
品
な
ど
で
処
理

を
施
し
、
燃
え
方
を
抑
え
た

り
、
遅
ら
せ
た
り
す
る
こ
と
。

木
の
代
わ
り
に
使
え
る
と
考
え
た
の
で
す
。
会
場
の
天て

ん

井じ
ょ
う、
壁か

べ

、
展
示
台
に
紙
管
を
使
っ
て
み
る
と
、
思
っ

た
以
上
に
強
度
が
あ
り
ま
し
た
。

　
紙
は
、
一
枚
の
ま
ま
で
は
弱
い
の
で
す
が
、
重
ね
る
と
強
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
牛
乳
パ
ッ
ク
や
壁
紙
に
使

え
る
よ
う
に
、
防
水
や
難
燃
化
が
で
き
ま
す
。
紙
管
は
、
紙
を
巻
い
て
作
る
の
で
形
は
自
由
に
で
き
ま
せ
ん 

が
、
強
度
が
出
せ
、
筒
の
径
も
長
さ
も
自
由
に
作
れ
ま
す
。
同
じ
長
さ
や
太
さ
の
木
材
に
比
べ
る
と
軽
く
、 

安
価
で
、
組
み
立
て
が
簡
単
で
す
。
そ
し
て
、
役
目
を
果
た
し
た
あ
と
は
リ
サ
イ
ク
ル
が
容
易
で
、
環
境
へ 

の
負
荷
が
抑
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
紙
管
の
工
場
は
日
本
中
、

世
界
中
の
ど
こ
に
で
も
あ
る
の
で
、
短
期
間
で
手
に
入
れ
ら

れ
る
利
点
も
あ
り
ま
す
。

紙の教会（兵庫県神戸市 1995年）

紙の教会は，1999年に起きた地震の被害を受
けた台

たい

湾
わん

に移設された。

	

思
っ
た
以
上
に

	

比
べ
る

	

負
荷

	

…
…
利
点
も
あ
る

文考意文
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02-02-01-02水の山富士山　五校

　
標
高
三
、
七
七
六
メ
ー
ト
ル
を
誇

る
日
本
の
最
高
峰
﹁
富
士
山
﹂
は
、

均
整
の
と
れ
た
円え

ん

錐す
い

形
の
火
山
と
し

て
世
界
に
も
名
高
い
。
古
く
か
ら
多

く
の
人
の
心
を
捉
え
、
芸
術
や
信
仰

の
対
象
と
な
っ
て
き
た
こ
と
が
評
価

さ
れ
、
二
〇
一
三
年
に
は
世
界
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。

　
富
士
山
は
標
高
が
高
い
た
め
、
夏

を
除
い
て
山
頂
が
雪
で
覆
わ
れ
て
い

水
の
山

　富
士
山

●�

図
や
写
真
と
文
章
と
を
関
連
づ
け
な
が
ら

内
容
を
捉
え
る
。

●�

説
明
の
仕
方
と
い
う
観
点
に
着
目
し
な
が

ら
読
み
比
べ
る
。

●�

富
士
山
の
恵
み
に
つ
い
て
、
筆
者
の
考
え

を
捉
え
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

目標

丸ま
る

井い

敦あ
つ

尚な
お

三
み

保
ほ

の松原から富士山を望む。

『富
ふ

嶽
がく

三十六景 甲
こう

州
しゅう

三
み

坂
さか

水
すい

面
めん

』（葛
かつ

飾
しか

北
ほく

斎
さい

江戸時代）
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01-04-02森には魔法つかいがいる　四校

と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。

　私
は
そ
こ
で
、
川
の
流
域
に
暮
ら
し
て
い
る
人
た
ち
と
、
海
で
仕
事
を
す
る
漁
師
た
ち
と
の
間

で
、「
森
と
川
と
海
は
一
つ
な
の
だ
。」
と
い
う
価
値
観
を
共
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま

し
た
。

　そ
の
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
始
め
た
の
が
、
漁
師
に
よ
る
森
づ

く
り
〝
森
は
海
の
恋こ
い

人び
と

〟
で
す
。
大
川
上
流
の
室む
ろ

根ね

山
に
、
落
葉
広
葉
樹
を
植
え
る
運
動
で
す
。

一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
九
月
の
こ
と
で
し
た
。

　そ
し
て
そ
の
翌
年
、
北
海
道
大
学
の
松ま
つ

永な
が

勝か
つ

彦ひ
こ

先
生
と
出
会
い
、
森
と
海
と
を
つ
な
ぐ
科
学
的

な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

「
森
林
は
海
に
鉄
を
供
給
す
る
役
目
を
し
て
い

ま
す
。」
と
、
松
永
先
生
は
話
し
始
め
ま
し
た
。

「
え
っ
、
鉄
？
」
意
外
な
キ
ー
ワ
ー
ド
の
登
場

で
す
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
し
た
。

　皆
さ
ん
も
、
鉄
が
人
間
に
と
っ
て
大
切
な
栄

養
素
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

　血
液
中
に
あ
る
赤
血
球
は
、
鉄
を
含ふ
く

ん
だ
細さ
い

養殖風景

	

価
値
観

	

意
外
な

意文
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言葉がつなぐ世界遺産

203

・・・

01-08-01言葉がつなぐ世界遺産　七校

ご
と
に
定
期
的
な
修
復
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。

　世
界
遺
産
登
録
に
先
立
つ
一
九
九
八
年
十
二
月
、
審し

ん

査さ

を
す
る
イ
コ
モ
ス
の
専
門
家
た
ち
が
、

日
光
の
現
地
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
彼
ら
は
、
社
寺
や
景
観
の
す
ば
ら
し
さ
を
称し

ょ
う

賛さ
ん

す
る

▼	

審
イ
コ
モ
ス

　
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｓ
（
国
際
記

念
物
遺い

跡せ
き

会
議
）
の
こ
と
で
、

文
化
財
保
存
活
動
を
推
進
す

る
国
際
的
な
非
政
府
組
織
。

栃木県男体山
なんたいさん

戦場ヶ原
せんじょう が はら

女峰山
にょほうさん

東武日光駅
とう ぶ

華厳滝
け ごんのたき中禅寺湖

ちゅうぜん じ　こ

JR日光駅

二荒山神社
東照宮

輪王寺

2486

2483

00 4km4km

N

日光周辺の略図

彩
さい

色
しき

が剝落した彫刻
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01-08-02地域から世界へ　五校

い
や
浴ゆ

か
た衣

、
着
物
な
ど
に
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
一
九
七
〇
年
頃
に
全
体
の

生
産
量
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
ま
し
た
が
、
着
物
離ば

な

れ
や
海
外
に
依い

託た
く

し
て
作
ら

れ
た
安
い
商
品
の
流
入
に
よ
り
、
一
九
八
〇
年
頃
か
ら
徐じ

ょ

々じ
ょ

に
衰す

い

退た
い

し
て
い

き
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
国
内
の
「
絞
り
」
の
仕
事
量
も
失
わ
れ
て
、
か

つ
て
百
種
類
以
上
と
も
い
わ
れ
た
模
様
の
種
類
も
、
現
在
で
は
七
十
種
類
ぐ

ら
い
ま
で
に
減
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
村
瀬
さ
ん
は
、
絞
り
の
下
絵
図
案
を
布

に
刷
り
込
む
「
型か

た

彫ぼ
り

絵え

刷ず
り

師し

」
で
す
。
多

く
の
伝
統
的
な
工
芸
品
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、「
有
松
・
鳴
海
絞
り
」
も
ま
た
、

行
程
ご
と
に
専
門
の
職
人
が
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、
工
程
の
中
の
ど
こ
か
が
継
承
で

き
な
く
な
る
と
、
工
芸
品
全
体
が
消
え
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　「
絞
り
」
は
、
模
様
に
よ
っ
て
加
工
方
法
と
道
具
が
違
う
た
め
、
模
様
ご

と
に
糸
で
縛
る
専
門
の
「
く
く
り
手
」
が
い
ま
す
。
後
継
者
が
減
っ
た
た
め

に
、
技
術
が
受
け
継つ

が
れ
ず
、
多
く
の
模
様
が
消
え
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　
一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
、
日
本
で
「
第
一
回
　
国
際
絞
り
会
議
」
が
開

か
れ
ま
し
た
。
会
議
に
実
行
委
員
と
し
て
参
加
し
た
村
瀬
さ
ん
は
、
各
国
か

ら
集
ま
っ
た
「
絞
り
」
職
人
か
ら
、「
有
松
・
鳴
海
絞
り
」
が
高
い
技
術
を

も
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
技
術
を
限
ら
れ
た
地
域
の
伝
統
に
と
ど
め
ず
、
産

青
花
　
絵
刷
り 

Ｐ
212
下
３

　「
絵
刷
り
」
は
、
絞
り
の
模
様
を
布
に
刷
り
込
む
作
業
。「
青
花
」
は
、
ツ
ユ
ク
サ
の

青
い
色
素
を
和
紙
に
し
み
込
ま
せ
た
も
の
。

巻
ま

き上
あ

げ絞り

折
お

り縫
ぬ

い絞り

手
て

蜘
ぐ

蛛
も

絞り

唐
から

松
まつ

絞り

▼�「有松・鳴海絞り」の模様の例

村瀬裕さん
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03-04-07実用文を読む　再校

実
用
文
を
読
む

　
社
会
生
活
や
学
校
生
活
の
中
で
は
、
案
内
や
通
知
、
取
扱
説
明
書
、

規
則
や
手
順
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
応
じ
て
必
要
な
情
報
を
伝
え

る
実
用
文
を
読
む
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
下
の
例
は
、
図
書
館
の
「
図
書
の
貸
出
条
件
変
更
の
お
知
ら
せ
」
で

す
。
書
き
方
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
、
ど
の
よ
う
な
情
報
が
示

さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
情
報
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　
・ 

変
更
前
と
変
更
後
の
情
報
を
表
の
形
で
整
理
す
る
こ
と
で
、
何
が

変
わ
っ
た
か
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

　
・ 

さ
ま
ざ
ま
な
状
況
の
人
に
向
け
て
、「
よ
く
あ
る
質
問
（
Ｑ
＆

Ａ
）」
で
「
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
」
な
ど
、

情
報
を
具
体
的
な
場
面
に
即
し
て
わ
か
り
や
す
く
伝
え
て
い
る
。

　
・
日
付
や
数
字
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

　
・
問
い
合
わ
せ
先
を
明
記
し
て
い
る
。

　
身
の
ま
わ
り
で
、
こ
の
よ
う
な
文
章
を
探
し
て
読
み
、
文
章
に
よ
っ

て
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
を
調
べ
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
自
分
が
情
報
を
伝
え
る
立
場
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
必
要
な

情
報
は
何
か
、
ど
の
よ
う
に
書
け
ば
わ
か
り
や
す
く
伝
わ
る
か
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

● 

実
用
文
の
特
徴
を
理
解
し
、
社
会
生
活
の

中
で
生
か
す
。

目標と
振り返り

○○市立図書館をご利用の皆様へ 2021年9月30日
図書の貸出条件変更のお知らせ

　2022年2月1日から，より多くの皆様に資料をご利用
いただけるよう，貸出条件を変更いたします。

利用者区分 【変更前】 【変更後】
市内在住・在
勤・在学のか
た

30点
（うち，ＣＤ・ＤＶＤは５点）
（期間延長：２回まで）

15点
（うち，ＣＤ・ＤＶＤは３点）
（期間延長：１回まで）

その他のかた 10点
（うち，ＣＤ・ＤＶＤは５点）
（期間延長：２回まで）

５点
（うち，ＣＤ・ＤＶＤは３点）
（期間延長：１回まで）

よくある質問（Ｑ＆Ａ）
Ｑ 　貸出条件変更日の時点で借りている本が16点以上あ
る場合は，どうなりますか？

Ａ 　返却日までそのままご利用いただけます。

お問い合わせ先　〇〇市立図書館　管理部
電話　×××-×××-××××
メール　◇◇◇◇◇＠◇◇◇.jp
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03-04-01同期しないこと　六校

え
て
い
る
音
も
窓
の
外
か
ら
聴
こ
え
る
通
り
の
音
も
、
存
在
理
由
が
あ
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、

人
間
が
勝
手
に
こ
れ
は
い
い
音
、
こ
れ
は
悪
い
音
と
決
め
て
し
ま
う
。
二
十
四
時
間
ほ
と
ん
ど
音
に
囲
ま
れ
て

生
き
て
い
る
の
に
、
生
存
に
あ
ま
り
必
要
の
な
い
音
は
無
視
し
て
い
る
。
本
当
は
こ
っ
ち
で
も
音
が
鳴
っ
て
い

る
の
に
そ
れ
は
聴
こ
え
て
こ
な
い
、
そ
う
い
う
こ
と
も
よ
く
あ
る
。

　
そ
れ
は
視
覚
で
も
同
じ
で
、
脳
が
見
た
い
と
思
っ
て
い
る
も
の
だ
け
を
見
て
し
ま
う
。
つ
き
つ
め
れ
ば
、
人

間
が
持
っ
て
い
る
脳
は
フ
ィ
ル
タ
ー
越
し
に
世
界
を
見
て
い
る
、
認
識
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
フ
ィ
ル

タ
ー
は
人
間
を
同
じ
一
つ
の
檻お

り

に
閉
じ
こ
め
る
。
無
自
覚
の
う
ち
に
「
同
期
」
を
促
す
こ
と
に
よ
っ
て
。

　
九
十
九
％
の
音
楽
と
い
う
の
は
、
同
期
し
て
い
る
音
楽
、
同
期
を
目
ざ
す
音
楽
だ
。
ど
う
も
人
間
は
ネ
イ

チ
ャ
ー
と
し
て
、
同
期
す
る
こ
と
に
快
感
を
覚
え
る
ら
し
く
、
放
っ
て
お
く
と
同
期
を
し
て
し
ま
う
ら
し
い
。

考
え
る
と
い
う
知
的
な
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
生
理
的
に
同
期
し
て
し
ま
う
。
例
え
ば
十
人
、
二
十
人
集
ま
っ
て
、

スマートフォンで自然の音を集める

フ
ィ
ル
タ
ー

　
物
事
を
判
断
す
る
際
に
、

そ
の
基
準
と
な
る
心
情
や
観

点
。

ネ
イ
チ
ャ
ー

　
性
質
。
本
質
。

ノ
イ
ズ
と
感
じ
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
サ
ウ
ン
ド
と
ノ
イ
ズ
は
、
本
来
な
ら
二
項
対
立

的
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
ノ
イ
ズ
は
排
除
す
る
も
の
、
意
味
の
な
い
も
の
と
し
て

き
た
。
し
か
し
僕
は
、
そ
の
ノ
イ
ズ
を
聴
い
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。
も
と
も
と
僕
は
、

工
事
や
工
場
の
音
が
好
き
で
、
道
路
工
事
の
現
場
が
あ
る
と
、
立
ち
止
ま
っ
て
録
音
し

た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
あ
る
人
に
と
っ
て
は
た
だ
の
騒
音
で
も
、
僕
に
と
っ
て
は

音
楽
。
ノ
イ
ズ
も
サ
ウ
ン
ド
も
人
の
声
も
、
全
て
の
音
が
音
楽
な
の
だ
。

　
自
然
の
音
や
都
会
の
雑
踏
の
音
、
音
に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
リ
ズ
ム
や
響
き
が
あ
る
。

音
は
同
じ
必
然
性
で
同
じ
重
要
性
を
も
っ
て
い
て
、
ゴ
ー
ッ
と
い
う
な
ん
と
な
く
聴
こ

わ
ら
紙

　
わ
ら
の
繊
維
を
原
料
と
し

た
、
き
め
の
粗
い
紙
。

（
92
ペ
ー
ジ
）

（
93
ペ
ー
ジ
）

（
94
ペ
ー
ジ
）

	

遭
遇

	

痛
々
し
い

	

破
壊

	

奏
で
る

意文対意

	

二
項
対
立

	

必
然
性

	

つ
き
つ
め
れ
ば

考意文

	

解
放

	

半
ば

	

雑
踏

類文類
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自分の脳を知っていますか

35

・・・

01-02-01自分の脳を知っていますか　六校

　
実
験
①
で
は
二
枚
の
ク
ッ
キ
ー
が
あ
り
ま
す
。
ク
ッ
キ
ー
Ａ
と
ク
ッ
キ
ー
Ｂ
は
、
置
き
方
が
異

な
り
ま
す
が
、
同
じ
ク
ッ
キ
ー
で
す
。
こ
の
場
合
、
当
然
で
す
が
両
者
は
半
々
の
割
合
で
選
ば
れ

ま
す
。

▼ 実験①

クッキーＡ クッキーＢ

▼ 実験②

クッキーＡ クッキーＣ クッキーＢ
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01-04-02森には魔法つかいがいる　四校

　そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
ま
た
三
十
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
漁

師
に
よ
る
森
づ
く
り
は
現
在
ま
で
続
き
、
森
は
大
き
く
な

り
、
川
も
き
れ
い
に
な
り
ま
し
た
。
流
域
の
人
々
が
同
じ

気
持
ち
で
川
を
汚
さ
な
い
よ
う
に
取
り
組
ん
だ
結
果
、
豊

か
な
海
が
よ
み
が
え
っ
て
い
ま
し
た
。

　し
か
し
、
活
動
を
続
け
て
二
十
三
年
め
の
二
〇
一
一

（
平
成
二
十
三
）
年
三
月
、
東
日
本
大
震
災
が
起
き
ま
し

た
。
津つ

波な
み

に
よ
っ
て
海
は
壊か
い

滅め
つ

的
な
被ひ

害が
い

を
受
け
、
海
か

ら
生
き
物
の
姿
が
全
く
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　海
は
死
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
五
月
に
な

る
と
少
し
ず
つ
生
き
物
が
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
大
津
波
の

あ
と
の
環
境
調
査
に
来
ら
れ
た
京
都
大
学
の
田た

中な
か

克ま
さ
る

先

生
が
、
顕け
ん

微び

鏡き
ょ
うを
の
ぞ
い
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。

「
海
の
中
に
は
、
カ
キ
が
食
べ
き
れ
な
い
ほ
ど
植
物
プ
ラ

ン
ク
ト
ン
が
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
長
年
、
海
の
背
景
に
あ

る
森
と
川
の
環
境
を
整
え
て
き
た
こ
と
が
功
を
奏
し
て
い

▼	

壊

森は海の恋人30周年記念植樹祭の様子（2018年6月）
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01-08-01言葉がつなぐ世界遺産　七校

　東と
う

照し
ょ
う

宮ぐ
う

に
代
表
さ
れ
る
日
光
の
社
寺
は
、
そ
の
装そ
う

飾し
ょ
くが

絢け
ん

爛ら
ん

豪ご
う

華か

な
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
日
光
の
社
寺
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
の
は
、
一
九
九
九
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
対

象
は
、
東
照
宮
と
二ふ
た
ら荒
山さ
ん

神
社
、
輪り
ん

王の
う

寺
の
二
社
一
寺
に
あ
る
百
三
棟と
う

の
建
造
物
群
と
、
こ
れ
ら

を
取
り
巻
く
境け
い

内だ
い

や
参
道
、
そ
し
て
山
林
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
文
化
的
景
観
を
含
む
地
域
だ
っ
た
。

　こ
の
一
帯
は
、
高
い
山
々
の
間
に
位
置
す
る
た
め
、
雨
が
多
く
、
冬
に
な
る
と
雪
に
閉と

ざ
さ
れ

て
し
ま
う
。
文
化
財
に
と
っ
て
は
、
一
年
を
と
お
し
て
厳
し
い
自
然
環か
ん

境き
ょ
う
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

雨
や
雪
に
よ
る
湿し
っ

気け

は
、
建
物
や
彫
ち
ょ
う

刻こ
く

を
容よ
う

赦し
ゃ

な
く
む
し
ば
む
。
色
鮮あ
ざ

や
か
な
漆う
る
し
や
絵
の
具
は
、

歳さ
い

月げ
つ

を
経
る
う
ち
に
剝は
く

落ら
く

し
、
輝か
が
やき
を
失
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　そ
こ
で
日
光
で
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
創
建
時
か
ら
、
建
物
や
彫
刻
を
守
る
た
め
に
、
二
十
年

言
葉
が
つ
な
ぐ
世
界
遺
産

●	

問
い
と
答
え
、
事
実
と
意
見
の
関
係
を
捉

え
る
。

●	

事
実
と
意
見
の
関
係
、
文
章
の
構
成
や
展

開
に
注
意
し
て
読
み
、
筆
者
の
考
え
を
捉

え
る
。

●	

筆
者
の
考
え
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を

ま
と
め
、
理
解
を
確
か
に
す
る
。

目標

橋は
し

本も
と

典の
り

明あ
き

▼	

飾
▼	

棟
▼	

環
▼	

湿
▼	

彫
▼	

鮮
▼	

漆
▼	

剝︵剥
︶

▼	

豪
▼	

華

	

景
観

意
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02-04-02紙の建築　五校

い
場
所
で
の
避
難
生
活
を
余よ

儀ぎ

な
く
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
な
く
、
心
身
と
も
に
ま

い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
私
は
間
仕
切
り
を
車
に
積
ん

で
、
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
と
も
に
避
難
所
を
回
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
自
治
体
の
担
当
者
に
提
案
し
て

も
な
か
な
か
理
解
し
て
も
ら
え
ず
、
八
十
か
所
あ
る

避
難
所
の
う
ち
、
最
初
に
回
っ
た
三
十
か
所
で
断
ら

れ
続
け
ま
し
た
。

　
よ
う
や
く
受
け
入
れ
て
も
ら
え
た
の
は
、
岩
手
県

の
高
校
の
体
育
館
で
す
。
避
難
所
を
管
理
し
て
い
た

高
校
の
物
理
の
先
生
が
、
す
ぐ
や
ろ
う
と
言
っ
て
く

れ
ま
し
た
。

　
こ
の
活
動
が
報
道
さ
れ
た
こ
と
で
受
け
入
れ
が
進

み
、
約
五
十
か
所
の
避
難
所
に
提
供
で
き
ま
し
た
。

　
課
題
も
あ
り
ま
し
た
。
東
日
本
大
震
災
で
は
、
避

難
所
を
訪
ね
歩
き
、
管
理
者
を
説
得
す
る
の
に
あ
ま

り
に
も
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

平
常
時
に
い
ろ
い
ろ
な
自
治
体
の
防
災
の
日
に
デ
モ

２１

梁
紙管（中）

柱
紙管（大）

３

紙管（小）

４
ガムテープ

はり

▼間仕切りの組み立て方法

避難所用間仕切りシステム（岩手県大
おお

槌
つち

町 2011年）
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02-02-01-02水の山富士山　五校

　
溶よ

う

岩が
ん

に
は
、
冷
え
て
固
ま
る
時
に
ガ
ス
が
抜
け
て
で
き
た
、
ス
ポ
ン
ジ
の
よ
う
な
細
か
な
穴
が
あ
る
。
富
士

山
の
表
面
は
こ
の
冷
え
た
溶
岩
に
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
、
水
は
溶
岩
の
穴
を
通
っ
て
地
中
に
し
み
込
ん
で
地
下

水
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
富
士
山
の
表
面
に
は
河
川
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
富
士
山
の
溶
岩
は
、
国
内
の
火
山
と
し
て
は
粘ね

ば

り
気
が
少
な
く
、
遠
く
ま
で
流
れ
て
い
く
と
い
う

特
質
を
も
つ
。
そ
の
た
め
、
富
士
山
は
均
整
の
と
れ
た
円
錐
形
に
な
り
、
広
い
裾す

そ

野の

を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
裾
野
で
は
、
地
下
水
と
な
っ
て
遠
く
ま
で
流
れ
て
く
る
水
を
利
用
し
て
、
多
く
の
人
々
が
暮
ら
す
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
続
い
て
、
こ
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
富
士
山
の
地
下
で
、
水
が
ど
の
よ
う
に
流
れ
て
い
る
か
を
調
べ

	

特
質

	

末
端

類意 ▼	

溶
▼	

粘

る
こ
と
に
し
た
。
約
一
万
年
前
か
ら

の
噴
火
で
積
み
重
な
っ
た
溶
岩
流
を
、

富
士
山
麓
の
湧
水
と
重
ね
て
み
る

（
図
２
）。
す
る
と
、
溶
岩
流
の
末
端

部
に
湧
水
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

も
し
か
し
た
ら
、
溶
岩
流
が
、
地
下

水
の
流
れ
る
道
と
な
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

　
そ
こ
で
、
実
際
に
地
下
水
の
流
れ

方
を
調
べ
て
み
た
。
白し

ら

糸い
と

の
滝
や
陣じ

ん

河口湖
西湖

精進湖
本栖湖

山中湖

駿河湾
富士川

青木ヶ原

忍野八海

富士宮市

富士吉田市

三島市富士市

御殿場市

鳴沢村

かわぐち

さい

しょう  じ

もと す

やまなか

する  が

おし  の  はっかい

ふ  じのみや

ふ　じ  よし  だ

み  しま

ご  てん  ば

なるさわ

旧期
中期
新期

溶岩の流れ出た時期

柿田川湧水群
かき  た  がわ

富士山頂

白糸の滝白糸の滝

陣馬の滝

図２　�富士山の地表の溶岩流が流れた時期と場所�
（●は主な湧水）
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日
本
各
地
で
は
、
職
人
の
技
に
よ
る
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
「
伝
統
的

な
工
芸
品
」
が
数
多
く
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
生
産
量
は
一
九
八
〇
年

代
が
ピ
ー
ク
で
し
た
が
、
し
だ
い
に
減
少
し
、
二
〇
一
四
年
頃
に
は
そ
の
五

分
の
一
に
ま
で
落
ち
こ
み
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
職
人
の
収
入
も
減
少
し
、

多
く
の
産
業
で
後こ

う

継け
い

者
が
集
ま
ら
ず
、
深
刻
な
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、「
伝
統
的
な
工
芸
品
」
に
新
た
な
魅み

力り
ょ
く

を
見
い
だ
し
、
そ
の
状じ

ょ
う

況き
ょ
うを

新
し
い
視
点
で
変
え
よ
う
と
動
き
始
め
た
人
た
ち
が
い
ま
す
。

新
た
な
素
材
や
技
法
で
世
界
に
挑ち

ょ
う

戦せ
ん

　
村む

ら

瀬せ

裕ひ
ろ
し

さ
ん
は
、
愛
知
県
名な

古ご

屋や

市
の
有あ

り

松ま
つ

・
鳴な

る

海み

地
区
に
伝
わ
る

「
有
松
・
鳴
海
絞し

ぼ

り
」
を
今
に
伝
え
る
職
人
で
す
。「
絞
り
」
と
は
「
絞
り
染

地
域
か
ら
世
界
へ

│
も
の
づ
く
り
で
未
来
を
変
え
る

│
関せ
き

根ね

由よ
し

子こ

め
」
と
呼
ば
れ
る
染
め
の
技
法
で
す
。

模
様
の
元
と
な
る
図
案
を
型
紙
に
描
き
、

そ
れ
を
木も

め
ん綿

や
絹
に＊
青あ

お

花ば
な

で
絵＊

刷
り
を

行
い
、
模
様
に
合
わ
せ
て
布
の
一
部
を

糸
で
縛
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
く
く
り
」

と
い
い
ま
す
。
染せ

ん

料り
ょ
う

に
漬つ

け
る
と
、

縛
っ
た
と
こ
ろ
だ
け
染
料
が
し
み
込
ま

な
い
の
で
、
糸
を
外
す
と
そ
れ
が
模
様

と
な
る
の
で
す
。

　「
有
松
・
鳴
海
絞
り
」
は
江
戸
時
代

か
ら
四
百
年
以
上
に
わ
た
り
、
手
ぬ
ぐ

富山県南砺市井波地域
なん と 　 　い なみ

愛知県名古屋市緑区有松・鳴海地域
な　ご　や 　　みどり　　ありまつ　なる み

兵庫県小野市
お　の

0 100km

N

参考
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し
な
い
も
の
だ
。

　
僕
た
ち
人
間
が
「
調
律
が
狂
っ
て
き
た
」
と
言
う
の
は
、
人
間
的
な
基
準
で
言
っ
て
い
る
の
に
す

ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
調
律
と
い
う
も
の
は
、
人
間
が
勝
手
に
決
め
た
、
人
間
に
と
っ
て
の
い
い

音
を
出
す
作
業
で
は
な
い
か
。
こ
の
ピ
ア
ノ
は
、
自
然
が
調
律
し
た
元
の
形
に
戻
ろ
う
と
し
た
の
だ
。

人
工
的
な
調
律
か
ら
解
放
さ
れ
た
音
。
い
い
音
だ
、
と
て
も
貴
重
だ
と
思
っ
た
。
半
ば
自
然
に
帰
っ

た
ピ
ア
ノ
で
「
音
楽
」
を
奏
で
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
僕
は
、
サ
ウ
ン
ド
を
発
す
る
道
具
と
し
て
、
人
間
が
考
案
し
た
調
律
に
合
わ
せ
て
つ
く
ら
れ
た
楽

器
よ
り
も
、
音
楽
に
加
工
さ
れ
る
以
前
の
音
に
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

今
、
僕
が
本
当
に
聴き

き
た
い
音
は
ど
う
い
う
も
の
な
ん
だ
ろ
う
。
僕
は
音
を
探
し
始
め
た
。

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
自
宅
ス
タ
ジ
オ
の
裏
庭
で
聴
こ
え
る
鳥
の
声
や
雨
の
音
、
枯
れ
葉
を
踏
み
し
め

る
音
、
通
勤
時
間
帯
の
新
宿
駅
の
雑
踏
の
音
…
…
。
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
の
音
を
録
音
し
集
め
て
み
た
。

近
所
の
楽
器
屋
さ
ん
に
行
っ
て
シ
ン
バ
ル
を
買
っ
て
き
て
、
コ
ッ
プ
で
こ
す
っ
て
み
て
、
な
に
か
お

も
し
ろ
い
音
が
出
な
い
か
な
と
試
し
て
み
た
。
コ
ッ
プ
の
大
き
さ
が
変
わ
れ
ば
、
音
も
全
部
変
わ
る

か
ら
、
茶ち

ゃ

碗わ
ん

や
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
、
い
ろ
ん
な
コ
ッ
プ
を
集
め
て
音
を
出
し
て
み
る
。
そ
う
す
る
と

自
分
の
好
き
な
音
が
出
て
く
る
。
他
に
も
、
振
動
し
て
い
る
シ
ン
バ
ル
の
上
に
紙
を
置
い
て
み
た
り

し
た
。
厚
い
紙
、
薄
い
紙
。
特
に
わ
ら
紙
の
よ
う
な
薄
い
紙
は
す
ご
く
い
い
音
が
す
る
。
僕
は
身
の

ま
わ
り
の
さ
ま
ざ
ま
な
物
が
発
す
る
音
を
楽
し
み
た
く
な
っ
て
き
た
。

　
こ
れ
ら
の
音
を
、
普
通
は
音
楽
と
し
て
は
聴
い
て
い
な
い
。
雑
踏
や
工
場
の
音
な
ど
は
、
む
し
ろ

被災した体育館に置かれた津波ピアノを弾く
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　花
の
花
弁
や
芯
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
星
は
、
花
火
の
命
と
い
わ
れ
る
。
全
て
の
星
が
一
糸
乱
れ
ず
均
等
に
飛

び
、
同
時
に
変
色
し
、
消
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
包
す
る
数
百
の
星
を
均
質
に
仕
上
げ
る
た
め
に
、
花
火

師
は
星
の
製
作
に
最
も
神
経
を
つ
か
う
。
形
や
燃
え
方
に
ふ
ぞ
ろ
い
が
あ
れ
ば
、
そ
の
星
は
ま
っ
す
ぐ
に
飛
ば

な
い
。
い
く
つ
か
の
星
が
蛇
行
す
る
こ
と
を
「
星
が
泳
ぐ
」、
着
火
し
な
い
星
が
あ
っ
て
均
等
に
広
が
っ
た
光

の
一
部
が
欠
け
る
こ
と
を
「
抜
け
星
」
と
い
う
。
い
ず
れ
も
、
理
想
と

す
る
花
火
の
姿
を
破
綻
さ
せ
て
し
ま
う
要
因
に
な
る
。

　そ
れ
ぞ
れ
の
星
の
色
合
い
や
変
色
の
具
合
も
、
観
客
の
目
を
楽
し
ま

せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
影
響
す
る
。
花
火
の
完
成
度
を
高
め

る
た
め
に
は
、
色
の
変
化
の
多
さ
だ
け
で
は
な
く
、
理
想
の
色
に
見
え

る
か
、
ま
た
、
足
並
み
が
そ
ろ
っ
て
同
時
に
変
化
し
て
い
る
か
が
重
要
だ
。

　花
火
が
消
え
る
時
に
は
、
全
て
の
星
が
一
つ
も
残
ら
ず
一
斉
に
燃
え

尽つ

き
て
、
全
体
が
一
瞬
で
消
え
る
の
が
理
想
で
、
こ
れ
を
「
消
え
口
が

よ
い
」
と
評
価
す
る
。
消
え
際ぎ

わ

の
よ
い
花
火
は
強
烈
な
余よ

韻い
ん

を
残
し
、

開
い
て
い
る
時
の
華
や
か
さ
と
の
落
差
が
、
よ
り
鮮
烈
な
印
象
と
は
か

な
さ
を
見
る
者
の
心
に
焼
き
つ
け
る
。
花
火
師
が
丹
精
を
こ
め
て
作
っ

た
花
火
は
、
こ
う
し
て
夜
空
で
咲
き
、
消
え
去
る
時
に
よ
う
や
く
完
結

す
る
芸
術
と
な
る
の
だ
。

　現
在
の
花
火
大
会
で
は
、
一
発
の
で
き
ば
え
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

星の配置や動きを工夫した新しい花火の例

▼	

韻

�

な
ぞ
ら
え
る

意

�
�

…
…
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

文

�

い
ず
れ
も

�

要
因
に
な
る

�

余
韻

�

は
か
な
い

�

完
結

文考意類同
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　か
つ
て
私
た
ち
は
、
新
聞
、
テ
レ
ビ
、
出
版
物
と
い
っ
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

を
と
お
し
て
多
く
の
情
報
を
得
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
現
在
、
メ
デ
ィ
ア
の

種
類
も
多
様
に
な
り
、
私
た
ち
の
世
界
を
取
り
巻
く
情
報
は
膨
大
で
、
よ
り

ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
行
き
交
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
中
、
私
た

ち
は
、
そ
れ
ら
の
情
報
に
つ
い
て
、
立
ち
止
ま
っ
て
吟ぎ

ん

味み

し
た
り
、
整
理
し

た
り
、
自
分
に
と
っ
て
の
意
味
や
価
値
を
考
え
る
時
間
を
失
い
つ
つ
あ
る
よ

う
に
思
え
ま
す
。
情
報
が
、
か
え
っ
て
人
々
の
考
え
る
時
間
を
奪
っ
て
い
る

の
で
す
。
立
ち
止
ま
る
時
間
を
失
っ
た
人
々
は
、
わ
か
り
や
す
く
、
白
か
黒

か
、
イ
エ
ス
か
ノ
ー
か
の
手
っ
取
り
早
い
結
論
を
好
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
わ
か
っ
た
と
思
っ
た
瞬
間
、
そ
こ
で
人
は
考
え
る
こ
と
を
や
め
て

し
ま
い
ま
す
。

　作
家
の
井い

の

上う
え

ひ
さ
し
が
「
風
向
き
の
法
則
」
と
呼
ん
で
い
た
現
象
が
あ
り

ま
す
。
風
が
、
次
第
に
強
く
な
っ
て
く
る
と
、
そ
の
風
向
き
に
逆
ら
っ
て
歩
く
の
が
困
難
に
な
る
よ
う
に
、
あ

る
考
え
方
が
広
ま
っ
て
き
て
、
そ
れ
に
反
対
す
る
声
が
出
し
に
く
く
な
る
と
、
み
ん
な
が
そ
う
言
っ
て
い
る
か

ら
と
同
調
す
る
声
が
多
く
な
り
、
ま
す
ま
す
そ
の
考
え
方
だ
け
が
広
ま
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
で
す
。

　問
い
か
け
る
言
葉
は
、
そ
の
同
調
の
流
れ
を
せ
き
止
め
、「
本
当
に
そ
の
風
向
き
は
正
し
い
の
で
す
か
？
」

と
、
風
に
な
び
き
が
ち
な
人
々
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
、
立
ち
止
ま
ら
せ
ま
す
。
周
り
に
流
さ
れ
ず
、
自
分
で
考

え
る
こ
と
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
で
す
。

井
上
ひ
さ
し

　
一
九
三
四
―
二
〇
一
〇

　
劇
作
家
、
小
説
家
。
代
表

作
に
『
吉き

里り

吉
里
人
』『
父

と
暮
せ
ば
』
な
ど
が
あ
る
。

国連副事務総長にインタビューをする

▼	

吟

	

膨
大

	

吟
味

	

な
び
く

類考文
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▲１年Ｐ 32『自分の脳を知っていますか』
人間の脳のはたらきについて，実験をとおして考
える。

▲ １年Ｐ 212『地域から世界へーーものづくりで未来を変えるーー』
伝統的な技術の継承，発展について書かれた文章を関連させて読む。

▼３年Ｐ 96『問いかける言葉』

▲２年Ｐ 104『紙の建築』
災害などの支援の活動をとおして，社会と仕事と
の関係を，図や写真を参考に考える。

▲３年Ｐ 90『async――同期しないこと』
現代の社会と人間との関わりを，異なる立場から
の主張を読み比べて考える。

▼１年Ｐ 200『言葉がつなぐ世界遺産』

▲１年Ｐ 86『森には魔法つかいがいる』
森と川と海の豊かな関係について，図や写真とともに読み解く。

▼２年Ｐ 54『水の山　富士山』

▲２年Ｐ 46『日本の花火の楽しみ』
日本人が大切に思う対象について，図や写真と関
連させながら二つの文章を比較する。



確かな言葉の力を身につけ，生かす2

1819

　

一　

年

　

二　

年

　

三　

年

古文漢文
　

言葉の
自習室

蓬
萊
の
玉
の
枝
と
偽
り
の
苦
心
談

―
―
竹
取
物
語
―
―

扇
の
的

―
―
平
家
物
語
―
―　

四
季
の
た
よ
り
（
各
学
年
４
本
）

　

美
し
い
写
真
と
と
も
に
季
節
感
を
味
わ
い
ま
す
。

伝
統
的
な
言
語
文
化

新 

…
新
教
材

蓬
萊
の
玉
の
枝
と
偽
り
の
苦
心
談

　

同
じ
作
品
か
ら
別
の
章
段
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

小
倉
百
人
一
首

　

全
首
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

古
典
の
教
養
を
培
う
作
品
と
、
興
味
を
誘
う
多
彩
な
資
料
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　同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
浦
島
太
郎
に
つ
い
て
も
い
え
ま
す
。
江
戸
時
代
の
中
頃ご
ろ

に
出
版
さ
れ
た

子
ど
も
向
け
の
本
で
は
、
子
ど
も
た
ち
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
亀
を
浦
島
太
郎
が
助
け
る
と
い
う

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　さ
て
こ
の
後
、
亀
は
浦
島
太
郎
に
ど
ん
な
恩
返
し
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　遠
い
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
話
に
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
変
わ
る
こ
と
な
く
好
ま
れ
た
要
素

　昔
、
丹た
ん

後ご

の
国
に
浦
島
太
郎
と
い
う
若
者
が
お
り
、
朝
か

ら
晩
ま
で
魚
を
捕と

っ
て
両
親
を
養
っ
て
い
ま
し
た
。

　あ
る
日
、
釣つ

り
を
し
、
貝
を
拾
い
、
海か
い

藻そ
う

を
採
っ
て
い
た

と
こ
ろ
、
江え

島じ
ま

が
磯い
そ

で
、
亀
を
一
匹ぴ
き

釣
り
上
げ
ま
し
た
。
浦

島
太
郎
は
、

「
鶴つ
る

は
千
年
亀
は
万
年
と
い
う
よ
う
に
、
お
ま
え
は
長
生
き

を
す
る
生
き
物
だ
。
こ
こ
で
命
を
絶
つ
の
は
か
わ
い
そ
う
な

の
で
、
助
け
て
や
る
。
い
つ
も
こ
の
恩
を
思
い
出
す
の
だ

ぞ
。」

と
言
っ
て
亀
を
海
に
帰
し
て
や
り
ま
し
た
。

浦
島
太
郎

三 二

絵入りの短編物語集「御
お

伽
とぎ

草
ぞう

子
し

」に描
えが

かれた浦島太郎

丹
後
の
国
　現
在
の
京
都

府
北
部
。
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03-02-09四季のたより春（風）　三校

命
の
い
ぶ
き
を
感
じ
る
春
。

時
に
は
強
く
時
に
は
優
し
く
風
が
吹
い
て
い
き
ま
す
。

四
季
の
た
よ
り
春

風

桜
さ
く
ら

花ば
な 

散
り
ぬ
る
風
の 

な
ご
り
に
は

水み
づ

な
き
空
に 

波
ぞ
立
ち
け
る

（
ズ
）

春
風
に
箸は

し

を
つ
か
ん
で
寝
る
子
か
な

紀き
の

貫つ
ら

之ゆ
き

一い
つ

茶さ

（
ッ
）

03-02-09四季のたより春（風）.indd   72 2020/02/27   17:41:18

110

・・・・5・・・

01-05-01昔話と古典　六校

　右
の
三
句
は
、『
誹は
い

風ふ
う

柳や
な
ぎ

多だ

留る

』
に
収
め
ら
れ

て
い
る
江
戸
時
代
の
川せ

ん

柳り
ゅ
う
で
す
。
桃
太
郎
や
浦

島
太た

郎ろ
う

、
か
ぐ
や
姫ひ

め

の
話
が
、
当
時
も
広
く
知
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
桃
太
郎
の
話
は

江
戸
時
代
の
初
期
に
成
立
し
て
全
国
に
広
ま
り
ま

　
　ま
だ
桃
は
流
れ
て
来
ぬ
に
子
は
寝
入
り

　
　真ま

つ

白し
ろ

に
な
つ
て
浦う

ら

島し
ま

く
や
し
が
り

　
　そ
の
後の

ち

は
こ
は
ご
は
翁お

き
な
竹
を
割
り

（
ッ
）

（
ッ
）（

ワ
）

（
ワ
）

昔
話
と
古
典

―
箱
に
入
っ
た
桃も

も

太た

郎ろ
う

―

誹
風
柳
多
留
　川
柳
集
。

川
柳
は
、
江
戸
時
代
中
期
に

始
ま
っ
た
。
五
七
五
を
基
本

と
し
な
が
ら
も
、
季
語
や
切

れ
字
な
ど
の
形
式
に
と
ら
わ

れ
ず
、
自
由
な
表
現
で
作
る

文
芸
。
評
者
と
し
て
人
気
の

あ
っ
た
柄か

ら

井い

川せ
ん

柳り
ゅ
う［
一
七

一
八
―
一
七
九
〇
］
の
名
を

と
っ
て
呼
ば
れ
る
。

● 

古
典
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
が
あ
る
こ
と

を
知
り
、
古
典
の
仮か

名な

遣づ
か

い
に
ふ
れ
る
。

目標

「桃太郎鬼
おに

が島行き」（明治時代）
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01-05-02物語の始まり（竹取物語）　六校

「仏
ほとけ

の御
み

石
いし

の鉢
はち

」石
いし

作
つくり

の皇
み

子
こ

は，天
てん

竺
じく

（インド）へ行って，伝説の仏の御石の鉢を持ち帰ったと
偽
いつわ

った。

「火鼠の皮衣」右大臣	阿
あ

倍
べ の

御
み

主
う

人
し

が届けた
燃えないはずの皮衣は火にくべると焼けた。

「蓬萊の玉の枝」くらもちの皇子は職人に作らせた蓬萊の
玉の枝をかぐや姫に届けた。	 Ｐ２９６へ

「竜の首の玉」大
おお

伴
ともの

御
み

行
ゆき

の大
だい

納
な

言
ごん

は，竜の首の玉を探そう
と船を出したが、嵐

あらし

に遭
あ

って苦しんだ。
「燕
つばくらめ

の子
こ

安
やす

貝
がい

」中
ちゅう

納
な

言
ごん

石
いその

上
かみの

麿
まろ

足
たり

は，つ
ばめの巣から子安貝を取ろうとして籠

かご

に
乗ったが，綱

つな

が切れて落ちた。

▼ 

五
人
の
求
婚
者
と
難
題
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02-05-01敦盛の最期（平家物語）　六校

　﹃平
家
物
語
﹄
で
は
、
平
安
時
代
末
期
に
栄
華
を
極
め
た
平
家
一
門
の
没ぼ

つ

落ら
く

が
、「
諸し

ょ

行ぎ
ょ
う

無む

常じ
ょ
う」

と
い
う
仏

教
思
想
を
背
景
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
次
の
文
章
は
、
こ
の
物
語
の
初
め
の
部
分
で
す
。

敦あ
つ

盛も
り

の
最さ

い

期ご

│
平へ

い

家け

物
語

│

●
登
場
人
物
の
言
動
や
心
情
に
つ
い
て
話
し

合
い
、
作
品
の
理
解
を
深
め
る
。

●
文
章
の
特と

く

徴ち
ょ
う
を
生
か
し
て
朗
読
し
、
物

語
に
親
し
む
。

目標

　祇ぎ

園を
ん

精し
や
う

舎じ
や

の
鐘か
ね

の
声こ
ゑ

、
諸し
よ

行ぎ
や
う

無む

常じ
や
うの
響
き

あ
り
。
沙し
や

羅ら

双さ
う

樹じ
ゆ

の
花
の
色
、
盛じ

や
う

者し
や

必ひ
つ

衰す
い

の

理
こ
と
わ
りを

あ
ら
は（

ワ
）

す
。
お
ご
れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
、

た
だ
春
の
夜よ

の
夢
の
ご
と
し
。
た
け
き
者
も
つ

ひ（
イ
）

に
は
滅ほ

ろ

び
ぬ
、
ひ
と
へ（

エ
）

に
風
の
前
の
塵ち

り

に
同

じ
。 （

オ
）（
シ
ョ
ウ
ジ
ャ
）

（
エ
）
（
シ
ョ
ギ
ョ
ウ
）
（
ジ
ョ
ウ
）

（
シ
ャ
）
（
ソ
ウ
ジ
ュ
）

（
ジ
ョ
ウ
シ
ャ
）（ヒ
ッ
）

平
家
物
語
　
鎌か

ま

倉く
ら

時
代
の

軍
記
物
語
。
作
者
は
未
詳
。

﹃
徒つ

れ

然づ
れ

草ぐ
さ

﹄に
よ
れ
ば
、

の

信し
な
の濃

前ぜ
ん

司じ

行ゆ
き

長な
が

が
琵び

琶わ

法ほ
う

師し

の
生し

ょ
う

仏ぶ
つ

に
語
ら
せ
た
の
が
起
こ
り

で
あ
る
と
い
う
。
激
し
い
合

戦
を
軸じ

く

に
平
家
の
優
美
な
生

活
も
描
か
れ
、
場
面
ご
と
に

さ
ま
ざ
ま
な
人
間
像
や
思
い

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

諸
行
無
常
　
万ば

ん

物ぶ
つ

は
常
に

移
り
変
わ
っ
て
、
不
変
な
も

の
は
な
い
こ
と
。

　祇
園
精
舎
の
鐘
の
音
に
は
、
諸
行

無
常
の
響
き
が
あ
る
。
沙
羅
双
樹
の

花
の
色
は
、
盛
者
必
衰
の
道
理
を
表

し
て
い
る
。
お
ご
り
た
か
ぶ
っ
て
い

る
人
も
長
く
は
続
か
な
い
、（
そ
れ

は
）
ま
る
で
春
の
夜
の
夢
の
よ
う
だ
。

力
の
強
い
者
も
い
つ
か
は
滅
び
て
し

ま
う
、（
そ
れ
は
）
全
く
風
の
前
の

塵
と
同
じ
だ
。

▼

没
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02-05-01敦盛の最期（平家物語）　六校

　平
家
打
倒
の
た
め
、
源

み
な
も
と
の

頼よ
り

朝と
も

が
東と

う

国ご
く

で
挙
兵
し
ま
し
た
。
各
地
で
反
平
家
の
動
き
が
起
こ
る
中
、
平

た
い
ら
の

清き
よ

盛も
り

は
病
死
し
ま
す
。
源

み
な
も
と
の

義よ
し

仲な
か

の
軍
に
よ
っ
て
京
を
追
わ
れ
た
平
家
は
、
一い

ち

の
谷た

に

に
陣じ

ん

を
構
え
ま
し
た
。
し

か
し
、
源

み
な
も
と
の

義よ
し

経つ
ね

の
奇き

襲し
ゅ
う
に
遭
っ
て
、
平
家
の
軍
勢
は
敗
走
し
ま
す
。

　源げ
ん

氏じ

方
の
武
将
で
あ
る
熊く

ま

谷が
え
の

次じ

郎ろ
う

直な
お

実ざ
ね

は
、
手
柄
を
立
て
よ
う
と
、
息
子
小こ

次じ

郎ろ
う

と
と
も
に
、
敵
の
陣
に

攻せ

め
込
み
ま
す
が
、
小
次
郎
が
敵
の
矢
に
当
た
っ
て
負
傷
し
て
し
ま
い
ま
す
。
武
功
に
は
や
る
直
実
は
、
翌
日
、

平
家
の
人
々
が
舟ふ

ね

に
乗
っ
て
逃
げ
る
こ
と
を
予
想
し
て
海
へ
向
か
い
ま
す
。
直
実
が
海
岸
に
着
く
と
、
立
派
な

身
な
り
の
武
者
が
沖
の
舟
を
目
ざ
し
て
、
馬
を
海
中
に
進
め
て
い
ま
し
た
。

「
身
分
の
高
い
大
将
軍
と
お
見
受
け
い
た
す
。
見
苦
し
く
も
敵
に
後
ろ
を
お
見

せ
に
な
る
も
の
だ
。
お
引
き
返
し
な
さ
い
。」

　直
実
が
こ
の
よ
う
に
呼
び
か
け
る
と
、
そ
の
武
者
は
引
き
返
し
て
き
ま
し
た
。

　汀み
ぎ
は
に
う
ち
上
が
ら
ん
と
す
る
と
こ

ろ
に
、
お
し
並
べ
て
む
ず
と
組
ん
で

ど
う
ど
落
ち
、
と
つ（

ッ
）

て
押
さ
へ（

エ
）

て
首

を
か
か
ん
と
甲か

ぶ
と

を
お
し
あ＊（

オ
ウ
）ふ

の
け
て

見
け
れ
ば
、
年
十
六
七
ば
か
り
な
る
が
、

波
打
ち
ぎ
わ
に
上
が
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に

（
ワ
）

（
熊
谷
は
馬
を
）並
べ
て

ど
し
ん
と

押
さ
え
つ
け
て

取
ろ
う
と

あ
お
む
け
に
し
て

（
顔
を
）見
る
と

ぐ
ら
い
の（
若
武
者
）が

あぶみむながい

くつわ

鎧
よろい

直
びた

垂
たれ

鍬
くわ

形
がた

袖

しりがい

武士の装
しょう

束
ぞく

源
頼
朝
　
一
一
四
七
―
一

一
九
九
　
平
家
を
倒
し
、
鎌

倉
に
幕
府
を
開
い
た
。

平
清
盛
　
一
一
一
八
―
一

一
八
一
　
平
家
一
門
の
栄
華

を
築
い
た
。

源
義
仲
（
木き

曽そ
の

義
仲
）　

一
一
五
四
―
一
一
八
四
　
平

家
を
破
り
京
に
入
っ
た
が
、

横
暴
ぶ
り
が
不
評
を
買
い
、

義
経
に
討う

た
れ
る
。

京
　
現
在
の
京
都
府
京
都

市
。

一
の
谷
　
現
在
の
兵
庫
県

神こ
う

戸べ

市
須す

磨ま

区
に
あ
る
。

源
義
経
　
一
一
五
九
―
一

一
八
九
　
頼
朝
の
弟
。
平
家

滅め
つ

亡ぼ
う

に
功
が
あ
っ
た
。

＊（
ア
オ
）
で
も
よ
い
。

▼	

陣
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02-05-02随筆の味わい（枕草子・徒然草）　六校

　『枕
草
子
』
は
平
安
時
代
に
清せ

い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

（
九
六
六
？
―
？
）
と
い
う
女
性
に
よ
っ
て
書
か
れ
ま
し
た
。
当
時

こ
の
作
品
の
読
者
と
な
っ
た
の
は
宮き

ゅ
う

廷て
い

の
貴
族
た
ち
で
あ
り
、
彼
ら
の
教
養
は
和
歌
、
と
り
わ
け
『
古こ

今き
ん

和わ

歌か

集し
ゅ
う
』
で
し
た
。
こ
の
歌
集
の
特と

く

徴ち
ょ
うは
、
和
歌
が
季
節
の
推
移
に
そ
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
点
で
す
。
散
り

行
く
桜
に
春
を
惜
し
み
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
待
ち
つ
つ
夏
の
夜
を
明
か
し
、
秋
に
は
月
や
紅
葉
を
愛め

で
、
冬

に
は
雪
の
美
し
さ
を
楽
し
む
⋮
⋮
。
四
季
の
移
ろ
い
を
よ
ん
だ
歌
が
並
べ
ら
れ
、
読
者
に
時
間
の
流
れ
を
感
じ

さ
せ
ま
す
。
清
少
納
言
は
、
こ
う
し
た
和
歌
の
伝
統
に
培つ

ち
かわ
れ
た
も
の
の
見
方
と
は
異
な
る
新
し
い
感
性
で
、

身
の
ま
わ
り
の
小
さ
な
で
き
ご
と
を
描
き
ま
し
た
。

随ず
い

筆ひ
つ

の
味
わ
い 

│
枕ま

く
ら
の

草そ
う

子し

・
徒つ

れ

然づ
れ

草ぐ
さ

│
● 

古
人
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
対
し
て
、

自
分
の
考
え
を
も
つ
。

● 

言
葉
の
意
味
を
正
確
に
捉
え
な
が
ら
読
み
、

作
者
の
思
い
を
想
像
す
る
。

目標

枕
草
子
　清
少
納
言

　春
は
あ
け
ぼ
の

　春
は
あ
け
ぼ
の
。
や（

ヨ
ウ
ヨ
ウ
）

う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は（

ワ
）

、
す
こ

▼	

随
▼	

枕
山
ぎ
は
　
空
の
、
山
に
接

し
て
い
る
部
分
。

紫
　
現
在
の
紫
に
比
べ
る

と
、
赤
み
が
強
い
。

（
133
ペ
ー
ジ
）

▼	
蛍

▼	

霜
▼	

侍
山
の
端
　
山
の
、
空
に
接

し
て
い
る
部
分
。

火
桶
　
木
製
の
火
鉢
。

清少納言（上
うえ

村
むら

松
しょう

園
えん

）
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02-05-02随筆の味わい（枕草子・徒然草）　六校

と
叫
べ
ば
、
家い
へ

々い
へ

よ
り
、
松
ど
も
灯と
も

し
て
走
り
寄

り
て
見
れ
ば
、
こ
の
わ
た
り
に
見
知
れ
る
僧
な
り
。

「
こ
は
い
か
に
。」

と
て
、
川
の
中
よ
り
抱い

だ

き
起
こ
し
た
れ
ば
、
連
歌

の
賭か

け

物も
の

取
り
て
、
扇あ
ふ
ぎ
・
小
箱
な
ど
懐
ふ
と
こ
ろに
持
ち
た

り
け
る
も
、
水
に
入
り
ぬ
。
希け

有う

に
し
て
助
か
り

た
る
さ
ま
に
て
、
這は

ふ
這
ふ
家
に
入
り
に
け
り
。

　飼
ひ（

イ
）

け
る
犬
の
、
暗
け
れ
ど
主ぬ
し

を
知
り
て
、
飛

び
つ
き
た
り
け
る
と
ぞ
。�

（
第
八
九
段
）

家
々
か
ら
、（
人
々
が
）い
く
つ
も
の
た
い
ま
つ
を
灯
し
て

（
エ
）（
エ
）

こ
の
あ
た
り
で

見
知
っ
て
い
る
僧（
法
師
）で
あ
る

こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
。

と
言
っ
て

（
そ
の
法
師
は
）連
歌
で

賞
品
を
取
っ
て
、（
そ
の
賞
品
の
）扇
や
小
箱
な
ど
を
懐
に
持
っ
て
い
た
の
も

（
オ
ウ
）

か
ろ
う
じ
て
助
か
っ
た
様
子
で

這
う
よ
う
に
し
て

（
ホ
ウ
ホ
ウ
）

（
実
は
、
そ
の
法
師
の
）飼
っ
て
い
た
犬
が
、
暗
い
け
れ
ど
主
人
と
わ
か
っ
て

懐
　
着
た
着
物
の
、
胸
も

と
の
内
側
の
部
分
。

『絵本 徒然草』

《
出
典
》『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
44

　方ほ
う

丈じ
ょ
う

記き

　徒

然
草

　正
し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

随ず
い

聞も
ん

記き

歎た
ん

異に

抄し
ょ
う』
に
よ
っ
た
。
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02-05-04二千五百年前からのメッセージ（孔子）　七校

　先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、「
学
ん
で
し
か
る
べ
き
と
き
に
復
習
す
る
、
な
ん
と
う
れ
し
い
こ
と
で
は

な
い
か
。

　友
人
が
遠
く
か
ら
訪
ね
て
く
る
、
な
ん
と
楽
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。

　他
人
が
自
分
を
理
解
し
て
く
れ
な
く
て
も
腹
を
立
て
な
い
、
な
ん
と
立
派
な
人
物
で
は
な
い
か
。」
と
。

子

曰
ハ
ク、「
学

ビ
テ

而

時
ニ

習
フレ

之
ヲ、
不ず

二

亦

説バ
シ
カ
ラ

一

乎や

。

有
リレ

朋

自よ

二 リ

遠

方
一

来
タ
ル、

不
二

亦

楽シ
カ
ラ一

乎
。

人

不
シ
テ

レ

知
ラ

而

不
レ

慍
ラ、
不
二

亦

君

子
ナ
ラ

一

乎
ト。」（

学が
く

而じ

）

乎　
疑
問
・
反
語
・
詠え
い

嘆た
ん

を
表

す
。

湯
ゆ

島
しま

聖
せい

堂
どう

大
たい

成
せい

殿
でん

（東京都文
ぶん

京
きょう

区）

足
あし

利
かが

学校孔子廟
びょう

（栃木県足利市）

長崎孔子廟（長崎県長崎市）

至
し

聖
せい

廟（沖縄県那
な

覇
は

市）

▼
孔
子
は
日
本
各
地
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
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旅
へ
の
思
い
―
―
芭
蕉
と
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
―
―

旅
立
ち　

平
泉　

立
石
寺

1

秋あ
き

の
田た

の
か
り
ほ
の
庵い
ほ

の
と
ま
を
あ
ら
み

わ
が
衣
こ
ろ
も

手で

は
露つ
ゆ

に
ぬ
れ
つ
つ

天て
ん

智ぢ

天て
ん

皇わ
う

2

春は
る

過す

ぎ
て
夏な
つ

来き

に
け
ら
し
白し
ろ

妙た
へ

の

衣
こ
ろ
も

干ほ

す
て
ふ
天あ
ま

の
香か

具ぐ

山や
ま

持ぢ

統と
う

天て
ん

皇わ
う

3

あ
し
び
き
の
山や
ま

鳥ど
り

の
尾を

の
し
だ
り
尾を

の

な
が
な
が
し
夜よ

を
ひ
と
り
か
も
寝ね

む
柿か
き

本も
と

人ひ
と

麻ま

呂ろ

4

田た

子ご

の
浦う
ら

に
う
ち
出い

で
て
見み

れ
ば
白し
ろ

妙た
へ

の

富ふ

士じ

の
高た
か

嶺ね

に
雪ゆ
き

は
降ふ

り
つ
つ

山や
ま

部べ

赤あ
か

人ひ
と

5

奥お
く

山や
ま

に
紅も
み
ぢ葉
踏ふ

み
分わ

け
鳴な

く
鹿し
か

の

声こ
ゑ

聞き

く
時と
き

ぞ
秋あ
き

は
悲か
な

し
き

猿さ
る

丸ま
る

大た
い

夫ふ

6

か
さ
さ
ぎ
の
渡わ
た

せ
る
橋は
し

に
置お

く
霜し
も

の

白し
ろ

き
を
見み

れ
ば
夜よ

ぞ
更ふ

け
に
け
る中

ち
ゆ
う

納な

言ご
ん

家や
か

持も
ち

7

天あ
ま

の
原は
ら

ふ
り
さ
け
見み

れ
ば
春か
す
が日
な
る

三み

笠か
さ

の
山や
ま

に
出い

で
し
月つ
き

か
も

安あ

倍べ

仲な
か

麻ま

呂ろ

8

わ
が
庵い
ほ

は
都み
や
この
た
つ
み
し
か
ぞ
住す

む

世よ

を
う
ぢ
山や
ま

と
人ひ
と

は
言い

ふ
な
り

喜き

撰せ
ん

法ほ
ふ

師し

9

花は
な

の
色い
ろ

は
移う
つ

り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に

わ
が
身み

世よ

に
ふ
る
な
が
め
せ
し
間ま

に
小を

野の

小こ

町ま
ち

10

こ
れ
や
こ
の
行ゆ

く
も
帰か
へ

る
も
別わ
か

れ
て
は

知し

る
も
知し

ら
ぬ
も
逢あ
ふ

坂さ
か

の
関せ
き

蟬せ
み

　

　

丸ま
る

11

わ
た
の
原は
ら

八や

十そ

島し
ま

か
け
て
漕こ

ぎ
出い

で
ぬ
と

人ひ
と

に
は
告つ

げ
よ
海あ

人ま

の
釣つ
り

舟ぶ
ね

参さ
ん

　

議ぎ

　

篁
た
か
む
ら

12

天あ
ま

つ
風か
ぜ

雲く
も

の
通か
よ

ひ
路ぢ

吹ふ

き
閉と

ぢ
よ

を
と
め
の
姿す
が
たし

ば
し
と
ど
め
む

僧そ
う

正じ
や
う

遍へ
ん

昭ぜ
う

13

筑つ
く

波ば

嶺ね

の
峰み
ね

よ
り
落お

つ
る
み
な
の
川が
は

恋こ
ひ

ぞ
つ
も
り
て
淵ふ
ち

と
な
り
ぬ
る

陽や
う

　

成ぜ
い

　

院ゐ
ん

14

陸み
ち
の
く奥
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰た
れ

ゆ
ゑ
に

乱み
だ

れ
そ
め
に
し
わ
れ
な
ら
な
く
に河か

は

ら原

左さ

大だ
い

臣じ
ん

15

君き
み

が
た
め
春は
る

の
野の

に
出い

で
て
若わ
か

菜な

つ
む

わ
が
衣
こ
ろ
も

手で

に
雪ゆ
き

は
降ふ

り
つ
つ

光
く
わ
う

孝か
う

天て
ん

皇わ
う

16

立た

ち
別わ
か

れ
い
な
ば
の
山や
ま

の
峰み
ね

に
生お

ふ
る

ま
つ
と
し
聞き

か
ば
今い
ま

帰か
へ

り
来こ

む
中
ち
ゅ
う

納な

言ご
ん

行ゆ
き

平ひ
ら

17

ち
は
や
ぶ
る
神か
み

代よ

も
聞き

か
ず
竜た
つ

田た

川が
は

か
ら
く
れ
な
ゐ
に
水み
づ

く
く
る
と
は在あ

り

原は
ら

業な
り

平ひ
ら

朝あ
そ
ん臣

18

住す
み

の
江え

の
岸き
し

に
寄よ

る
波な
み

よ
る
さ
へ
や

夢ゆ
め

の
通か
よ

ひ
路ぢ

人ひ
と

目め

よ
く
ら
む

藤ふ
ぢ

原は
ら

敏と
し

行ゆ
き

朝あ
そ
ん臣

19

難な
に
は波
潟が
た

短み
じ
かき
蘆あ
し

の
ふ
し
の
間ま

も

逢あ

は
で
こ
の
世よ

を
過す

ぐ
し
て
よ
と
や

伊い

　

　

勢せ

20

わ
び
ぬ
れ
ば
今い
ま

は
た
同お
な

じ
難な
に
は波

な
る

み
を
つ
く
し
て
も
逢あ

は
む
と
ぞ
思お
も

ふ
元も
と

良よ
し

親し
ん

王わ
う

21

今い
ま

来こ

む
と
言い

ひ
し
ば
か
り
に
長な
が

月つ
き

の

有あ
り

明あ
け

の
月つ
き

を
待ま

ち
出い

で
つ
る
か
な素そ

性せ
い

法ほ
ふ

師し

の

の

の

の

の

の

のの

小
倉
百
人
一
首

　お
正
月
の
か
る
た
大
会
な
ど
で
お
な
じ
み
の
『
百
人
一
首
』
は
、
十
三
世
紀
に
藤ふ
じ

原わ
ら
の
定さ
だ
家い
え
が
撰せ
ん
し
た
も
の
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
当
時
著
名
だ
っ
た
百
人
の
歌
人
の
歌
を
、
一
人
に
つ
き
一
首
ず
つ
選
ん
で
集
め
て
あ
り
ま
す
。
か
る

た
と
し
て
楽
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
江え

戸ど

時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
す
。

　か
る
た
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
和
歌
と
し
て
も
楽
し
ん
で
み
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
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助

　長
　宋そ

う

人ひ
と

に 

そ
の 

苗な
へ

の 

長ち
や
うぜ

ざ
る
を 

う
れ
へ（

エ
）、

こ
れ
を 

ぬ
く 

者 

あ
り
。

　芒ば
う

芒ば
う

然ぜ
ん

と
し
て 

帰か
へ

り
、
そ
の 

人
に 

い
ひ（

イ
）

て 

い
は（

ワ
）
く
、「
今こ

ん

日に
ち 

病つ
か

れ
た
り
。
予わ

れ 

苗
を 

助
け
て 

長
ぜ
し
む
。」
と
。

　そ
の 

子 

は
し
り
て 

往ゆ

き
て 

こ
れ
を 

視み

れ
ば
、
苗 

則す
な
はち 

か
れ
た
り
。

（
エ
）
（
チ
ョ
ウ
）

（
ボ
ウ
ボ
ウ
）

（
エ
）

（
ワ
）

　宋
の
国
の
人
で
自
分
の
畑
の
苗
が

伸の

び
な
い
こ
と
を
心
配
し
て
、
苗
を

引
っ
ぱ
り
上
げ
る
者
が
い
た
。

　す
っ
か
り
疲つ
か

れ
は
て
て
家
に
帰
っ

て
、
家
族
に
、「
今
日
は
疲
れ
た
よ
。

わ
し
は
苗
を
助
け
て
伸
ば
し
て
や
っ

た
の
だ
。」
と
言
っ
た
。

　そ
の
息む
す
こ子
が
走
っ
て
畑
に
行
っ
て

見
て
み
る
と
、
苗
は
も
う
枯か

れ
て
い

た
。

《
出
典
》『
新
釈
漢
文
大
系
４ 

孟も
う

子し

』
に
よ
っ
た
。

宋　
紀
元
前
の
中
国
に
あ
っ
た

国
。

▼	

苗
▼	

疲
▼	

枯
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江戸

日光
にっこう

那須湯本
な す ゆ もと

山中
やまなか

大垣

仙台
せんだい

酒田
さか た

松島
まつしま

平 泉
ひら いずみ

福島

白河
しらかわ

い ず も ざき

出雲崎

草加
そう か

千住
せんじゅ

室の八島
むろ や しま

石  巻
いしのまき

大石田
おお いし だ

象潟
きさかた

鶴岡
つるおか

かなざわ

金沢小松
こ まつ

福井
ふく い

敦賀
つる が

月山
がっさん

立 石 寺
りっ しゃく

尾花沢
お ばなざわ

お
く
の
ほ
そ
道
旅
程
図

＊
日
付
は
旧
暦
。

　な
ん
と
尊
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
か
。
青
葉
・
若
葉
に

降
り
注
ぐ
日
の
光
が
。

あ
ら
た
ふ（
ウ
）と
青
葉
若
葉
の
日
の
光

　旅
先
で
の
端た
ん

午ご

の
節
句
に
、
菖し
ょ
う
蒲ぶ

の
葉
を
草
鞋
の

鼻
緒
に
結
ん
で
、
旅
を
続
け
よ
う
と
思
う
。

あ
や
め
草
足
に
結
ば
ん

（
ジ
）

草わ
ら
ぢ鞋
の

（
オ
）

緒を

　西
行
の
立
ち
寄
っ
た
柳
を
感か
ん

慨が
い

深
く
見
て
い
る
間
に

田
植
え
の
人
は
去
り
、
自
分
も
立
ち
去
っ
た
。

田
一
枚
植
ゑ（
エ
）て
立
ち
去
る
柳
か
な

あ
や
め
草
足
に
結
ば
ん

（
ジ
）

草わ
ら
ぢ鞋
の

（
オ
）

緒を

　お
り
か
ら
の
五
月
雨
を
た
く
さ
ん
集
め
て
、
最
上
川

は
勢
い
よ
く
流
れ
て
い
る
。

五
月
雨
を
あ
つ
め
て
早
し

（
ワ
）

最も

上が
み

川が
は

三
月
二
十
七
日 

江
戸

 

四
月
一
日 

日
光

 

四
月
二
十
日 

那
須

 

五
月
四
日 

仙
台

 

五
月
末 

大
石
田
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江戸

日光
にっこう

那須湯本
な す ゆ もと

山中
やまなか

大垣

仙台
せんだい

酒田
さか た

松島
まつしま

平 泉
ひら いずみ

福島
ふくしま

白河
しらかわ

い ず も ざき

出雲崎

草加
そう か

千住
せんじゅ

室の八島
むろ や しま

石  巻
いしのまき

大石田
おお いし だ

象潟
きさかた

鶴岡
つるおか

市振
いちぶり

かなざわ

金沢小松
こ まつ

敦賀
つる が

月山
がっさん

立  石 寺
りゅうしゃく

尾花沢
お ばなざわ

福井

八
月
下
旬
～
九
月 

大
垣

『奥の細道行
あん

脚
ぎゃ

之
の

図』より
芭蕉（左）と門人の曽

そ

良
ら

（右）

 

七
月
四
日 

出
雲
崎

 

六
月
十
四
日 

酒
田

 

七
月
中
旬 

金
沢

　荒
海
の
向
こ
う
に
あ
る
佐さ

渡ど
が

島し
ま
へ
か
け
て
天
河
︵
天

の
川
︶
が
大
き
く
横
た
わ
っ
て
い
る
。

荒
海
や
佐さ

渡ど

に
よ
こ
た

（
ワ
）

ふ（
ウ
）

天あ
ま
の

河が
は

　赤
々
と
照
り
つ
け
る
残
暑
の
日
が
暑
い
が
、
風
は
秋

ら
し
く
感
じ
ら
れ
る
。

あ
か
あ
か
と
日
は
つ
れ
な
く
も
秋
の
風

 

八
月
五
日 

小
松

　吹
き
過
ぎ
る
秋
風
が
、
那な

谷た

寺
の
白
く
さ
ら
さ
れ
た

石
よ
り
も
白
い
感
じ
が
す
る
。

石
山
の
石
よ
り
白
し
秋
の
風

　暑
い
一
日
も
、
最
上
川
が
海
に
流
し
入
れ
て
し
ま
っ

た
よ
う
だ
。

暑
き
日
を
海
に
入
れ
た
り
最
上
川
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平ひ
ら

　泉い
づ
み

　

　三
代
の
栄え
い

耀え
う

一
睡
の
う
ち
に
し
て
、
大だ

い

門も
ん

の
跡
は
一
里
こ
な
た
に
あ
り
。
秀ひ

で

衡ひ
ら

が
跡
は

田で
ん

野や

に
な
り
て
、
金き

ん

鶏け
い

山
の
み
形
を
残
す
。

　ま
づ（
ズ
）

高た
か

館だ
ち

に
登
れ
ば
、
北き

た

上か
み

川が
は

南な
ん

部ぶ

よ
り
流
る
る
大
河
な
り
。
衣こ

ろ
も

川が
は

は
和い

づ
み泉

が
城じ

や
う

を
巡

り
て
、
高
館
の
下も
と

に
て
大
河
に
落
ち
入
る
。
泰や

す

衡ひ
ら

ら
が
旧き

う

跡せ
き

は
、
衣こ

ろ
も
が
関せ

き

を
隔へ

だ

て
て
南
部
口ぐ

ち

を
さ
し
固
め
、
夷え

ぞ

を
防
ぐ
と
み
え
た
り
。
さ
て
も
義
臣
す
ぐ
つ（

ッ
）
て
こ
の
城
に
籠
も
り
、
功
名

一
時
の
く
さ
む
ら
と
な
る
。

　「国
破
れ
て
山さ
ん

河が

あ
り
、
城
春
に
し
て
草
青
み
た
り
。」

と
、
笠
打
ち
敷
き
て
、
時
の
移
る
ま
で
涙
を
落
と
し
は
べ
り
ぬ
。

　
　夏
草
や
兵
つ
は
も
の
ど
も
が
夢
の
跡

（
ズ
）

（
ヨ
ウ
）

（
ワ
）

（
ワ
）

（
ズ
）

（
ジ
ョ
ウ
）

（
キ
ュ
ウ
）

（
ワ
）

　
そ
の
後
二
人
は
、
暑
さ
に
苦
し
め
ら
れ
な
が
ら
険
し
い
山
道
の
旅
を
続
け
、
尾
花
沢
で
し
ば
ら
く
休
息
し
ま

す
。
そ
こ
か
ら
寄
り
道
を
す
る
よ
う
に
立
石
寺
を
訪
ね
た
の
は
、
五
月
二
十
七
日
の
こ
と
で
し
た
。

三
代
の
栄
耀
　
十
二
世
紀
、

藤ふ
じ

原わ
ら
の

清き
よ

衡ひ
ら

・
基も

と

衡ひ
ら

・
秀
衡

の
三
代
が
栄
え
た
こ
と
。
秀

衡
は
、
源

み
な
も
と
の

義よ
し

経つ
ね

を
保
護
し

た
。

大
門
　
藤
原
氏
の
政
庁
の

あ
っ
た
平ひ

ら

泉い
ず
み
の

館た
ち

の
南
大
門
。

金
鶏
山
　
秀
衡
が
富ふ

士じ

山

の
形
に
築
か
せ
た
山
。
山
頂

に
黄
金
の
鶏

に
わ
と
りを

埋
め
た
。

高
館
　
義
経
の
館
。

南
部
　
南
部
地
方
。
平
泉

の
北
方
。
現
在
の
岩
手
県
盛も

り

岡お
か

市
一
帯
。

和
泉
が
城
　
秀
衡
の
三
男
、

忠た
だ

衡ひ
ら

の
館
。

泰
衡
　
秀
衡
の
次
男
。

夷
　
北
方
の
、
中
央
政
権
に

ま
だ
服
従
し
て
い
な
い
人
々
。

義
臣
　
義
経
に
忠
義
を
尽

く
す
家
臣
。

「
国
破
れ
て
…
…
」　
唐
の

詩
人
、
杜
甫
の
詩
に
よ
る
。

Ｐ
136
参
照
。

▼	

隔
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03-05-01旅への思い（おくのほそ道）　六校

立り
ふ

石し
や
く

寺
　

　山
形
領
に
立
石
寺
と
い
ふ（
ウ
）

山や
ま

寺で
ら

あ
り
。
慈じ

覚か
く

大だ
い

師し

の
開
基
に
し
て
、
こ
と
に
清せ

い

閑か
ん

の
地
な
り
。
一
見
す
べ
き
よ
し
、
人
々
の
勧す

す

む
る
に
よ
つ（

ッ
）

て
、
尾を

花ば
ね

沢ざ
は

よ
り
と

つ（
ッ
）

て
返
し
、
そ
の
間か

ん

七
里
ば
か
り
な
り
。

　日
い
ま
だ
暮
れ
ず
。
ふ
も
と
の
坊ば
う

に
宿
借
り
置
き
て
、
山
上
の
堂
に
登
る
。
岩

に
巖い
は
ほ

を
重
ね
て
山
と
し
、
松し

よ
う

柏は
く

年と
し

旧ふ

り
、
土
石
老
い
て
苔こ

け

滑
ら
か
に
、
岩
上
の

院
々
扉
を
閉
ぢ（

ジ
）

て
物
の
音
聞
こ
え
ず
。
岸
を
巡
り
岩
を
這は

ひ（
イ
）

て
仏
閣
を
拝
し
、
佳か

景け
い

寂じ
や
く

寞ま
く

と
し
て
心
澄
み
ゆ
く
の
み
お
ぼ
ゆ
。

　
　閑し

づ

か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蟬せ

み

の
声

（
リ
ュ
ウ
シ
ャ
ク
）

（
オ
）

（
ワ
）

（
ボ
ウ
）

（
イ
ワ
オ
）

（
シ
ョ
ウ
）

（
ジ
ャ
ク
）

（
ズ
）

　
　蛤

は
ま
ぐ
り
の
ふ
た
み
に
別
れ
行
く
秋
ぞ

　
こ
の
後
芭
蕉
は
、
酒
田
、
市
振
、
金
沢
、
敦
賀
な
ど
を
経
て
、
八
月
下
旬
に
大
垣
へ
と
た
ど
り

着
き
、
二
週
間
ほ
ど
滞た

い

在ざ
い

し
て
次
の
旅
を
始
め
ま
し
た
。
芭
蕉
は
、
次
の
句
で
こ
の
紀
行
文
を
締

め
く
く
っ
て
い
ま
す
。

立
石
寺
　
現
在
の
山
形
県
山
形
市
に
あ
る
寺
。

慈
覚
大
師
　
七
九
四
―
八
六
四
　
平
安
時
代
初

期
の
僧
。
円え

ん

仁に
ん

。

開
基
　
仏
寺
を
創
立
す
る
こ
と
。

坊
　
参さ

ん

詣け
い

者
を
泊
め
る
宿
坊
。

松
柏
　
松
や
檜ひ

の
きの

類
。

岸
　
崖
の
ふ
ち
。
水
辺
に
限
ら
ず
用
い
る
。

寂
寞
　
ひ
っ
そ
り
と
し
て
も
の
寂
し
い
様
子
。

立石寺▼	

勧
▼	

佳
▼	

滞
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03-05-02和歌の調べ　七校

�

藤ふ
ぢ

原は
ら
の

定さ
だ

家い
へ

　
　春
の
夜
の�

夢
の
浮う

き

橋は
し�

と
だ
え
し
て�

峰
に
わ
か
る
る�

横
雲
の
空

　右
の
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
恋
の
歌
「
風
吹
け
ば
峰
に
わ
か
る
る
白し

ら

雲く
も

の
絶
え
て
つ
れ
な
き
君
が

心
か
」（
壬
生
忠
岑
）
を
踏
ま
え
、
夢
か
ら
覚
め
た
人
物
の
目
の
前
に
広
が
る
風
景
を
、
そ
の
人
に

な
っ
た
つ
も
り
で
美
し
く
描
い
て
い
ま
す
。「
夢
の
浮
橋
」
の
語
は
、『
源
氏
物
語
』
の
巻
の
名
前
で
も

あ
り
、
読
む
者
を
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
へ
い
ざ
な
い
も
し
ま
す
。

�

西さ
い

行ぎ
や
う

法ほ
ふ

師し

　
　心
な
き�

身
に
も
あ
は
れ
は�

知
ら
れ
け
り�

鴫し
ぎ

立
つ
沢さ

は

の�

秋
の
夕
暮
れ

�

式し
よ
く

子し

内な
い

親し
ん

王わ
う

　
　玉
の
緒を

よ�

絶
え
な
ば
絶
え
ね�

な
が
ら
へ
ば�

忍
ぶ
る
こ
と
の�

弱
り
も
ぞ
す
る

新
古
今
和
歌
集

　八
番
め
の
勅
撰
和
歌
集
。
二
〇
巻
。
鎌か

ま

倉く
ら

時
代
に
、
後ご

鳥と

羽ば

上
皇
の
命
に
よ
り
、
藤
原
定
家
・
藤ふ

じ

原わ
ら
の

家い
え

隆た
か

ら
が
撰
進
し
た
。
代
表
的
歌
人
に
は
、
撰
者
の
ほ
か
、
式
子
内
親
王
・
藤ふ

じ

原わ
ら
の

俊と
し

成な
り

・
西
行
・
慈じ

円え
ん

な
ど
が
い
る
。

《
出
典
》『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
43
　
新
古
今
和
歌
集
』
に
よ
っ
た
。

藤
原
定
家
　
一
一
六
二
―
一
二
四
一

歌
人
。『
新
古
今
和
歌
集
』
の
撰
者
の

一
人
。『
小
倉
百
人
一
首
』
の
撰
者
と

さ
れ
る
。

西
行
法
師
　
一
一
一
八
―
一
一
九
〇

歌
人
・
僧
侶
。
鳥と

羽ば

上
皇
の
北
面
の
武

士
と
し
て
仕
え
た
が
、
二
十
三
歳
の
時

に
出
家
し
、
各
地
を
遍
歴
し
た
。
家
集

に
『
山さ

ん

家か

集
』
が
あ
る
。

式
子
内
親
王
　
一
一
四
九
―
一
二
〇

一
　
歌
人
。
後ご

白し
ら

河か
わ

天
皇
の
皇
女
。

玉
の
緒
　
命
。

な
が
ら
へ
ば
　
生
き
長
ら
え
る
と
。

▼	

沢
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03-05-04風景と心情（漢詩）　六校

　漢
字
だ
け
で
作
ら
れ
た
詩
を
「
漢
詩
」
と
い
い
ま
す
。
中
国
の
唐と
う

の
時
代
（
六
一
八
―
九
〇
七
）
に
は
、
李り

白は
く

や
杜と

甫ほ

を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
詩
人
が
現
れ
、
優
れ
た
詩
が
数
多
く
作
ら
れ
ま
し
た
。
わ
が
国
に
は
奈
良

時
代
に
伝
わ
り
、
今
日
ま
で
、
日
本
の
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
ま
し
た
。

風
景
と
心
情

―
漢
詩
を
味
わ
う

―

●�

歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
て
情
景
の
描
写
を
捉
え
、

心
情
を
理
解
し
て
考
え
を
深
め
る
。

●�

詩
の
形
式
や
表
現
の
工
夫
な
ど
を
理
解
し
て
暗
唱

し
、
作
品
の
響
き
を
味
わ
う
。

目標

故

人

西
ノ
カ
タ

辞
シ二

黄

鶴

楼
ヲ一

煙

花

三

月

下
ル二

揚

州
ニ一

孤

帆
ノ

遠

影

碧

空
ニ

尽
キ

惟
ダ

見
ル

長

江
ノ

天

際
ニ

流
ル
ル
ヲ

黄
鶴
楼

　
武ぶ

昌し
ょ
う（
現
在
の
湖フ
ー

北ペ
イ

省

武ウ
ー

漢ハ
ン

）
の
南
西
、
長ち
ょ
う

江こ
う

岸

に
あ
っ
た
高
楼
。

孟
浩
然

　
六
八
九
︱
七
四
〇
　
唐
の

時
代
の
詩
人
。

広
陵

　
揚よ
う

州し
ゅ
う（
現
在
の
江チ
ャ
ン

蘇ス
ー

省

揚ヤ
ン

州チ
ョ
ウ）
の
こ
と
。

故
人

　
旧
友
。
こ
こ
で
は
孟
浩
然

の
こ
と
。

煙
花
　
春
の
霞か
す
み。

天
際

　
天
の
果
て
。
空
の
は
る
か

遠
く
の
方
。

黄く
わ
う

鶴か
く

楼
に
て
孟ま

う

浩か
う

然ね
ん

の
広く

わ
う

陵り
よ
う

に
之ゆ

く
を
送
る

故
人

　西
の
か
た
黄
鶴
楼
を
辞
し

煙え
ん

花く
わ

三
月

　揚や
う

州し
う

に
下
る

孤こ

帆は
ん

の
遠ゑ
ん

影え
い

　碧へ
き

空く
う

に
尽
き

惟た

だ
見
る

　長ち
や
う

江か
う

の
天
際
に
流
る
る
を

李

　白
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03-05-04風景と心情（漢詩）　六校

国

破
レ
テ

山

河

在
リ

城

春
ニ
シ
テ

草

木

深
シ

感
ジ
テ
ハ

レ

時
ニ

花
ニ
モ

濺
ギレ

涙
ヲ

恨
ン
デ
ハ

レ

別
レ
ヲ

鳥
ニ
モ

驚
カ
ス

レ

心
ヲ

烽

火

連
ナ
リ

二

三

月
ニ一

家

書

抵
タ
ル

二

万

金
ニ一

白

頭

搔
ケ
バ

更
ニ

短
ク

渾
ベ
テ

欲
スレ

不ざ

レ ラ
ン
ト

勝
ヘレ

簪
ニ

春し
ゆ
ん

　望ば
う

国
破
れ
て

　山さ
ん

河が

在
り

城
春
に
し
て

　草
木
深
し

時
に
感
じ
て
は

　花
に
も
涙
を
濺そ

そ

ぎ

別
れ
を
恨
ん
で
は

　鳥
に
も
心
を
驚
か
す

烽ほ
う

火く
わ

　三さ
ん

月げ
つ

に
連
な
り

家
書

　万ば
ん

金き
ん

に
抵あ

た
る

白
頭

　搔か

け
ば
更
に
短
く

渾す

べ
て
簪し

ん

に
勝た

へ
ざ
ら
ん
と
欲ほ

つ

す

杜と

　甫ほ

春
望
　
春
の
眺
め
。

国
破
れ
て

　
国
都
長ち
ょ
う

安あ
ん

（
現
在
の
陜シ
ャ
ン

西シ
ー

省
西シ
ー

安ア
ン

）
が
、
安あ
ん

史し

の
乱

（
七
五
五
）
の
た
め
に
破
壊

さ
れ
た
こ
と
を
さ
す
。

城　
こ
こ
で
は
長
安
の
街
を
さ

す
。
中
国
の
都
市
は
城
壁
に

囲
ま
れ
て
い
た
。

烽
火

　
こ
こ
で
は
戦
火
の
こ
と
。

三
月

　
三
か
月
。
ま
た
は
、
長
い

期
間
。

家
書
　
家
か
ら
の
手
紙
。

白
頭
　
白し
ら
が髪
頭
。

簪
に
勝
へ
ざ
ら
ん
と
欲
す

　
髪
の
毛
が
少
な
く
な
っ
て
、

簪
も
さ
せ
な
い
ほ
ど
に
な
っ

て
い
る
。「
簪
」
は
冠

か
ん
む
りを

髪

に
と
め
る
た
め
の
ピ
ン
の
よ

う
な
も
の
。
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01-11-02蓬莱の玉の枝と偽りの苦心談　四校

蓬ほ
う

萊ら
い

の
玉
の
枝
と
偽い

つ
わ

り
の
苦
心
談 

│
│
竹
取
物
語
│
│

『
竹た
け
取と
り
物
語
』
の
別
の
場
面
を
読
む
。

　か
ぐ
や
姫ひ
め

か
ら
難
題
を
出
さ
れ
た
五
人
の
貴
族
の
若
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
知ち

恵え

や
富
を

使
っ
て
望
み
の
品
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
く
ら
も
ち
の
皇み

子こ

は
、
蓬
萊
の
玉

の
枝
を
探
し
に
行
く
と
言
っ
て
船
に
乗
り
ま
す
が
、
ひ
そ
か
に
引
き
返
し
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
人
目
に
つ
か
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
に
せ
も
の
の
蓬
萊
の
玉
の
枝
を
六
人
の

職
人
に
作
ら
せ
ま
す
。
三
年
ほ
ど
の
ち
に
、
完
成
し
た
玉
の
枝
を
持
っ
て
皇
子
は
竹
取

の
翁お
き
なの
家
を
訪お
と
ずれ
、
偽
り
の
苦
心
談
を
語
り
ま
す
。

「
船
の
行ゆ

く
に
ま
か
せ
て
、
海
に
漂
た
だ
よ

ひ（
イ
）

て
、
五
百
日
と
い
ふ（
ウ
）

辰た
つ

の
時

ば
か
り
に
、
海
の
中
に
、
は
つ
か
に
山
見
ゆ
。
船
の
か
ぢ（
ジ
）
を
な
む（
ン
）
迫せ

め

て
見
る
。
海
の
上
に
漂
へ（
エ
）
る
山
、
い
と
大お
ほ

き
に
て
あ
り
。
そ
の
山
の
さ

ま
、
高
く
う
る
は（
ワ
）

し
。『
こ
れ
や
わ
が
求
む
る
山
な
ら
む（
ン
）

。』
と
思
ひ（
イ
）

て
、

さ
す
が
に
恐お
そ

ろ
し
く
お
ぼ
え
て
、
山
の
め
ぐ
り
を
さ
し
め
ぐ
ら
し
て
、

二
、
三
日
ば
か
り
、
見
歩あ
り

く
に
、
天
人
の
よ
そ
ほ（
オ
）
ひ（
イ
）
し
た
る
女
、
山
の

（
オ
）

「
船
の
行
く
の
に
ま
か
せ
て
、
海
に
漂
っ
て
、
五

百
日
め
と
い
う
日
の
午
前
八
時
頃ご
ろ

に
、
海
に
、
か

す
か
に
山
が
見
え
ま
す
。
船
の
か
じ
を
操
作
し
て
、

島
に
近
づ
い
て
見
ま
し
た
。
海
の
上
に
漂
っ
て
い

る
山
は
、
大
変
大
き
い
も
の
で
し
た
。
そ
の
山
の

様
子
は
、
高
く
て
う
る
わ
し
い
も
の
で
し
た
。

『
こ
れ
こ
そ
私
が
求
め
て
い
る
山
だ
ろ
う
。』
と

思
っ
て
、
さ
す
が
に
恐
ろ
し
く
思
わ
れ
て
、
山
の

周
囲
を
漕こ

ぎ
め
ぐ
ら
せ
て
、
二
、
三
日
ば
か
り
、

見
て
回
っ
て
い
ま
す
と
、
天
人
の
衣い

装し
ょ
う

を
着
た

女
の
人
が
、
山
の
中
か
ら
出
て
き
て
、
銀
の
お
わ
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随
筆
の
味
わ
い
―
―
枕
草
子
・
徒
然
草
―
―

春
は
あ
け
ぼ
の 

う
つ
く
し
き
も
の

仁
和
寺
に
あ
る
法
師

新 

奥
山
に
猫
ま
た
と
い
ふ
も
の
あ
り
て

二
千
五
百
年
前
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

―
―
孔
子
の
言
葉
―
―

和
歌
の
調
べ

―
―
万
葉
集
・
古
今
和
歌
集
・
新
古
今
和
歌
集
―
―

風
景
と
心
情
―
―
漢
詩
を
味
わ
う
―
―

桃太郎，浦島太郎などのなじみ深い
昔話を入り口に，古典の世界へ

古文と絵巻で，かぐや姫の
誕生と求婚譚・昇天を扱い，
物語全体の展開を示した

人の親として若者の死を
悲しむ名場面

李白と杜甫の代表的な
絶句・律詩を採録

各地の孔子廟の紹介 話の筋がわかり易く，
楽しく読める「奥山に
猫またといふものあり
て」を採録

新たに「助長」を採録

言葉の自習室に
「蓬萊の玉の枝」
を掲載

敦
盛
の
最
期
―
―
平
家
物
語
―
―

言葉の自習室に
「扇の的」を掲載

漢詩とのつながりを捉え，
理解を深める

俳句と和歌との関連

▲３年Ｐ 72

▲１年Ｐ 306

▲１年Ｐ 296

▲Ｐ 110

▲Ｐ 122

▲Ｐ 143

▲Ｐ 134
▲Ｐ 136

▲Ｐ 132
▲Ｐ 122

▲Ｐ 118

▲Ｐ 114



確かな言葉の力を身につけ，生かす2

2021

○
学
習
過
程
の
重
点
を
お
さ
え
た
学
習
活
動

○
言
葉
と
社
会
（
コ
ラ
ム
）

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
／
書
く
こ
と
思
考
を
は
た
ら
か
せ
て
表
現
力
・

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
高
め
る

　
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
教
材
は
、
学
習
過
程
と
、
学
習
活
動
の
重

点
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
明
示
し
て
い
ま
す
。

　

社
会
に
出
て
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
を
例
に
、
言
葉

と
社
会
を
考
え
る
コ
ラ
ム
で
す
。

「言葉と社会」主な内容
１年 ・言葉とコミュニケーション（対面コミュニケーションと非対面コミュニケーション）Ｐ 26
 ・イメージを言葉にする（大脳のはたらきと表現）Ｐ 178
２年　・社会で求められる表現（具体的に伝える・わかりやすく伝える）Ｐ 69
 ・社会生活と言語コミュニケーション（大切にしたい四つの要素）Ｐ 236
３年　・コミュニケーションの場を考える（場に応じた表現や話題）Ｐ 200
 ・自分の意見を述べるとき（言葉の力と裁判）Ｐ 234

➡ 
Ｐ
10

　

拡
大
す
る
情
報
社
会
で
、
自
分
に
と
っ
て
必
要
な
情
報
を
的
確
に
捉
え
、
活
用

す
る
力
を
育
成
す
る
た
め
、
情
報
モ
ラ
ル
や
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
に
つ
い
て

解
説
し
た
読
み
物
を
設
け
ま
し
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
と
言
葉
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
、「
学
び
ナ
ビ
」
で
そ
れ
ぞ

れ
の
メ
デ
ィ
ア
の
特
徴
を
解
説
し
、
活
動
を
と
お
し
て
考
え
、
表
現
す
る
教
材
を
設
け

ま
し
た
。

３　年 ２　年 １　年

新聞　ニュース 脚本　絵コンテ 写真　広告　漫画

取り上げているメディア

○
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
と
情
報
モ
ラ
ル
（
読
み
物
）

○
メ
デ
ィ
ア
の
手
法
を
理
解
し
、
表
現
す
る
学
習
活
動

メ
デ
ィ
ア
と
表
現

１
年
生　

池
上
彰
『
全
て
は
編
集
さ
れ
て
い
る
』（
Ｐ
62
）

２
年
生　

高
橋
暁
子
『
Ｓ
Ｎ
Ｓ
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
に
』（
Ｐ
84
）

３
年
生　

森
達
也
『
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
は
な
ぜ
必
要
か
？
』（
Ｐ
60
）

（各教材本文より）

「学びナビ」で学んだメディアの
特性を，活動ページで活用

▲１年Ｐ 64『写真で「事実」を表現する』

生
徒
が
日
常
生
活
で
ふ
れ
る
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
学
ぶ

➡
別
冊
③

原
稿
が
ち
ゃ
ん
と
し
て
い
れ
ば
、
噓
に
は
な
ら
な

い
の
だ
。
ニ
ュ
ー
ス
も
編
集
さ
れ
て
い
る
、
と

い
う
の
は
、
例
え
ば
こ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
あ
く
ま
で
も
リ
ア
ル
な
世
界
を
補
完

す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
で
あ
る
。

世
界
は
と
て
も
多
面
的
だ
。
多
重
的
で
多
層
的
。

ど
こ
か
ら
見
る
か
で
景
色
は
全
く
変
わ
る
。

115

根拠をもとに意見文を書く

02-04-04根拠をもとに意見文を書く　五校

根こ
ん

拠き
ょ

を
も
と
に
意
見
文
を
書
く

推
論
す
る

学び
ナビ

　
自
分
の
考
え
や
主
張
を
形
成
す
る
た
め
に
、
わ
か
っ
て
い
る
事

柄
や
事
実
・
体
験
な
ど
を
も
と
に
、
ま
だ
わ
か
ら
な
い
事
柄
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
を
「
推
論
」
と
い
い
ま
す
。

こ
こ
が
大
事
　
推
論
を
も
と
に
自
分
の
考
え
や
主
張
を
書

く
と
き
に
は
、
根
拠
（
事
実
）
に
、
説
明
を
加
え
た
「
理

由
づ
け
」
に
よ
っ
て
、
考
え
を
支
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

同
じ
理
由
づ
け
で
も
、
確
か
な
根
拠
に
基
づ
い
た
理
由
づ

け
が
よ
り
適
切
で
す
。

● 

多
様
な
考
え
方
が
あ
る
問
題
に
つ
い
て
根
拠
を
も

と
に
推
論
し
て
考
え
る
。

● 

考
え
の
理
由
づ
け
を
示
し
て
意
見
文
を
書
く
。

目標

主張・意見

理由づけ 根拠（事実）

・
デ
ー
タ
に
基
づ
く
事
実

・
体
験
に
基
づ
く
事
実

・ 

デ
ー
タ
や
体
験
の
説
明

や
分
析

・ 

自
分
の
立
場
や
見
方
を

決
め
て
考
え
る
。

・ 

事
柄
を
整
理
し
て
考
え

る
。

　
森
林
の
保
護
の
た
め
に
、
割

り
箸
は
使
わ
な
い
ほ
う
が
い
い
。

　
森
林
の
保
護
の
た
め
に
、
割

り
箸ば
し

は
使
っ
た
ほ
う
が
い
い
。

題
材

構
成

考
え
の
形
成
・
記
述

推す
い

敲こ
う

共
有

▼

▼

▼

▼

■ 

推
論
を
も
と
に
「
森
林
の
保
護
」
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
導
き
出
す
。
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学
習
活
動
の
流
れ

多
様
な
考
え
方
が
あ
る
問
題
に
つ
い
て
題
材
を
決
め
、
探
し

た
材
料
を
整
理
す
る
。

１

読
み
手
か
ら
の
助
言
を
踏
ま
え
、
自
分
の
文
章
を
振
り
返
る
。

５

・ 

判
断
や
考
え
を
示
す
意
見
を
裏
づ
け
る
た
め
の
、
よ

り
適
切
な
根
拠
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
。

・ 

根
拠
が
自
分
の
意
見
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
を
検
討
す
る
。

森
林
な
ど
の
自
然
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
←

　
　
　
　
　
　
　
←

世
界
の
森
林
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
減
少
。

　
　
　
　
←

　
　
　
　
←

ユ
ネ
ス
コ
の
資
料
を
使
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
←

　
　
　
　
　
　
　
←

文
章
の
構
成
を
工
夫
す
る
。

・
推
論
し
た
道
筋
が
伝
わ
り
や
す
い
順
を
考
え
る
。

２

根
拠
の
適
切
さ
を
考
え
て
具
体
例
を
示
し
、
自
分
の
考
え
が

伝
わ
る
文
章
に
す
る
。

・
グ
ラ
フ
や
表
を
示
す
。

・ 

自
分
の
意
見
を
支
え
て
い
る
か
、「
理
由
づ
け
」
を
見
直

す
。

３

読
み
手
の
立
場
に
立
っ
て
、
文
章
を
整
え
る
。

４

◀◀◀◀

　
デ
ー
タ
の
提
示
の
仕
方
を
見
や
す

く
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
？

題材構成考えの形成・記述推敲共有 ◀◀◀◀

推
論
の
根
拠
を
適
切
に
示
す
ヒ
ン
ト

　
ど
の
よ
う
な
デ
ー
タ
が
い
い
か
？

　
デ
ー
タ
の
根
拠
は
何
が
い
い
か
？
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● 

多
様
な
考
え
方
が
あ
る
問
題
に
つ
い
て
根
拠
を

も
と
に
推
論
し
て
考
え
て
い
る
。

● 

考
え
の
理
由
づ
け
を
示
し
て
意
見
文
を
書
い
て

い
る
。

振り返り

他
教
科
の
授
業
で
意
見
文
を
書
く
と
き
に
役
立
て
よ
う
。

学
び
を
生
か
そ
う

序
論
　
事
実
の
確
認
と
問
い
の
提
示

　
①
根
拠
（
事
実
）
の
確
認

　

 

　明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
何
か
。
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な

い
こ
と
は
何
か
。

本
論
　
事
実
の
指
摘

　
②
主
張
（
仮
説
）

　
③
理
由
づ
け
１

　④ 

理
由
づ
け
２
（
一い

っ

般ぱ
ん

化
）
こ
の
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で

も
あ
て
は
ま
る
か
。
さ
ら
に
調
べ
る
と
…
…

　
⑤
条
件

　⑥
推
論

　…
…
よ
う
に
考
え
る
と
、
…
…
と
な
る
は
ず
。

結
論

　予
想
さ
れ
る
立
場
の
違
い
や
反
論
を
含
ん
だ
主
張

　⑦
結
論

　以
上
の
こ
と
か
ら
…
…
と
い
え
る
。

　現
在
、
森
林
が
減
少
し
て
い
る
。「
世
界
森
林
資
源
評
価
」 

に
よ
る
と
…
…

森
林
消
失
と
、
森
林
で
の
生
物
多
様
性
の
危
機
は
進
ん
で
い
る
。

　こ
の
よ
う
な
森
林
の
減
少
を
食
い
止
め
る
た
め
に
私
た
ち
に
は
何
が
で
き
る

の
か
。
そ
の
一
つ
が
割
り
箸
を
使
う
こ
と
を
や
め
る
こ
と
だ
と
思
う
。

　割
り
箸
を
作
る
た
め
に
多
く
の
木
が
伐
採
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
割
り
箸

を
使
う
習
慣
が
あ
り
、
…
…
（
略
）
…
…
こ
れ
を
節
約
す
る
だ
け
で
も
、
森
林

の
減
少
は
か
な
り
食
い
止
め
ら
れ
る
。

　し
か
し
、
さ
ら
に
調
べ
て
い
く
と
、
国
内
で
生
産
さ
れ
る
割
り
箸
の
原
料
の

…
…
（
略
）
…
…
国
産
間
伐
材
を
用
い
て
生
産
す
る
こ
と
で
、
国
産
材
利
用
に

よ
る
森
林
整
備
…
…
（
略
）
…
…
、
森
林
が
健
康
な
状
態
に
保
た
れ
、
豊
か
な

森
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　た
だ
し
、
森
林
の
破
壊
は
、
伐
採
だ
け
に
限
ら
ず
、
…
…
（
略
）
…
…
気
候

変
動
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
悪
影
響
に
よ
っ
て
続
い
て
は
い
る
。

　こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
…
…
（
略
）
…
…
間
伐
材
を
使
っ
た
も
の
を
使
え

ば
、
森
林
減
少
を
食
い
止
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　以
上
の
こ
と
か
ら
、
割
り
箸
の
使
用
を
全
く
や
め
る
の
で
は
な
く
、
森
林
伐

採
に
つ
な
が
る
割
り
箸
を
使
う
の
を
や
め
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
え
る
。

④⑤⑥

　
根
拠
（
事
実
）
を
も
と
に
推
論
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
に
対
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
ね
。

自
分
の
考
え
を
書
く
表
現

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
…
…
は
ず
で
あ
る
。

①②③⑦
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03-07-03表現コラム２（自分の意見を述べるとき）　四校

裁判員裁判の審理が行われる法廷

言
葉
と
社
会
　
２

自
分
の
意
見
を
述
べ
る
と
き

 

―
言
葉
の
力
と
裁
判

―

【
意
見
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
】

　
社
会
に
出
た
と
き
に
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
場
の
一
つ
に
、「
裁
判

員
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
定
め
た
法
律
で
は
、

議
論
の
中
で
「
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
明
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
裁
判
員
は
、「
審
理
」
で
証
言
や
証
拠
を
確
認
し
ま
す
。
続
く

「
評
議
」
で
、
裁
判
員
は
、
被
告
人
の
有
罪
・
無
罪
や
刑
の
重
さ
を
決

め
る
た
め
に
根
拠
を
踏
ま
え
て
主
張
し
、
話
し
合
い
で
一
つ
の
結
論
を

導
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
裁
判
に
お
け
る
根
拠
】

　
こ
こ
で
い
う
「
根
拠
」
と
は
、
次
の
三
つ
の
証
拠
を
さ
し
ま
す
。

・
物ぶ

っ

証し
ょ
う　

被
告
人
や
被
害
者
の
衣
服
や
髪
の
毛
な
ど
、
形
の
あ
る
物
。

・
人じ

ん

証し
ょ
う　

被
告
人
や
証
人
な
ど
が
話
し
た
内
容
。

・
書し

ょ

証し
ょ
う　
被
告
人
や
被
害
者
の
手
紙
や
電
子
メ
ー
ル
な
ど
、
文
書
の
内

容
。

【
根
拠
を
踏
ま
え
て
主
張
す
る
た
め
の
工
夫
】

　
根
拠
を
踏
ま
え
て
主
張
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
す
れ

ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

・
重
要
な
数
値
や
場
所
名
な
ど
の
メ
モ
を
取
る
。

・
検
察
官
や
弁
護
人
の
話
は
、
事
実
と
主
張
を
分
け
て
メ
モ
を
取
る
。

裁判の審理や評議で必要な言葉の力

読む力
　事件などに関する資
料を正しく読む力が必
要。

話す力
　有罪・無罪につい
て，根拠を踏まえて明
確に自身の考えを主張
できる力が必要。

書く力
　証言や裁判官の発
言，他の裁判員の意見
などを聞きながら，大
切な内容をメモした
り，自分の考えを述べ
るためのメモをまとめ
たりする力が必要。

聞く力
　長時間の審理を集中
して聞いたり，評議で
他の裁判員の意見を聞
いたりする中で，事実
と主張を聞き分ける力
が必要。
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▲３年Ｐ 234『自分の意見を述べるとき』

◀︎
２
年
Ｐ
115
『
根
拠
を
も
と
に
意
見
文
を
書
く
』

64

01-03-04メディアと表現（写真で「事実」を表現する）　四校

写
真
で「
事
実
」を
表
現
す
る

写
真
で
編
集
す
る
世
界

学び
ナビ

　
写
真
は
、
そ
の
瞬し

ゅ
ん

間か
ん

の
「
事
実
」
を
「
写
す
」
も
の
で
す
。

　
し
か
し
、
写
真
に
「
写
っ
て
い
る
も
の
」
は
、
撮さ
つ

影え
い

者
が
選せ

ん

択た
く

し
た
人
物
や
事
物
、
場
面
で
あ
り
、
角
度
や
構
図
な
ど
も
撮
影
者

が
意
図
し
た
も
の
で
す
。
写
真
は
い
わ
ば
、
撮
影
者
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
「
事
実
」
と
い
え
ま
す
。

こ
こ
が
大
事
　
写
真
は
見
る
人
に
と
っ
て
も
、
捉と
ら

え
方
が

異
な
り
ま
す
。「
写
っ
て
い
る
も
の
」
の
ど
こ
に
注
目
す

る
か
。「
写
っ
て
い
な
い
も
の
」
を
ど
の
よ
う
に
想
像
す

る
か
。
言
葉
や
文
を
読
ん
で
考
え
る
よ
う
に
、
写
真
を
見

て
考
え
た
こ
と
を
言
葉
に
表
し
ま
し
ょ
う
。
表
す
言
葉
に

よ
っ
て
、
写
真
の
見
え
方
は
変
わ
り
ま
す
。

● 

写
真
を
見
る
と
き
の
観
点
を
知
り
、
写
真
の
特と
く

徴ち
ょ
う

を
理
解
す
る
。

● 

写
真
の
特
徴
を
生
か
し
、
多
様
な
活
用
の
仕
方
に
つ
い
て
考
え
る
。

目標

・ 

人
物
（
表
情
、
動
作
、
服
装
、

姿
勢
な
ど
）

・
事
物
や
背
景

・
場
所

・
時
間
、
空
間

・ 

構
図
（
対
象
を
捉
え
て
い
る
角

度
、
対
象
と
の
距き
ょ

離り

、
人
物
や

事
物
の
組
み
合
わ
せ
な
ど
）

メ
デ
ィ
ア
と
表
現

■
写
真
を
見
る
観
点

　
こ
の
写
真
を
観
点
に
そ
っ
て
見
て
み
よ
う
。

　
背
景
は
野
球
の
試
合
だ
が
、
手
前
に
大
き
く
子
ど
も
の
後

ろ
姿
が
写
っ
て
い
る
。
試
合
の
様
子
は
、
よ
く
見
え
な
い
ね
。
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写真で「事実」を表現する

01-03-04メディアと表現（写真で「事実」を表現する）　四校

何
を
切
り
取
る
か

　
上
の
二
組
み
の
写
真
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
場
面
や
同

じ
場
所
を
撮
影
し
た
も
の
で
す
。

　
ど
ち
ら
も
、
撮
影
者
は
何
か
を
切
り
取
っ
て
い
ま
す
。

何
を
切
り
取
っ
て
い
る
か
、
考
え
ま
し
ょ
う
。

　
・
場
面
や
場
所

　
・
時
間

　
・
対
象
と
な
る
物

　
な
ど

　
写
真
を
撮と

る
と
き
に
は
、
撮
影
者
が
撮
り
た
い
と
考

え
る
な
ん
ら
か
の
意
図
や
目
的
が
あ
り
ま
す
。

　
・
何
に
興
味
を
ひ
か
れ
た
の
か
。

　
・
誰だ
れ

に
見
せ
た
い
の
か
。

　
・
写
真
を
何
に
使
う
の
か
。

　
相
手
や
目
的
に
応
じ
て
、
撮
り
方
は
変
わ
り
ま
す
。

　
写
真
に
収
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
の

場
面
全
体
の
一
部
や
、
あ
る
一
瞬
の

時
間
だ
け
だ
。

　
何
を
撮
り
た
い
か
、
ど
の
よ
う
に

撮
り
た
い
か
は
、
撮
影
者
が
判
断
す

る
こ
と
に
な
る
ね
。

　
ま
た
、
撮
っ
た
写
真
を
意
図
や
目

的
に
応
じ
て
加
工
す
る
こ
と
も
あ
る

よ
。
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学
び
ナ
ビ

学
習
活
動

活動の手順と学習
の重点を明示

文例にある，論理的
思考を表す表現

学習の助けと
なるヒント

表現，構成など
のポイント

他教科や社会生
活へのつながり

スピーチや生徒作文のモデル

⬅︎

学
び
ナ
ビ

学
習
活
動



確かな言葉の力を身につけ，生かす2

2223

　

学
習
指
導
要
領
で
重
視
さ
れ
て
い
る
「
語
彙
」「
情
報
の
扱
い
方
」
に
つ
い
て
、「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
教
材
で
具
体
的
に
取
り
上
げ
て
い

ま
す
。
言
葉
を
正
確
に
理
解
す
る
だ
け
で
な
く
、
文
章
な
ど
に
示
さ
れ
た
情
報
を
読
み
、

適
切
に
表
現
す
る
能
力
を
高
め
ま
す
。

語
彙
／
情
報
の
扱
い
方

言
葉
を
と
お
し
た
理
解
や
言
葉
に
よ
る
表
現
の
基
盤
と
な
る

語
彙
や
情
報
の
扱
い
方
の
充
実

➡
別
冊
④

➡ 

Ｐ
10

○
読
書
作
品

○
図
書
館
活
用
・
情
報
活
用

「
読
書
へ
の
招
待
①
」
生
徒
の
読
書
意

欲
を
喚
起
す
る
作
品
を
選
定
し
ま
し

た
。

「
読
書
へ
の
招
待
②
」
三
大
文
豪
の
名
作
を

ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
解
説
と
と
も
に
掲
載
し
ま
し

た
。

　

読
書
交
流
、
図
書
館
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
活
用
な
ど
に
関
す
る
多
様
な
情
報
を
取

り
上
げ
ま
し
た
。

　

単
元
に
示
し
た
キ
ー
ワ
ー
ド
や
、
作
者
・
筆
者
、
教
材
の
テ
ー
マ
な
ど
に
関
連
す
る

図
書
を
紹
介
し
、
読
書
の
視
野
を
広
げ
ま
す
。

▲ １年Ｐ 52『ベンチ』▲ ３年Ｐ 48『薔薇のボタン』 ▲ ２年Ｐ 72『夢を跳ぶ』

▲ ２年Ｐ 72『夢を跳ぶ』

▲１年Ｐ 52『ベンチ』

▲ ２年Ｐ 114
『広がる本の世界４』

読
書

近
代
、
現
代
の
作
品
を
読
み
、
本
や
情
報
の
知
識
を
広
げ
、

読
書
生
活
を
豊
か
に
す
る

➡ 

Ｐ
14
・
Ｐ
16

紹介図書数

教科書
274 冊

＋

まなびリンク
67 冊

177

子どもの権利

01-07-01子どもの権利　四校

み
ち
し
る
べ

　﹁
子
ど
も
の
権
利
条
約
﹂
の
内
容
は
、
長
い
間
世
界
中
で
支
配

的
だ
っ
た
考
え
方
を
ど
の
よ
う
に
変
え
た
の
か
、
説
明
し
よ
う
。

　
文
章
の
構
成
に
着
目
し
、﹁
子
ど
も
の
立
場
﹂﹁
大
人
の
立
場
﹂

と
い
う
視
点
か
ら
、
筆
者
の
説
明
や
主
張
を
整
理
し
よ
う
。

・﹁
子
ど
も
は
黙
っ
て
⋮
⋮
聞
き
な
さ
い
。﹂︵
Ｐ
172
Ｌ
１
︶ ↓

・
理
不
尽
な
思
い
を
し
た
こ
と
︵
Ｐ
172
Ｌ
１
︶ 

↓

・
子
ど
も
が
人
権
を
学
ぶ
こ
と
︵
Ｐ
176
Ｌ
11
︶ 

↓

　
平
和
な
社
会
を
築
く
た
め
に
は
、
国
や
社
会
が
人
権
を
保
障
す

る
取
り
組
み
や
、
一
人
一
人
の
学
び
と
日
々
の
実じ

っ

践せ
ん

と
が
必
要
だ

と
い
う
筆
者
の
主
張
を
踏
ま
え
、
知
識
を
学
ぶ
こ
と
や
教
育
を
受

け
る
権
利
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
を
話
し
合
お
う
。

内
容
を
読
み
深
め
よ
う

12自
分
の
考
え
を
伝
え
合
お
う

1

言
葉
と
表
現

　
次
の
文
を
、

に
言
葉
を
入
れ
た
形
に
書
き
か
え
よ
う
。

・
子
ど
も
の
権
利
条
約
は
、
⋮
⋮
こ
と
を
明
確
に
定
め
ま
し
た
。

　
↓ 

子
ど
も
の
権
利
条
約
で
明
確
に
定
め
ら
れ
た
の
は
、

、

そ
し
て
、

で
す
。

●�

専
門
的
な
事
柄
な
ど
を
表
す
語
句
の
意
味
を
お
さ
え
、
文
章

内
容
を
捉
え
て
い
る
。

●�

論
理
の
構
成
や
展
開
に
着
目
し
て
、
筆
者
の
主
張
を
読
ん
で

い
る
。

●�

自
分
の
経
験
と
関
連
づ
け
て
読
み
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め

て
い
る
。

振り返り
こ
の
教
材
で
学
ぶ
漢
字

173

虐
ギ
ャ
ク

自
虐

173

奪
ダ
ツ

う
ば－

う

争
奪

奪
い
取
る

176

含
ガ
ン

ふ
く－

む

含
有

含
め
る

₁₇₂�

支
配
的

₁₇₃�

監
視

意意

₁₇₆�

寛
容

₁₇₃�

後
を
絶
た
な
い

意文

₁₇₄�
�

…
…
の
一
人
で
す

₁₇₃�

明
確

文類

₁₇₅�

確
信

₁₇₅�

…
…
過
程

類考

こ
の
教
材
で
学
ぶ
言
葉
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45

・
星
明
か
り

・
手
暗
が
り

・
宵よ

い

闇や
み

・
夜や

陰い
ん

・
緑
陰

・
青
光
り

・
素す

通ど
お

し

・
彩
度

・
玉
虫
色

・
唐か

ら

紅
く
れ
な
い

・
紺こ

ん

碧ぺ
き

・
海
鳴
り

・
き
し
む

・
ざ
わ
つ
く

・
ど
よ
め
く

・
静
ま
る

・
濁に

ご

る

・
じ
め
つ
く

・
か
さ
つ
く

・
和や

わ

ら
ぐ

・
か
き
曇
る

・
実
体

・
層

・
縁

・
因
果

・
相
互

・
由
来

・
縁
起

・
起
因

・
帰
結

・
傍ぼ

う

証し
ょ
う

・
順じ

ゅ
ん

応の
う

・
対
比

・
相そ

う

克こ
く

・
包
含

・
多
様
性

・
顕け

ん

在ざ
い

・
具
備

・
普ふ

遍へ
ん

性

・
隆り

ゅ
う

盛せ
い

・
補
充

・
対
照

・
弛し

緩か
ん

・
調
和

・
伝で

ん

播ぱ

・
持
続

・
つ
か
む
／
握
る

・
悩
む
／
困
る

・
積
む
／
重
ね
る

・
思
う
／
考
え
る

・
触
る
／
触
れ
る

・
避さ

け
る
／
よ
け
る

・
当
た
る
／
ぶ
つ
か
る

・
干
す
／
乾か

わ

か
す

・
開
け
る
／
開
く

・
足
す
／
加
え
る

・
う
れ
し
い
／
楽
し
い

・
高
い 

↔ 
低
い

・
貸
す 

↔ 
借
り
る

・
や
る 

↔ 
も
ら
う

・
有
利 

↔ 
不
利

・
勝
因 

↔ 
敗
因

・
偶ぐ

う

然ぜ
ん 

↔ 
必
然

・
た
く
ま
し
い 

↔ 
か
弱
い

・
巧た

く

み 

↔ 
つ
た
な
い

・
誹ひ

謗ぼ
う 

↔ 
追つ

い

従し
ょ
う

・
青
菜
に
塩

　
　

↔ 
か
え
る
の
面つ

ら

に
水

・
急
が
ば
回
れ 

↔ 
善
は
急
げ

・
あ
ぶ
は
ち
取
ら
ず

　
　

↔ 
一
石
二
鳥

・
と
ん
び
が
た
か
を
生
む

　
　

↔ 
瓜う

り

の
つ
る
に
な
す
び

　
　
　 

は
な
ら
ぬ

・
破
る

・
立
て
る

・
持
つ

・
厚
い

・
甘あ

ま

い

・
き
つ
い

・
お
さ
め
る
（
収
め
る
・
治
め
る
・
納
め
る
・
修
め
る
）

・
ほ
し
ょ
う
（
保
障
・
保
証
・
補
償
）

・
い
ど
う
（
移
動
・
異
同
・
異
動
）

・
こ
う
せ
い
（
更
正
・
構
成
・
公
正
・
後
世
）

・
し
さ
く
（
試
作
・
思
索
・
詩
作
）

・
せ
い
か
（
製
菓
・
成
果
・
生
家
・
聖
歌
・
聖
火
）

・
あ
ら
わ
れ
る
（
現
れ
る
・
表
れ
る
）

・
う
つ
す
（
写
す
・
映
す
・
移
す
）

・
と
る
（
取
る
・
採
る
・
捕
る
・
執
る
・
撮
る
）

考
え
方
や
イ
メ
ー
ジ
に

関
わ
る
言
葉

で
き
ご
と
や
様
子
に

関
わ
る
言
葉

類
義
語
・
対
義
語

多
義
語
・
同
音
語

　こ
の
ペ
ー
ジ
で
は
、
本
や
文
章
で
出
会
う
言
葉
を
ま

と
め
て
い
る
よ
。
知
ら
な
い
言
葉
は
、
国
語
辞
典
で
調

べ
て
み
よ
う
。

　こ
の
ペ
ー
ジ
に
出
て
い
る
言
葉
を
手
が
か
り
に
、
自

分
の
言
葉
の
世
界
を
さ
ら
に
広
げ
て
い
こ
う
。
類
語
辞

典
を
使
っ
て
み
て
も
い
い
ね
。

・
お
っ
く
う

・
大た

い

儀ぎ

・
気
重

・
悶も

ん

々も
ん

・
寂せ

き

寥り
ょ
う

・
寂せ

き

寞ば
く

・
索さ

く

莫ば
く

・
蕭し

ょ
う

然ぜ
ん

・
わ
び
し
い

・
人
恋こ

い

し
い

・
頼
り
な
い

・
う
っ
と
う
し
い

・
煩わ

ず
ら
わ
し
い

・
し
ん
ど
い

・
つ
ら
い

・
せ
つ
な
い

・
悩な

や

ま
し
い

・
狂く

る

お
し
い

・
も
の
寂さ

び

し
い

・
気
や
す
い

・
悠ゆ

う

然ぜ
ん

・
お
ぼ
つ
か
な
い

・
お
ど
お
ど

心
情
に
関
わ
る
言
葉

理
解
に
役
立
つ
言
葉
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67

意
見
を
述
べ
る
活
動
　
　Ｐ
61
・
81
へ

□
…
…
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
…
…
　
　

 

課
題
を
設
定
す
る

□
…
…
だ
と
す
れ
ば
、
…
…
と
考
え
ら
れ
ま
す
　
　

 

推
論
す
る

□
…
…
と
い
う
こ
と
か
ら
…
…
と
言
え
ま
す
　
　

 

定
義
す
る

□
ま
と
め
る
と
、
…
…
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
　
　

 

総そ
う

括か
つ

す
る

□
…
…
と
い
う
順
序
で
考
え
る
と
　
　

 

順
序
づ
け
る

□
し
か
し
…
…
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
　
　

 

予
想
す
る

議
論
や
討
論
を
す
る
活
動
　
　Ｐ
233
へ

□
…
…
に
つ
い
て
は
調
べ
ま
し
た
か
　
　

 

解
決
を
見
通
す

□
も
ち
ろ
ん
…
…
だ
と
思
い
ま
す
が
…
…
　
　

 

予
想
す
る

□
…
…
（
と
い
う
）
場
合
も
言
え
ま
す
か
　
　

 

一い
っ

般ぱ
ん

化
す
る

□
…
…
と
比
べ
る
と
、
…
…
　
　

 

比
較
す
る

考

考
考

考

考

考

考

考考

考

□
そ
の
こ
と
は
…
…
に
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
か
　
　

 

一
般
化
す
る

□
…
…
に
賛
成
（
反
対
）
の
立
場
な
ら
ば
…
…
　
　

 

推
論
す
る

□
…
…
に
共
通
点
は
あ
り
ま
す
か
　
　

 

共
通
点
を
見
つ
け
る

質
問
や
評
価
を
す
る
活
動
　
　Ｐ
207
へ

□
…
…
と
い
う
の
は
な
ぜ
で
す
か
　
　

 

課
題
を
提
示
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

検
証
す
る

□
…
…
の
ほ
か
に
意
見
は
あ
り
ま
す
か
　
　

 

多
角
的
に
考
え
る

□
…
…
が
違
う
場
合
は
ど
う
で
す
か
　
　

 

比
較
す
る

□
…
…
に
何
か
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
か
　
　

 

評
価
す
る

□
…
…
と
考
え
る
前
提
は
な
ん
で
す
か
　
　

 

検
証
す
る

□
…
…
を
ど
の
よ
う
に
直
せ
ば
よ
く
な
り
ま
す
か
　
　

 

改
善
す
る

□
…
…
を
ま
と
め
る
と
ど
う
な
り
ま
す
か
　
　

 

総
括
す
る

考考

考考考

考
考

考考

考

考

伝
え
た
い
こ
と
を
整
理
し
て
書
く
活
動
　
　Ｐ
37
へ

□
ま
ず
…
…
／
初
め
に
…
…
　
　

 

順
序
づ
け
る

□
一
つ
め
は
…
…
、
二
つ
め
は
…
…
　
　

 

順
序
づ
け
る

□
こ
こ
で
は
…
…
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
ま
す
　
　

 

課
題
を
設
定
す
る

□
…
…
か
ら
…
…
の
よ
う
に
整
理
で
き
ま
す
　
　

 

特と
く

徴ち
ょ
う

を
見
つ
け
る

□
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
は
…
…
で
す
　
　

 

課
題
を
提
示
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

評
価
す
る

□
…
…
に
つ
い
て
は
課
題
が
残
っ
て
い
ま
す
　
　

 

課
題
を
提
示
す
る

□
…
…
に
よ
る
と
、
…
…
と
い
う
こ
と
で
す
　
　

 

定
義
す
る

考

考

考
考考考考考

相
手
や
場
に
考こ
う

慮り
ょ

し
て
書
く
活
動
　
　Ｐ
65
へ

□
い
か
が
で
す
か
（
で
し
た
か
）

□
…
…
さ
し
あ
げ
ま
す

□
…
…
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

□
…
…
と
申
し
ま
す
（
申
し
あ
げ
ま
す
）

□
…
…
ご
ざ
い
ま
す
（
ま
し
た
）

□
…
…
で
し
ょ
う
か

自
分
の
考
え
を
書
く
活
動
　
　Ｐ
115
へ

□
…
…
と
関
連
す
る
こ
と
は
…
…
　
　

 

関
係
づ
け
る

□
例
え
ば
…
…
　
　

 

事
例
を
あ
げ
る

□
こ
の
こ
と
か
ら
…
…
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
　
　

 

定
義
す
る

□
な
ぜ
な
ら
…
…
（
だ
）
か
ら
で
す
　
　

 

理
由
を
あ
げ
る

□
…
…
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
…
…
と
言
え
る
は
ず
で
す
　
　

 

推
論
す
る

□
よ
っ
て
…
…
が
必
要
な
の
で
す
　
　

 

解
決
を
見
通
す

□
…
…
と
比
べ
る
と
、
…
…
が
わ
か
り
ま
す
　
　

 

比
較
す
る

考

考

考

考

考

考

考

　
友
達
と
話
し
合
っ
た
り
、
自
分
の
伝

え
た
い
こ
と
を
書
い
た
り
す
る
と
き
に
、

こ
の
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
よ
う
！

02-折込02_表現に役立つ言葉　初校

表
現
に
役
立
つ
言
葉

表
現
に
役
立
つ
言
葉

表
現
に
役
立
つ
言
葉

表
現
に
役
立
つ
言
葉

表
現
に
役
立
つ
言
葉

表
現
に
役
立
つ
言
葉

表
現
に
役
立
つ
言
葉

表
現
に
役
立
つ
言
葉

表
現
に
役
立
つ
言
葉

表
現
に
役
立
つ
言
葉

表
現
に
役
立
つ
言
葉

表
現
に
役
立
つ
言
葉

表
現
に
役
立
つ
言
葉

表
現
に
役
立
つ
言
葉

表
現
に
役
立
つ
言
葉

表
現
に
役
立
つ
言
葉

表
現
に
役
立
つ
言
葉

表
現
に
役
立
つ
言
葉

　
考 

は
、
考
え
る
と
き
の
観
点
と

し
て
生
か
そ
う
！
　
使
い
方
の
例
は
、

「
ま
な
び
リ
ン
ク
」
を
見
て
ね
。
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【
ア
キ
さ
ん
に
よ
る
ス
ピ
ー
チ
】

ア
キ

　

 

私
は
以
前
水
族
館
へ
行
っ
た
と
き
に
、
ウ
ミ
ガ
メ
が
絶
滅
の
危
機
に
あ
る
こ
と
を

知
り
ま
し
た
。
水
族
館
の
か
た
の
話
で
は
、
理
由
の
一
つ
と
し
て
海
洋
汚
染
が
あ

げ
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
ウ
ミ
ガ
メ
が
海
に
漂た
だ
よう
ご
み
を
誤
っ
て
食
べ
て
死
ん
で
し

ま
っ
た
り
、
砂
浜
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
ご
み
が
、
産
卵
や
孵ふ

化か

し
た
子
ガ
メ
が
海

へ
帰
る
こ
と
を
妨さ
ま
たげ

て
し
ま
っ
た
り
す
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
私
は
、

海
洋
ご
み
を
減
ら
す
た
め
に
海
岸
の
ご
み
を
拾
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
う
こ

と
が
、
ウ
ミ
ガ
メ
を
守
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

【
ハ
ル
さ
ん
の
ス
ピ
ー
チ
メ
モ
】

　「絶
滅
の
危
機
に
あ
る
ウ
ミ
ガ
メ
の
保
護
活
動
」

◎
ウ
ミ
ガ
メ
の
保
護
活
動
を
調
査
す
る
。

　正
し
い
知
識
や
絶
滅
の
危
機
に
あ
る
現
状
、
保
護
活
動
の
内
容
を
知
る
。

　↓
ア
キ
さ
ん
の
意
見
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

◎
調
査
し
た
内
容
を
文
化
祭
で
発
表
す
る
。

　

 

学
校
や
地
域
の
人
に
広
め
る
こ
と
が
、ウ
ミ
ガ
メ
を
守
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。

　↓
ア
キ
さ
ん
の
意
見
と
比
べ
る
と
、
少
し
違
う
か
も
し
れ
な
い
。

①

②

①
ア
キ
さ
ん
は
、
海
洋
汚
染
が
ウ
ミ
ガ
メ

に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
考
え
て
い
る

の
で
、
現
状
を
調
査
し
て
正
し
い
情
報

を
知
る
必
要
が
あ
る
点
は
ハ
ル
さ
ん
と

同
じ
だ
。

②
ア
キ
さ
ん
と
ハ
ル
さ
ん
は
、
ウ
ミ
ガ
メ

を
守
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
は

同
じ
だ
け
れ
ど
、
具
体
的
な
行
動
が
異

な
っ
て
い
る
。

● 

論
理
の
展
開
な
ど
に
注
意
し
な
が
ら
聞
い

て
い
る
。

● 

話
し
手
の
考
え
と
自
分
の
考
え
を
比
較
し

た
り
、
質
問
し
た
り
し
な
が
ら
、
自
分
の

考
え
を
ま
と
め
て
い
る
。

振り返り
生
徒
総
会
な
ど
で
ス
ピ
ー
チ
を
聞
く
と
き
に
役
立
て
よ
う
。

学
び
を
生
か
そ
う

議
論
や
討
論
を
す
る
と
き
の
表
現

…
…
と
比
べ
る
と
、
…
…
で
す
。

参考

…
…
に
は
、
共
通
点
（
相
違
点
）
が
あ
り
ま
す
。

　ハ
ル
さ
ん
は
自
分
の
ス
ピ
ー
チ

メ
モ
と
比
較
し
な
が
ら
、
ア
キ
さ

ん
の
ス
ピ
ー
チ
を
聞
い
て
い
る
ね
。
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相
違
点
を
明
確
に
し
て
聞
く

比
較
す
る

学び
ナビ

　
共
通
点
や
相
違
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
情
報
や
対
象
ど

う
し
を
比
べ
た
り
、
自
分
の
考
え
と
話
し
手
の
考
え
を
比
べ
た
り

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

こ
こ
が
大
事
　
相
手
の
話
を
聞
く
際
に
は
、
論
理
の
展
開

に
注
意
す
る
こ
と
や
、
筋
道
の
通
っ
た
話
の
進
め
方
が
さ

れ
て
い
る
か
に
注
意
し
な
が
ら
聞
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

同
じ
考
え
で
も
異
な
る
根
拠
を
用
い
て
い
た
り
、
異
な
る

考
え
で
も
同
じ
根
拠
を
用
い
て
い
た
り
す
る
場
合
が
あ
る

の
で
、
自
分
の
考
え
と
比
較
し
な
が
ら
聞
き
ま
し
ょ
う
。

● 

論
理
の
展
開
な
ど
に
注
意
し
な
が
ら
聞
く
。

● 

話
し
手
の
考
え
と
自
分
の
考
え
を
比
較
し
た
り
、
質
問
し
た
り
し

な
が
ら
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

目標

自分の考え
絶滅の危機にあるウミ
ガメの保護活動につい
て調査した内容を文化
祭で発表し，学校や地
域の人に広める。

【共通点】
現状を調査して正しい情報を知る必要がある点は
同じだ。
【相違点】
具体的な行動が異なっている。

話し手の考え
絶滅危機の原因を調査
し，その一つである海
洋ごみを減らすために，
海岸のごみ拾いなどの
ボランティア活動を行
う。

「絶滅の危機にあるウミガメの保護活動」についての考え

話
題

内
容
・
精
査

考
え
の
形
成
・
共
有

▼

▼

■ 「
絶
滅
の
危
機
に
あ
る
ウ
ミ
ガ
メ
の
保
護
活
動
」
に
つ
い
て
の

ス
ピ
ー
チ
を
聞
き
、
話
し
手
の
考
え
と
比
較
す
る
。

● 自分の考えと話し手の考えの共通点と相違点をおさえよう。
共通点は直線，相違点は波線で示そう。
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み
ち
し
る
べ

本
の
帯
や
ポ
ッ
プ
を
作
り
、
本
を
薦す

す

め
よ
う

　
書
店
で
売
ら
れ
て
い
る
本
に
は
、
よ
く
帯
が
つ
い
て
い
て
、
本
の
内

容
を
伝
え
た
り
、
宣
伝
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
書
店
や
図
書

館
で
は
、
ポ
ッ
プ
に
よ
る
本
の
紹し

ょ
う

介か
い

も
よ
く
見
ま
す
。

　
皆み

な

さ
ん
も
、
手
作
り
の
よ
さ
を
生
か
し
て
、
ク
ラ
ス
や
図
書
館
で
、

お
薦
め
の
本
に
帯
や
ポ
ッ
プ
を
つ
け
て
、
棚た

な

に
飾か

ざ

っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
そ
の
際
、
作
品
の
一
節
を
引
用
す
る
と
効
果
的
で
す
。
あ
な
た
が
帯

や
ポ
ッ
プ
に
引
用
し
た
言
葉
が
、
そ
れ
を
見
た
人
に
と
っ
て
、
本
と
の

新
し
い
出
会
い
の
き
っ
か
け
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
ど
の
部
分
を
引
用
す
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
自
分
が
そ
の
作
品

を
ど
の
よ
う
に
読
み
、
解か

い

釈し
ゃ
く

し
た
の
か
を
表
現
す
る
こ
と
に
も
つ
な

が
り
ま
す
。
取
り
上
げ
た
箇か

所し
ょ

を
お
互
い
に
比
べ
て
み
る
こ
と
で
、
自

分
の
考
え
が
広
が
り
、
新
た
な
発
見
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　お
薦
め
の
本
の
魅み

力り
ょ
く
や
、
心
に
残
っ
た

言
葉
な
ど
を
書
き
出
す
。　短

い
言
葉
は
宣
伝
文
に
、
長
い

言
葉
や
文
は
説
明
に
使
う
こ
と
を

考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
い
く
つ
か
作
っ

て
み
る
。

・ 

色
な
ど
も
考
え
て
用
紙
を
決
め
る
。

・ 

縦
書
き
か
横
書
き
か
斜な
な

め
書
き
か
、

そ
れ
ら
を
混
在
さ
せ
る
か
。

・ 

ま
た
、
書
体
や
色
、
イ
ラ
ス
ト
の

大
き
さ
や
置
き
方
を
考
え
る
。

　ポ
ッ
プ
の
場
合
は
、
本
と
離は
な

れ

て
置
か
れ
る
こ
と
も
考
え
、
書
名

と
著
作
者
名
を
書
く
。
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ユ
ダ
ヤ
人
と
一
緒
に
遊
び
に
出
か
け
た
こ
と
な
ど
な
ん
で

も
な
い
と
い
う
ふ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
く
れ
る
ん
だ
よ
。
自

分
の
家
の
こ
と
や
、
幼
稚
園
の
子
ど
も
の
こ
と
や
、
休

き
ゅ
う 

暇か

の
こ
と
な
ん
か
話
し
て
ね
。
僕
の
手
を
取
っ
て
、
し
っ

か
り
握に

ぎ

り
し
め
て
、
だ
よ
。

　
家
の
前
ま
で
来
る
と
、
ヘ
ル
ガ
は
立
ち
止
ま
っ
た
。
そ

し
て
、
長
い
こ
と
、
じ
っ
と
僕
を
見
つ
め
た
。
そ
れ
か
ら
、

こ
う
言
っ
た
ん
だ
。『
来
週
の
日
曜
日
も
一
緒
に
ど
こ
か

へ
行
き
ま
し
ょ
う
。
町
の
公
園
じ
ゃ
な
く
て
、
郊
外
の
森

に
行
き
ま
し
ょ
う
よ
。
そ
う
す
れ
ば
、
黄
色
い
ベ
ン
チ
な

ん
て
な
い
わ
よ
！
』
っ
て
。

　
僕
は
、
彼
女
に
思
い
と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と
し
た
ん
だ
け

ど
、
半
分
も
聞
か
な
い
で
、
さ
っ
と
家
の
中
に
入
っ
て
し

ま
っ
た
ん
だ
。

　
そ
の
あ
と
、
夕
方
か
ら
夜
中
ま
で
、
僕
は
町
中
を
さ
ま

よ
い
歩
い
た
。
家
に
帰
っ
た
時
は
、
外＊

出
禁
止
時
間
を
だ

外
出
禁
止
時
間 

Ｐ
57
上
16

　
一
九
三
九
年
に
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃ぼ
っ

発ぱ
つ

す
る
と
、
ド
イ
ツ
は
、
国
内
の
ユ
ダ
ヤ
人

に
、
夏
は
二
十
一
時
以
後
、
冬
は
二
十
時
以
後
の
外
出
を
禁
止
し
た
。『
ベ
ン
チ
』
に

描え
が

か
れ
て
い
る
の
は
、
翌
一
九
四
〇
年
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。
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め
る
最
終
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
ス
ピ
ー
チ
を
し
た
。
こ

れ
ま
で
の
私
の
人
生
、
生
き
方
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
と
の
出
会

い
の
中
か
ら
得
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
つ
ま
っ
た
内
容
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
結
婚
、
出
産
を
経
て
、
年
齢
が
上
が
っ
て
も
長
く
続

け
ら
れ
る
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
、
パ
ラ
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
に
種
目
を

変
え
、
大
会
で
優
勝
で
き
る
よ
う
に
も
な
っ
て
き
た
。

　
そ
の
東
京
二
〇
二
〇
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大

会
の
あ
と
に
思
う
こ
と
は
、こ
れ
か
ら
の
社
会
に
向
け
て
の
こ
と
だ
。

　
通
路
の
段
差
を
な
く
す
な
ど
、
設
備
や
物
な
ど
、
ハ
ー
ド
面
で

の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
整
備
し
て
残
し
て
い
く
こ
と
は
大
事
だ
。
し

か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
ソ
フ
ト
面
、
心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
、
こ

の
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
機
会
に
進
め
て
い
き
た
い
。
こ
れ
か
ら
は
、

特
に
障
が
い
者
に
対
し
て
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
お
年
寄
り
や
、

妊
婦
さ
ん
や
、
全
て
の
人
に
配
慮
し
た
社
会
で
あ
る
べ
き
だ
と
思

う
。
ス
ポ
ー
ツ
が
一
つ
の
例
と
な
っ
て
、
町
で
も
学
校
で
も
会
社

で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
人
が
交
じ
り
合
い
、
一
緒
に
社
会
を
つ
く
っ

て
い
く
の
が
あ
た
り
ま
え
に
な
る
と
い
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
夢
を
も
っ
て
、
試
練
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
こ
と
の
大
切
さ

に
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
、
大
切
な
人
た
ち
に
感
謝
し
た
い
。
私
は

こ
れ
か
ら
も
夢
を
跳
び
続
け
て
い
き
た
い
。

谷
真
海
［
一
九
八
二
―
］

宮
城
県
に
生
ま
れ
た
。
パ
ラ
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
選
手
。

　
陸
上
競
技
走
り
幅
跳
び
日
本
代
表
と
し
て
、
ア
テ
ネ
、

北
京
、
ロ
ン
ド
ン
の
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出
場
。
そ
の
後
、

パ
ラ
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
に
転
向
。
著
書
に
『
ラ
ッ
キ
ー

ガ
ー
ル
』『
夢
を
跳
ぶ
』
な
ど
が
あ
る
。

《
出
典
》
本
書
の
た
め
に
書
き
お
ろ
し
た
も
の
で
あ
る
。

優勝した，日本トライアスロン選手権パラトライ
アスロン・デモンストレーション（2017年　東
京都港

みなと

区）

02-03-01夢を跳ぶ.indd   76 2020/02/27   17:26:36

49

薔薇のボタン

03-02-01薔薇のボタン　六校

広島の少女が着ていたブラウスの前立て部分
（ひろしま♯２　石内都 撮影）
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一

　
あ
る
日
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お＊

釈し
ゃ

迦か

様さ
ま

は
極ご

く

楽ら
く

の

蓮は
す

池い
け

の
縁ふ

ち

を
、
独
り
で
ぶ
ら
ぶ
ら
お
歩
き
に
な
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
池
の
中
に
咲さ

い
て
い
る
蓮
の
花
は
、

み
ん
な
玉
の
よ
う
に
真
っ
白
で
、
そ
の
ま
ん
中
に
あ
る
金

色
の
ず＊

い
か
ら
は
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
よ
い
匂
い
が
、

絶
え
間
な
く
辺
り
へ
あ
ふ
れ
て
お
り
ま
す
。
極
楽
は
ち
ょ

う
ど
朝
な
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

　
や
が
て
お
釈
迦
様
は
そ
の
池
の
縁
に
お
た
た
ず
み
に

な
っ
て
、
水
の
面お

も
てを
覆お

お

っ
て
い
る
蓮
の
葉
の
間
か
ら
、
ふ

と
下
の
様
子
を
ご
覧
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
極
楽
の
蓮
池

の
下
は
、
ち
ょ
う
ど
地じ

獄ご
く

の
底
に
あ
た
っ
て
お
り
ま
す
か

ら
、
水す

い

晶し
ょ
う
の
よ
う
な
水
を
透す

き
通
し
て
、＊

三さ
ん

途ず

の
河
や

針＊

の
山
の
景
色
が
、
ち
ょ
う
ど
の
ぞ
き
眼
鏡
を
見
る
よ
う

に
、
は
っ
き
り
と
見
え
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
す
る
と
そ
の
地
獄
の
底
に
、
犍か

ん

陀だ

多た

と
い
う
男
が
一
人
、

他ほ
か

の
罪
人
と
一い

っ

緒し
ょ

に
う
ご
め
い
て
い
る
姿
が
、
お
目
に
と

蜘く

蛛も

の
糸

● 

わ
が
国
を
代
表
す
る
作
家
と
そ
の
作
品

に
つ
い
て
ふ
れ
、
近
代
の
小
説
や
物
語

を
読
む
。

芥あ
く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

読
書
へ
の
招
待 

❷

目標と
振り返り
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夢を跳ぶ

02-03-01夢を跳ぶ　四校

み
ち
し
る
べ

関
心
を
広
げ
、
課
題
を
見
つ
け
て
レ
ポ
ー
ト
を
書
こ
う

　岡お
か

野の

さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、『
夢
を
跳
ぶ
』
を
読
ん
だ
感
想
や
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
、
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
話
題
に
関
す
る
疑
問
や
、
も
っ
と
知
り
た
い
と

思
っ
た
点
に
つ
い
て
、
一
人
ず
つ
話
し
ま
し
た
。

疑
問
を
メ
モ
に
ま
と
め
よ
う

　自
分
の
興
味
や
関
心
を
も
と
に
、
い
く
つ
か
疑
問
文
を
作
り
、
箇か

条じ
ょ
う

書
き
で
メ
モ
し
ま
す
。
こ
の
中
か
ら
下
調
べ
が
う
ま
く
い
っ
た
テ
ー
マ

を
課
題
に
選
ぶ
と
調
べ
や
す
く
な
り
ま
す
。

岡
野
さ
ん
が
関
心
を
も
っ
た
こ
と

　
つ
ら
い
経
験
を
乗
り
越
え
、
一
生
懸
命
ス
ポ
ー
ツ
に
励
ん
だ
谷

真
海
さ
ん
が
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出
場
し
た
こ
と
に
感
動
し
ま

し
た
。
そ
し
て
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
歴
史
や
、
他
に
ど
の
よ
う
な

競
技
が
あ
る
か
に
関
心
を
抱
き
ま
し
た
。
活
躍
し
て
い
る
選
手
や
、

選
手
の
健
康
管
理
な
ど
に
つ
い
て
も
知
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

図
書
館
を
活
用
し
よ
う

　調
べ
る
課
題
が
決
ま
っ
た
ら
、
学

校
や
地
域
の
図
書
館
を
活
用
し
て
資

料
を
集
め
ま
し
ょ
う
。

　図
書
館
に
は
、
本
や
新
聞
、
雑
誌

だ
け
で
な
く
、
音
や
映
像
の
資
料
を

収
蔵
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

司
書
の
先
生
な
ど
に
も
相
談
し
て
、

必
要
な
資
料
を
見
つ
け
ま
し
ょ
う
。

岡野さんの疑問メモ
・�パラリンピックにはどんな歴
史があるか？
・�パラリンピックではどのよう
な競技が行われるのか？
・�パラリンピックでは，どのよ
うな選手が活躍しているか？
・�選手は，どのように健康管理
をしているのか？

疑問メモ作成のポイント
・５Ｗ１Ｈで疑問文を作る。
・「何が……？」
・「これ以外はどうか？」
・「どうすべきか？」

▼
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02-04-03広がる本の世界４　四校

広 ４本の世界がる
近代化／国際社会／共生

手話の世界を訪ねよう

亀
かめ

井
い

伸
のぶ

孝
たか

翻
ほん

訳
やく

できない世界のことば
エラ＝フランシス＝

サンダース

ぼくたちは なぜ、
学校へ行くのか。

石
いし

井
い

光
こう

太
た

建築という対話

光
こう

嶋
しま

裕
ゆう

介
すけ

共に生きるということ

緒
お

方
がた

貞
さだ

子
こ

お金さえあればいい?

浜
はま

  矩
のり

子
こ

５アンペア生活を
やってみた

斎
さい

藤
とう

健
けん

一
いち

郎
ろう

ミライの授業

瀧
たき

本
もと

哲
てつ

史
ふみ

にじいろのしあわせ
マーロン＝ブンド／
ジル＝トウィス　文

EGケラー　絵

紙の建築　行動する

坂
ばん

  茂
しげる

　
文
化
人
類
学
者
が
ろ
う

者
の
世
界
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
案
内
す
る
。

　
一
言
で
は
言
い
表
せ
な

い
世
界
中
の
言
葉
を
イ
ラ

ス
ト
と
と
も
に
紹
介
。

　
世
界
中
を
取
材
し
た
筆

者
が
、
な
ぜ
勉
強
が
必
要

な
の
か
を
問
う
。

　
建
築
家
に
必
要
な
も
の
、

そ
れ
は
空
間
や
土
地
、
風

景
と
の
対
話
。

　
人
々
の
権
利
や
生
命
を

守
る
た
め
、
行
動
し
交こ

う

渉し
ょ
う

し
て
き
た
筆
者
が
語
る
。

　
経
済
は
、
人
を
幸
せ
に

す
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者

が
語
る
経
済
哲て

つ

学が
く

。

　
筆
者
は
東
日
本
大
震
災

を
機
に
五
ア
ン
ペ
ア
の
節

電
生
活
を
決
意
し
た
。

　
自
分
自
身
が
、
未
来
を

つ
く
る
人
に
な
る
。

　
二
匹
の
雄お

す

ウ
サ
ギ
、

マ
ー
ロ
ン
と
ウ
ェ
ス
リ
ー

の
恋こ

い

の
物
語
。

　
筆
者
は
、
紙
製
の
シ
ェ

ル
タ
ー
に
よ
り
世
界
中
で

避
難
民
を
支し

援え
ん

し
て
き
た
。
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01-05-05-02蜘蛛の糸（作品解説）　三校

少
年
・
芥
川

成
績
は
抜
群
に
優ゆ

う

秀し
ゅ
う

　
中
学
の
成
績
優
秀
者
は

高
等
学
校
へ
の
無
試
験
入

学
が
許
可
さ
れ
る
制
度
が

施し

行こ
う

さ
れ
、
そ
れ
に
選
ば

れ
る
ほ
ど
優
秀
だ
っ
た
。

絵
の
才
能
も

あ
っ
た

　
芸
術
に
も
秀ひ
い

で
て
お

り
、
色し

き

彩さ
い

豊
か
な
作
品

を
描
い
た
。

府
立
第
三
中
学
校

　
芥
川
が
通
っ
た
学

校
。
当
時
は
ね
ず
み
色

の
ペ
ン
キ
を
塗ぬ

っ
た
木

造
二
階
建
て
で
あ
っ

た
。︵
現
在
の
東
京
都

立
両
国
高
等
学
校
︶

回
覧
雑
誌
を
作
成

　
小
学
生
の
頃
か
ら
雑
誌
に
作
品

を
書
い
て
お
り
、
漱
石
の
﹃
吾わ

が

輩は
い

は
猫ね
こ

で
あ
る
﹄
を
も
と
に
し
た

「
吾
輩
は
犬
で
あ
る
」
な
ど
を
創

作
し
て
い
た
。
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蜘蛛の糸

01-05-05-02蜘蛛の糸（作品解説）　三校

小
説
家
・
芥
川

妻
と
息
子
た
ち

漱
石
の
弟で

子し

だ
っ
た

　
二
十
六
歳
で
塚
本
文
と
結
婚
。

長
男
・
比
呂
志
、
次
男
・
多た

加か

志し

、
三
男
・
也や

寸す

志し

。

　
第
四
次
﹃
新
思
潮
﹄
の
創
刊
号
に
掲け
い

載さ
い

し
た
﹃
鼻
﹄
が
夏
目
漱
石
に
高
く
評
価
さ

れ
た
こ
と
で
、
世
に
出
る
こ
と
に
な
っ

た
。　夏

目
漱
石

　一
八
六
七 

│
一
九
一
六

　
　
　
　
　
　小
説
家
、
評
論
家
。

河
童
を
好
ん
で

描
い
た

　
さ
ま
ざ
ま
な
趣し
ゅ

向こ
う

を
凝こ

ら
し
、
オ

リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー

あ
ふ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

「
芥
川
賞
」
の
創
設

　
学
生
時
代
か
ら
の
親
友
、
菊
池
寛
ら

が
、
芥
川
の
業
績
を
称し

ょ
う

賛さ
ん

し
て
設
立

し
た
。
日
本
で
最
も
有
名
な
文
学
賞
と

さ
れ
、
現
在
で
も
続
い
て
い
る
。

　菊
池
寛

　一
八
八
八
│
一
九
四
八

　
　
　
　
　

 

小
説
家
、ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
。
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１年 P128『蜘蛛の糸』芥川龍之介 
２年 P146『坊っちゃん』夏目漱石
３年 P140『最後の一句』森鷗外

▲ ２年Ｐ 207『相違点を明確にして聞く』▲ ２年折込6『表現に役立つ言葉』

「読むこと」教材で
は，「この教材で学
ぶ言葉」として，脚
注語句を教材末にま
とめて提示

文章を読むときに参考に
なる語句をまとめて紹介

「情報の扱い方」を踏まえた，
「論理的思考力」や表現を解説

情報の関係を整理し，表現するときに
役立つ語彙や表現を具体的な文型とし
て提示

○
広
が
る
本
の
世
界



確かな言葉の力を身につけ，生かす2

2425

　

生
徒
の
自
学
自
習
に
役
立
つ
資
料
を
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
利
用
で
き
ま
す
。

　

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
や
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
な
ど
を
踏
ま
え
、
こ
れ
か
ら
の
社
会

に
求
め
ら
れ
る
読
解
力
・
表
現
力
を
育
成
す
る
問
題
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
さ
ま

ざ
ま
な
文
章
や
資
料
か
ら
関
連
性
を
読
み
取
り
、
考
え
て
表
現
す
る
力
を
養
い
ま

す
。

　

導
入
教
材
（
言
葉
の
小
窓
・
文
法
の

小
窓
）
で
言
葉
の
課
題
を
提
示
し
、
巻

末
の
「
解
説
教
材
」
で
、
詳
し
く
学
習

し
ま
す
。

　

中
学
校
で
学
習
す
る
全
て
の
漢
字
を

次
の
教
材
で
学
び
ま
す
。（
未
提
出
漢
字

は
あ
り
ま
せ
ん
）

・	

読
む
こ
と
教
材
…
…
本
文
中
に
出
て

く
る
新
出
漢
字
。

・
漢
字
の
広
場
…
…
漢
字
の
基
礎
知
識
。

・
漢
字
の
練
習
…
…
練
習
問
題
形
式
。

　
	

新
出
漢
字
は
、
書
く
学
習
へ
の
配
慮

で
、
教
科
書
体
で
示
し
て
い
ま
す
。

（
言
葉
の
小
窓
・
文
法
の
小
窓
）

▲ １年Ｐ 46『言葉の小窓１　日本語の音声』▲ １年Ｐ 260『日本語の音声』

▶１年Ｐ 44
『漢字の広場１
　漢字の部首』

言
語
・
漢
字

ま
な
び
リ
ン
ク

学
び
の
チ
ャ
レ
ン
ジ

読み物
教材内容を補足するコラム

図書紹介
読書活動を広げる資料

ウェブサイト
教材に関するウェブサイトの紹介

動　画
言語活動などに役立つ映像資料

古　典
古典の知識や興味を広げる資料

ワークシート
自学自習を助けるワークシート

　

こ
の
マ
ー
ク
の
つ
い
て
い
る
教
材
は
、
教

科
書
（
各
学
年
Ｐ
12
）
に
あ
る
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

や
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
、
教
育
出
版
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

上
の
専
用
ペ
ー
ジ
に
リ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
デ

ジ
タ
ル
資
料
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
な
ど
は
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

て
使
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

日
常
生
活
や
他
教
科
の
学
習
と
も
関
わ

り
合
い
な
が
ら
、
生
き
た
言
葉
の
学
習

を
深
め
る

デ
ジ
タ
ル
資
料
で
学
習
を
支
援

多
様
な
テ
キ
ス
ト
を

読
み
解
く

コンテンツ数

３年生

69本
２年生

68本
１年生

57本

１年生２年生３年生

➡
別
冊
⑤

214

03-06-10学びのチャレンジ　三校

田
中
さ
ん
は
、
読
書
に
関
す
る
文
章
を
書
い
て
い
ま
す
。
次
の
【
文
章
の
下
書
き
】
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に

答
え
な
さ
い
。

問
題
２

　
　
　
高
校
生
活
に
向
け
て
の
読
書
の
す
す
め

 

田
中
健
一

　
①
文
化
庁
の
調
査
（
平
成
二
十
五
年
度
）
に
よ
れ
ば
、
一
か
月
に
一
冊
も
本
を
読
ま
な
い
人
の
割
合
は
四
七
・
五
％
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
②
ま
た
、

そ
の
調
査
で
は
、
対
象
を
十
六
歳
か
ら
十
九
歳
に
限
っ
た
場
合
で
も
、
一
か
月
に
一
冊
も
読
ま
な
い
割
合
は
、
四
二
・
七
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
年
代
の

人
の
多
く
が
高
校
生
だ
と
す
る
と
、
つ
ま
り
、
高
校
生
の
四
割
以
上
が
本
を
ほ
と
ん
ど
読
ん
で
い
な
い
、
あ
る
い
は
読
む
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
状
況
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。
③
最
も
大
き
な
理
由
・
原
因
は
、「
仕
事
や
勉
強
が
忙
し
く
て
読
む
時
間
が
な
い
」
が
五
一
・
三
％
で
し
た
。
他
に
も
気
に
な
る
数
字
と
し
て

は
、「
情
報
機
器
で
時
間
が
と
ら
れ
る
」
が
二
六
・
三
％
で
し
た
。
ま
た
、
別
の
調
査
に
よ
る
左
の
【
グ
ラ
フ
】
を
見
て
も
、
中
学
生
と
高
校
生
を
比
べ
た
時
、

高
校
生
に
な
る
と
読
書
量
が
大
き
く
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
私
は
こ
の
数
字
を
見
て
、
自
分
も
、
来
年
か
ら
高
校
に
進
学
す
る
こ
と
に
な
る
け

れ
ど
、
果
た
し
て
今
ま
で
の
よ
う
に
読
書
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
不
安
に
な
り
ま
し
た
。

　
確
か
に
、
高
校
生
に
な
れ
ば
、
日
々
の
勉
強
の
量
が
中
学
生
の
時
よ
り
も
増
え
る
で
し
ょ
う
し
、
結
果
、
読
書
の
時
間
の
確
保
が
難
し
く
な
る
は
ず
で
す
。

で
も
、
私
は
読
書
を
続
け
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
読
書
の
時
間
や
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
方
法
を
こ
の
機
会
に

考
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
文
章
の
下
書
き
】
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03-06-10学びのチャレンジ　三校

　
そ
こ
で
国
語
科
の
山
下
先
生
に
効
率
的
に
読
書
を
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
　
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
み
な
さ
ん
も
知
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

し
た
。
山
下
先
生
は
大
変
な
読
書
家
で
す
。
山
下
先
生
の
お
話
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　
１
　
本
を
読
む
時
間
を
確
保
す
る
た
め
に
、
仕
事
を
て
き
ぱ
き
と
こ
な
す
。

　
２ 

　
未
読
の
本
が
本
棚
に
常
に
あ
る
状
態
を
保
ち
、
す
ぐ
に
新
し
い
本
を
読
め
る
よ
う
に
し

て
お
く
。

　
３ 

　
選
書
に
時
間
を
か
け
す
ぎ
な
い
。
お
も
し
ろ
く
な
い
本
に
出
会
っ
た
ら
、
そ
の
と
き
は
、

無
理
に
読
破
し
よ
う
と
せ
ず
に
、
別
の
本
に
す
ぐ
に
移
っ
て
よ
い
。

　
４ 

　
好
き
な
作
家
や
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
こ
と
は
い
い
こ
と
だ
が
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
な

い
。
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
本
を
読
ん
で
み
る
。

　
５ 

　
古
典
は
現
代
語
訳
の
本
で
い
い
の
で
手
も
と
に
置
い
て
お
く
。
無
理
に
読
破
し
よ
う
と

意
気
ご
ま
ず
に
、
ふ
と
し
た
時
に
開
け
ば
よ
い
。
古
典
と
も
軽
い
気
分
で
つ
き
合
っ
て
み

る
。

　
　
　
Ｂ

【グラフ】全国学校図書館協議会ほか「第63回　学校読書調査」（2017）より

不読率※の推移（％）
　　※１か月に１冊も本を読まなかった人の割合
　小学生，中学生は中長期的に改善傾向，高校生は依然として高い状況にある。
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01-02-04言葉の小窓１（日本語の音声）　四校

　ハルとアキ，留学生のトムが，教室で話しています。

ハル　今度，ボランティア先で英語の歌を歌うことになったんだ。子

どもが多いから，「きらきら星」を歌うんだよ。

アキ　「♪きらきら　ひかる」って歌ね。

ハル　そうそう。英語だと「Twinkle, twinkle, little star」なんだけ

ど，楽
がく

譜
ふ

に歌詞を書くのを頼
たの

まれちゃって苦労してるよ。

アキ　英語で？　片仮名のほうがわかりやすくない？

ハル　そう思ってやってみたんだけど，発音にするとうまく合わせら

れなくて。ねえ，トム。「little」を音
おん

符
ぷ

に合わせて書くなら，

どう書くのが正しいのかな。

トム　音符に合わせて書くと「lit-tle」です。発音は「little」。

ハル　「リロー」？

アキ　「リルー」？

トム　……。

ハル　ううん……。英語は，日本語のように一文字ずつはっきり発音

するわけじゃないから，音符に合わせるのが難しいなあ。

 Ｐ260へ

言葉の小窓１

日 本 語 の 音 声

　音のくぎり方は，日本語と英語でずいぶん違うんだね。
　日本語と英語の発音には，どのような違いがあるのか
調べてみよう。
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01-10-01日本語の音声　五校

⑴
　「
マ
・
ミ
・
ム
・
メ
・
モ
」
と
声
に
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
口

や
唇

く
ち
び
るの

動
き
は
、
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。

⑵
　「
マ
ー
・
ミ
ー
・
ム
ー
・
メ
ー
・
モ
ー
」
の
よ
う
に
、
長
く
伸の

ば
し
て
発
音
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
長
く
伸
ば
し
た
音
は
、
ど
の
よ

う
に
聞
こ
え
ま
す
か
。

　
ど
う
で
す
か
。「
マ
・
ミ
・
ム
・
メ
・
モ
」
と
発
音
す
る
と
き
、
こ

の
五
つ
の
音
の
そ
れ
ぞ
れ
の
最
初
の
と
こ
ろ
で
、
唇
は
閉
じ
ら
れ
て
い

ま
す
。「
マ
」
を
例
に
す
る
と
、
唇
が
閉
じ
て
い
る
こ
と
で
出
た
音
と
、

「
ア
」
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
音
の
組
み
合
わ
せ
で
、「
マ
」
の
音
が
で
き

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
最
初
の
部
分
の
音
を
子し

音い
ん

と
い
い
、
あ

や
っ
て
み
よ
う

と
の
部
分
の
音
を
母ぼ

音い
ん

と
い
い
ま
す
。

ロ
ー
マ
字
で
は
「
ma
」
と
書
き
、

「
m
」
が
子
音
で
、「
a
」
が
母
音
で

す
。

　
仮か

名な

一
字
で
表
さ
れ
る
音
の
う
ち
、

ア
行
は
母
音
だ
け
で
す
が
、
あ
と
の

ほ
と
ん
ど
の
音
は
、
子
音
と
母
音
の
組
み
合
わ
せ
で
で
き
て
い
ま
す
。

こ
の
音
の
ま
と
ま
り
を
音
節
と
い
い
ま
す
。
私
た
ち
が
日
本
語
の
音
を

聞
い
た
り
発
音
し
た
り
す
る
と
き
は
、
子
音
だ
け
を
取
り
出
し
て
聞
い

た
り
話
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
音
節
は
、
そ
う
い

う
意
味
で
、
日
本
語
の
音
の
基
本
的
な
単
位
だ
と
い
え
ま
す
。
俳
句
の

音
を
「
五
・
七
・
五
」
と
数
え
る
と
き
や
、
回
文
を
作
る
と
き
に
も
、

多
く
の
場
合
、
音
節
を
単
位
と
し
て
い
ま
す
。
促そ

く

音お
ん

︵「
ッ
」︶、
撥は

つ

音お
ん

︵「
ン
」︶、
長
音
︵「
ー
」︶
は
、
特と
く

殊し
ゅ

な
音
で
、
子
音
と
母
音
の
組
み
合

わ
せ
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
一
つ
の
音
と
数
え
ま
す
。

言
葉
１
Ｐ
46
の
解
説

日
本
語
の
音
声

● 

日
本
語
の
音お
ん

の
特と
く

徴ち
ょ
う
を
理
解
す
る
。

目標と
振
ふ

り返り

　日
本
語
と
英
語
の
違ち

が

い
が
お
も
し
ろ
い
ね
。
ま
ず
は
日
本

語
の
言
い
方
に
つ
い
て
、
声
に
出
し
て
確
か
め
て
み
よ
う
。

あ  

↓
母
音
　
↓
音
節

　  

　
母
音

ま  

↓  +  

　
↓
音
節

　  

　
子
音

a  

↓
母
音
　
↓
音
節

m  

↓
子
音

ローマ字 仮名
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01-02-03漢字の広場１（漢字の部首）　六校

　
さ
ま
ざ
ま
な
漢
字
を
、
共
通
す
る
形
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と

を
﹁
部
に
分
け
る
﹂
と
い
い
ま
す
。
こ
の
と
き
に
、﹁
部
﹂
を
分

類
す
る
め
や
す
と
な
る
も
の
を
部
首
と
呼
び
ま
す
。
例
え
ば
、

﹁
森
﹂﹁
校
﹂﹁
梅
﹂
に
は
、
意
味
を
決
め
る
形
と
し
て
﹁
木
﹂
が

共
通
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、﹁
木
﹂
を
部
首
と
す
る

﹁
木
部
﹂
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

　
部
首
の
違ち

が

い
を
理
解
す
る
と
、
漢
和
辞
典
で
調
べ
た
り
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
漢
字
を
探
し
た
り
す
る
と
き
に
便
利
で
す
。

　
一い

っ

般ぱ
ん

に
、﹁
部
首
﹂
は
、
漢
字
の
中
の
位
置
に
よ
っ
て
下
の
よ

う
に
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
部
首
に
よ
っ
て
は
、﹁
火

（
炬
・
灬
）﹂﹁
心
（
忄
・
）﹂
な
ど
の
よ
う
に
、
位
置
に
よ
っ
て

形
や
呼
び
名
が
変
わ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
漢
字
に
よ
っ
て
は
、
同
じ
部
分
を
も
っ
て
い
て
も
、
異

な
る
部
首
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
一
般
的
に
、

﹁
間
﹂﹁
関
﹂
な
ど
の
部
首
は
﹁
門
﹂
で
す
が
、﹁
聞
﹂
の
部
首
は

﹁
耳
﹂
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

　
漢
字
の
読
み
方
が
わ
か
ら
な
い
と
き
は
、
漢
和
辞
典
の
﹁
部
首

索さ
く

引い
ん

﹂
で
調
べ
る
と
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

● 

漢
字
の
部
首
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
。

目標と
振り返り

漢
字
の
部
首
　間
は
門
の
仲
間

　聞
は
耳
の
仲
間へ

ん

に
ん
べ
ん

り
っ
し
ん
べ
ん
て
へ
ん

ひ
へ
ん

き
へ
ん

さ
ん
ず
い

偏

侮
・
悟
・
招
・
灯
・
朴
・
温

　な
ど

つ
く
り

ふ
し
づ
く
り
さ
ん
づ
く
り

ほ
こ
づ
く
り
り
っ
と
う

お
お
が
い

る
ま
た

旁

印
・
形
・
戦
・
刈
・
顎
・
段

な
ど

か
ん
む
り

わ
か
ん
む
り
う
か
ん
む
り

あ
な
か
ん
む
り
く
さ
か
ん
む
り
た
け
か
ん
む
り

お
い
か
ん
む
り

冠

写
・
安
・
窒
・
茂
・
第
・
老

な
ど

あ
し

ひ
と
あ
し

さ
ら

こ
こ
ろ

し
た
み
ず

れ
ん
が

脚

充
・
盗
・
怨
・
泰
・
熱

な
ど

た
れ

が
ん
だ
れ

ま
だ
れ

や
ま
い
だ
れ
と
だ
れ

垂

厘
・
床
・
痴
・
扇

な
ど

か
ま
え

く
に
が
ま
え

も
ん
が
ま
え

か
く
し
が
ま
え
ゆ
き
が
ま
え

構

囚
・
閉
・
医
・
術

な
ど

に
ょ
う

し
ん
に
ょ
う
え
ん
に
ょ
う

そ
う
に
ょ
う

繞

道
・
延
・
起

　な
ど
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さ
ま
ざ
ま
な

 

「

奇
妙
な
脳
の
癖
」の
例

脳
の
判
断
の
癖
は
、
こ
れ
ま
で
に
数
百
種
類
以
上
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
ま
す
。

皆
さ
ん
も
、
日
頃
の
生
活
の
中
で
思
い
あ
た
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

《
出
典
》『
自
分
で
は
気
づ
か
な
い
コ
コ
ロ
の
盲
点
　完
全
版
』

（
池
谷 

裕
二
）
を
も
と
に
再
構
成
し
た
も
の
。

プロの　
本読みテクニック！❶

　図書館で働いている人，本や読書について勉強したことがある人は，自分で読む本をこんなふうに選んでいます。本を探すときのヒントにしよう。

Ｓさんオススメの３冊POINT 1

POINT 3

POINT 2

週に一度，外国から来た子どもた
ちに日本語を教えるボランティア
をしています。

S さん （50 代女性）

本を買う前に，図書館で借りてみ
て内容を確認します。自分に合わ
ない本は買いません。

読みたいジャンルが決まっている
ときは，キーワードをいくつか思
い浮かべて，書店や図書館の検索
機で検索します。

POINT 4

図書館に来て最初にするのは，近
くの椅子に座って館内全体を見渡
すことです。そして，気になった
書棚や展示を見ます。

自分の興味のあるジャンルの本を
選ぶときは，巻末の参考文献欄を
見ると，その本の難易度がわかり
ます。

冷戦時代のチェコスロバキアが舞台。自由を奪われた社会
の中で人はどのように変わっていったのか。読者の想像を
超えておなかにズシリとくる絵本。

かべ
ピーター＝シス

主な登場人物は好奇心旺盛な生徒たち。彼らの大人との対
等なつきあい方や距離感が好きです。

飛ぶ教室
ケストナー

江戸川乱歩などの探偵ものが好きな人へ。つい笑ってしま
います。

みんなの少年探偵団
万城目学／湊かなえ／小路幸也　ほか

昔
、
竹
取
の
翁
と
呼
ば
れ
る
人
が
い
ま
し
た
。

野
や
山
に
入
っ
て
い
つ
も
竹
を
取
っ
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
使
っ
て
い
ま
し
た
。
翁
の
名
は
、
さ
ぬ
き
の
造
と

い
い
ま
し
た
。

　
あ
る
日
、
竹
の
中
に
、
根
も
と
が
光
る
竹
が
一
本
あ
り
ま
し
た
。
不
思
議
に
思
っ
て
近
寄
っ
て
み
る
と
、
筒
の
中

が
光
っ
て
い
ま
し
た
。
中
に
、
三
寸
く
ら
い
の
人
が
か
わ
い
ら
し
い
姿
で
座
っ
て
い
ま
し
た
。

　
翁
は
こ
の
子
を
家
に
連
れ
て
帰
り
、
媼
と
一
緒
に
大
切
に
育
て
ま
し
た
。

 

　   

音
読
し
て
み
よ
う

　今
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。

『
物
語
の
始
ま
り
―
―
竹
取
物
語
』

竹
取
物
語
１ 

か
ぐ
や
姫
の
生
い
立
ち
と
成
長

かぐや姫の入ったかごは竹を編んで作ったもの。

教
科
書
の
絵
と
、
左
の
絵
と
で
は
、
か
ぐ
や
姫
の
描
か
れ
方
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
り
ま
す
か
。

翁
の
名
前
は
何
と
い
い
ま
し
た
か
。

「
三
寸
」
と
は
現
在
の
ど
れ
く
ら
い
の
大
き
さ
で
し
ょ
う
。

考問問

問題は，文学，説明文，
実用文など，幅広い文
種を選定

図表やグラフなど，文字以外の情
報（非連続型テキスト）と，文章
を関連づけて読み解く

導
入
教
材

解
説
教
材
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　ハルとアキ，留学生のトムが，教室で話しています。

ハル　今度，ボランティア先で英語の歌を歌うことになったんだ。子

どもが多いから，「きらきら星」を歌うんだよ。

アキ　「♪きらきら　ひかる」って歌ね。

ハル　そうそう。英語だと「Twinkle, twinkle, little star」なんだけ

ど，楽
がく

譜
ふ

に歌詞を書くのを頼
たの

まれちゃって苦労してるよ。

アキ　英語で？　片仮名のほうがわかりやすくない？

ハル　そう思ってやってみたんだけど，発音にするとうまく合わせら

れなくて。ねえ，トム。「little」を音
おん

符
ぷ

に合わせて書くなら，

どう書くのが正しいのかな。

トム　音符に合わせて書くと「lit-tle」です。発音は「little」。

ハル　「リロー」？

アキ　「リルー」？

トム　……。

ハル　ううん……。英語は，日本語のように一文字ずつはっきり発音

するわけじゃないから，音符に合わせるのが難しいなあ。

 Ｐ260へ

言葉の小窓１

日 本 語 の 音 声

　音のくぎり方は，日本語と英語でずいぶん違うんだね。
　日本語と英語の発音には，どのような違いがあるのか
調べてみよう。
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○
言
語
教
材

○
漢
字
学
習



確かな言葉の力を身につけ，生かす2

2627

言
葉
の
自
習
室

（
付
録
・
補
充
作
品
・
資
料
）

教
科
横
断

①
小
学
校
と
の
連
携

　

小
学
校
で
学
ん
で
き
た
「
資
質
・
能
力
」
を
さ
ら
に
高
め
ら
れ
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
配
慮
を
し
て
い
ま
す
。

各
領
域
等
に
お
い
て
、
小
学
校
で
の
学
習
内
容
の
系
統
を
踏
ま
え
、
教
材
化
を
図
り
ま
し
た
。

　

中
学
校
の
学
び
が
、
高
校
で
の
学
び
に
つ
な
が

り
ま
す
。

②
高
等
学
校
へ
の
展
開

校
種
間
の
接
続

　

巻
末
付
録
と
し
て
、
多
彩
な
作
品
や
資
料
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
日
常
の
国
語
学
習

や
他
教
科
の
学
習
、
予
習
・
復
習
な
ど
に
も
活
用
で
き
ま
す
。

　

各
領
域
で
、
他
教
科
に
関
連
す
る
テ
ー
マ
を
多
く
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

領
域
等

関
連
の
観
点

具
体
例

関
連
す
る

教
科

総合
（ＳＤＧｓ）

　

取
り
上
げ
て
い
る
話

題
や
題
材
は
も
と
よ

り
、「
問
う
」
力
が
他

の
教
科
の
学
習
に
も
生

か
さ
れ
ま
す
。

１
年
Ｐ
76
『�

持
続
可
能
な
未
来
を
創
る

た
め
に
―
―
人
の
暮
ら
し

方
を
考
え
る
』

社
会
・
理
科
・

道
徳
・

技
術
家
庭

総
合
的
な
学
習

話すこと・聞くこと／書くこと

　

他
教
科
の
学
習
に
つ

な
が
る
話
題
・
題
材
を

豊
富
に
取
り
上
げ
て
い

ま
す
。

「
ウ
ミ
ガ
メ
の
保
護
活
動
」

（
２
年
Ｐ
207
『
相
違
点
を
明
確
に
し
て
聞
く
』）

「
裁
判
員
制
度
」

（
３
年
Ｐ
234
『
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
と
き
』）

理
科

社
会

道
徳

　
「
学
び
を
生
か
そ
う
」

で
は
，
身
に
つ
け
た
力

を
他
教
科
や
社
会
生
活

で
活
用
す
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
ま
す
。

２
年
Ｐ
65
『
構
成
を
明
確
に
し
て

　
　
　
　
　

手
紙
を
書
く
』

総
合
的
な

学
習

読むこと

　

さ
ま
ざ
ま
な
教
科
に

関
連
す
る
内
容
の
文
章

を
取
り
上
げ
て
い
ま

す
。

１
年
Ｐ
86
『
森
に
は
魔
法
つ
か
い
が

　
　
　
　
　

い
る
』

１
年
Ｐ
170
『
子
ど
も
の
権
利
』

２
年
Ｐ
54
『
水
の
山　

富
士
山
』

２
年
Ｐ
104
『
紙
の
建
築
』

３
年
Ｐ
90
『async

―
―

　
　
　
　
　

同
期
し
な
い
こ
と
』

理
科
・
社
会

社
会
・
道
徳

理
科
・
数
学

社
会
・
道
徳

音
楽

言語

　

言
葉
の
は
た
ら
き
や

文
法
の
理
解
を
深
め
る

た
め
、
他
の
言
語
を
意

識
し
た
教
材
化
を
図
っ

て
い
ま
す
。

１
年
Ｐ
27
『
文
法
の
小
窓
１

　
　
　
　
　

言
葉
の
単
位
』

英
語

＊
「
学
び
ナ
ビ
」
の
活
用
を
と
お
し
た
〔
知

識
及
び
技
能
〕
と
〔
思
考
力
・
判
断
力
・

表
現
力
等
〕
を
結
び
つ
け
る
学
習
の
積
み

重
ね
は
、
高
校
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂

を
見
据
え
た
論
理
的
思
考
力
の
育
成
へ
つ

な
が
り
ま
す
。

＊
語
彙
の
学
習
の
充
実
は
、
表
現
の
た
め
の

語
彙
力
を
向
上
さ
せ
、
高
校
で
の
学
習
で

重
視
さ
れ
る
表
現
力
の
育
成
へ
つ
な
が
り

ま
す
。

＊
高
校
の
教
科
書
で
も
多
く
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
作
家
の
文
章
を
掲
載
し
、
高
校
の

学
習
に
円
滑
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
　

・
内
田
樹

　
　

・
小
川
洋
子

　
　

・
川
上
弘
美

　
　

・
村
上
春
樹

　
　

・
森
岡
正
博　

な
ど

➡
Ｐ
8
・
10
・
別
冊
①

➡
Ｐ
23
・
別
冊
④

本
教
材
や
他
教
科
で
の

学
習
に
役
立
つ
資
料
な
ど
を
掲
載

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

へ
の
手
立
て

小
学
校
か
ら
の
学
び
、
高
等
学
校
へ
の
学
び
を
つ
な
ぎ
、

生
涯
に
わ
た
る
言
葉
の
力
を
育
成
す
る
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銀
の
し
ず
く
降
る
降
る

藤ふ
じ

本も
と

英ひ
で

夫お

　
１
　
ふ
く
ろ
う
の
神

　
こ
こ
に
あ
げ
た
一
枚
の
習
字
は
、
一
九
一
四
（
大た
い

正し
ょ
う

三
）
年
二
月
、
小

学
校
四
年
だ
っ
た
知ち

里り

幸ゆ
き

恵え

と
い
う
少
女
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

　「
土
」
の
ほ
か
は
画
数
の
多
い
字
ば
か
り
。
眺な
が

め
て
い
る
と
、
机
に
向

か
っ
て
背
筋
を
ま
っ
す
ぐ
伸の

ば
し
、
一
字
一
字
、
筆
運
び
に
神
経
を
集
中
さ

せ
て
い
る
少
女
の
緊き
ん

張ち
ょ
う

感
が
迫せ
ま

っ
て
く
る
。
こ
の
少
女
は
、
そ
れ
か
ら
十

年
も
た
た
な
い
一
九
二
二
（
大
正
十
一
）
年
に
、
十
九
歳さ
い

三
か
月
の
短
い
生し
ょ
う

涯が
い

を
閉
じ
た
。

　
彼か
の

女じ
ょ

は
ア
イ
ヌ
の
女
性
で
あ
っ
た
。

　
知
里
幸
恵
に
は
『
ア
イ
ヌ
神し
ん

謡よ
う

集
』
と
い
う
著
書
が
あ
る
。
一
九
二
三
年

の
出
版
だ
か
ら
、
彼
女
は
、
た
だ
一
冊
の
自
分
の
本
を
手
に
す
る
こ
と
も
な

く
死
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
文
庫
本
よ
り
ち
ょ
っ
と
大
き
め
で
、
本
文
は
一
二

二
ペ
ー
ジ
、
中
に
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
に
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
叙じ
ょ

事じ

詩
十
三
編
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
左
ペ
ー
ジ
に
は
ロ
ー
マ
字
で
書
か
れ
た
ア

イ
ヌ
語
、
右
ペ
ー
ジ
に
は
そ
の
一
行
一
行
を
訳
し
た
和
文
が
見
ら
れ
る
。

ユ
ー
カ
ラ
研
究
に
取
り
組
ん
だ
女
性
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
。
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近
代
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史
年
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02-11-06近代文学史年表　再校

西

　暦 

日
本
文
学
の
流
れ

 

一
八
六
九 

世せ

界か
い

国く
に

尽づ
く
し（
福ふ
く

沢ざ
わ

諭ゆ

吉き
ち

）

一
八
七
一 

安あ

愚ぐ

楽ら

鍋な
べ

（
仮か

名な

垣が
き

魯ろ

文ぶ
ん

）

一
八
七
二 

学が
く

問も
ん

の
す
すゝ

め
（
福ふ
く

沢ざ
わ

諭ゆ

吉き
ち

）

一
八
八
〇 

民み
ん

権け
ん

か
ぞ
へ
歌う
た

（
植う
え

木き

枝え

盛も
り

）

一
八
八
二 

新し
ん

体た
い

詩し

抄し
ょ
う（

外と

山や
ま

正ま
さ

一か
ず

ほ
か
）

一
八
八
三 

経け
い

国こ
く

美び

談だ
ん

（
矢や

野の

龍り
ゅ
う

渓け
い

）

一
八
八
五 

当と
う

世せ
い

書し
ょ

生せ
い

気か
た
ぎ質

（
坪つ
ぼ

内う
ち

逍し
ょ
う

遙よ
う

）
小
し
ょ
う

説せ
つ

神し
ん

髄ず
い

（
坪つ
ぼ

内う
ち

逍し
ょ
う

遙よ
う

）

一
八
八
七 

浮う
き

雲ぐ
も

（
二ふ
た

葉ば

亭て
い

四し

迷め
い

）

一
八
八
九 

楚そ

囚し
ゅ
う

之の

詩し

（
北き
た

村む
ら

透と
う

谷こ
く

）

一
八
九
〇 

舞ま
い

姫ひ
め

（
森も
り

鷗お
う

外が
い

）

一
八
九
一 

五ご

重
じ
ゅ
う
の

塔と
う

（
幸こ
う

田だ

露ろ

伴は
ん

）

一
八
九
三 

内な
い

部ぶ

生せ
い

命め
い

論ろ
ん

（
北き
た

村む
ら

透と
う

谷こ
く

）

一
八
九
五 

た
け
く
ら
べ
（
樋ひ

口ぐ
ち

一い
ち

葉よ
う

）

一
八
九
七 

若わ
か

菜な

集し
ゅ
う（

島し
ま

崎ざ
き

藤と
う

村そ
ん

）
金こ
ん

色じ
き

夜や

叉し
ゃ

（
尾お

崎ざ
き

紅こ
う

葉よ
う

）

一
八
九
八 

忘わ
す

れ
え
ぬ
人ひ
と

々び
と（

国く
に

木き

田だ

独ど
っ

歩ぽ

）
歌う
た

よ
み
に
与あ
た

ふ
る
書し
ょ（

正ま
さ

岡お
か

子し

規き

）

一
九
〇
〇 

高こ
う

野や

聖ひ
じ
り（

泉い
ず
み

鏡き
ょ
う

花か

）

一
九
〇
一 

み
だ
れ
髪が
み

（
与よ

謝さ

野の

晶あ
き

子こ

）
武む

蔵さ
し

野の

（
国く
に

木き

田だ

独ど
っ

歩ぽ

）

一
九
〇
二 

病び
ょ
う

牀し
ょ
う

六ろ
く

尺し
ゃ
く（

正ま
さ

岡お
か

子し

規き

）

一
九
〇
五 

海か
い

潮ち
ょ
う

音お
ん

（
上う
え

田だ

敏び
ん

）
吾わ
が

輩は
い

は
猫ね
こ

で
あ
る
（
夏な
つ

目め

漱そ
う

石せ
き

）

一
九
〇
六 

白は
く

羊よ
う

宮き
ゅ
う（

薄す
す
き

田だ

泣き
ゅ
う

菫き
ん

）
破は

戒か
い

（
島し
ま

崎ざ
き

藤と
う

村そ
ん

）
坊ぼ

っ
ち
ゃ
ん
（
夏な
つ

目め

漱そ
う

石せ
き

）
野の

菊ぎ
く

の
墓は
か

（
伊い

藤と
う

左さ

千ち

夫お

）

西

　暦 

日
本
文
学
の
流
れ

 

一
九
〇
七 

蒲ふ

団と
ん

（
田た

山や
ま

花か

袋た
い

）

一
九
〇
八 

有あ
り

明あ
け

集し
ゅ
う（

蒲か
ん

原ば
ら

有あ
り

明あ
け

）
春は
る

（
島し
ま

崎ざ
き

藤と
う

村そ
ん

）
三さ
ん

四し

郎ろ
う

（
夏な
つ

目め

漱そ
う

石せ
き

）

一
九
〇
九 

そ
れ
か
ら
（
夏な
つ

目め

漱そ
う

石せ
き

）

一
九
一
〇 

一い
ち

握あ
く

の
砂す
な

（
石い
し

川か
わ

啄た
く

木ぼ
く

）
遠と
お

野の

物も
の

語が
た
り

（
柳
や
な
ぎ

田た

国く
に

男お

）

一
九
一
一 

思お
も

ひ
出で

（
北き
た

原は
ら

白は
く

秋し
ゅ
う）

雁が
ん

（
森も
り

鷗お
う

外が
い

）

一
九
一
二 

悲か
な

し
き
玩が
ん

具ぐ

（
石い
し

川か
わ

啄た
く

木ぼ
く

）

一
九
一
三 

赤し
ゃ
っ

光こ
う

（
斎さ
い

藤と
う

茂も

吉き
ち

）
大だ
い

菩ぼ

薩さ
つ

峠と
う
げ

（
中な
か

里ざ
と

介か
い

山ざ
ん

）

一
九
一
四 

道ど
う

程て
い

（
高た
か

村む
ら

光こ
う

太た

郎ろ
う

）
こ
こ
ろ
（
夏な
つ

目め

漱そ
う

石せ
き

）

一
九
一
五 

山さ
ん

椒し
ょ
う

大だ

夫ゆ
う

（
森も
り

鷗お
う

外が
い

）
羅ら

生し
ょ
う

門も
ん

（
芥あ
く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

）

一
九
一
六 

碧へ
き

梧ご

桐と
う

句く

集し
ゅ
う（

河か
わ

東ひ
が
し

碧へ
き

梧ご

桐と
う

）
高た
か

瀬せ

舟ぶ
ね

（
森も
り

鷗お
う

外が
い

）
明め
い

暗あ
ん

（
夏な
つ

目め

漱そ
う

石せ
き

）

一
九
一
七 

月つ
き

に
吠ほ

え
る
（
萩は
ぎ

原わ
ら

朔さ
く

太た

郎ろ
う

）
和わ

解か
い

（
志し

賀が

直な
お

哉や

）

一
九
一
八 

抒じ
ょ

情じ
ょ
う

小し
ょ
う

曲き
ょ
く

集し
ゅ
う（

室む
ろ

生う

犀さ
い

星せ
い

）
小ち
い

さ
き
者も
の

へ
（
有あ
り

島し
ま

武た
け

郎お

）

一
九
一
九 

友ゆ
う

情じ
ょ
う（

武む

者し
ゃ
の

小こ
う

路じ

実さ
ね

篤あ
つ

）

一
九
二
〇 

杜と

子し

春し
ゅ
ん（

芥あ
く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

）

一
九
二
一 

殉じ
ゅ
ん

情じ
ょ
う

詩し

集し
ゅ
う（

佐さ

藤と
う

春は
る

夫お

）
暗あ
ん

夜や

行こ
う

路ろ

（
志し

賀が

直な
お

哉や

）
愛あ
い

と
認に
ん

識し
き

と
の
出
し
ゅ
っ

発ぱ
つ

（
倉く
ら

田た

百ひ
ゃ
く

三ぞ
う

）
銀ぎ
ん

の
匙さ
じ

（
中な
か

勘か
ん

助す
け

）

一
九
二
二 

冥め
い

途ど

（
内う
ち

田だ

百ひ
ゃ
っ

閒け
ん

）

一
九
二
三 

蠅は
え

（
横よ
こ

光み
つ

利り

一い
ち

）
一い
っ

千せ
ん

一い
ち

秒び
ょ
う

物も
の

語が
た
り（

稲い
な

垣が
き

足た
る

穂ほ

）

一
九
二
四 

春は
る

と
修し
ゅ

羅ら

（
宮み
や

沢ざ
わ

賢け
ん

治じ

）
注
ち
ゅ
う

文も
ん

の
多お
お

い
料
り
ょ
う

理り

店て
ん

（
宮み
や

沢ざ
わ

賢け
ん

治じ

）

一
九
二
五 

月げ
っ

下か

の
一い
ち

群ぐ
ん

（
堀ほ
り

口ぐ
ち

大だ
い

學が
く

）
檸れ
も
ん檬

（
梶か
じ

井い

基も
と

次じ

郎ろ
う

）

02-11-06近代文学史年表.indd   320 2020/02/27   17:35:01

言葉の自習室

313

01-11-10原稿用紙の使い方と推敲　五校

　原
稿
用
紙
の
使
い
方
に
明
確
な
き
ま
り
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
一い

っ

般ぱ
ん

的
な
使
い
方
に
つ
い
て
下
段
に
示
す
。

　文
章
に
磨み

が

き
を
か
け
、
よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
こ
と
を
「
推
敲
」
と

い
う
。
次
に
示
す
観
点
を
参
考
に
し
て
、
推
敲
し
よ
う
。

・
誤
字
や
脱だ

つ

字じ

は
な
い
か
。
言
葉
づ
か
い
は
適
切
か
。

・
漢
字
の
送
り
仮が

名な

や
仮
名
遣づ

か

い
は
正
し
い
か
。

・
文
体
（
常
体
・
敬
体
）
は
統
一
さ
れ
て
い
る
か
。

・
句
読
点
や
か
っ
こ
な
ど
の
符ふ

号ご
う

の
使
い
方
は
適
切
か
。

・
主
語
と
述
語
の
対
応
な
ど
、
文
法
に
誤
り
は
な
い
か
。

・
長
す
ぎ
る
文
は
な
い
か
。
段
落
の
設
け
方
は
適
切
か
。

・
題
名
と
内
容
が
合
っ
て
い
る
か
。

原
稿
用
紙
の
使
い
方

推
敲
の
仕
方

原げ
ん

稿こ
う

用
紙
の
使
い
方
と
推す

い

敲こ
う

④行の先頭に（、）（。）（」 。）がくる場合は,
　前行の最後のマスに入れる。

⑥内容の変わりめで行を変え,新しく段落を
　おこす。段落の初めは1字分あける。

③本文は３行めから,
　１字分あけて書き出す。

⑤縦書きの場合は,原則として
　漢数字を使う。

①
３
〜
５
字
分
あ
け
る
。

②
名
前
は
２
行
め
か
ら
書
く
。

◎
校
正
記
号
の
例

 

順
序
を
入
れ
替
え
る
。

 

字
句
な
ど
を
書
き
加
え
る
。

 

字
句
や
記
号
を
修
正
す
る
。

 

改
行
す
る
。

 

文
を
続
け
る
。

 

文
字
を
下
げ
る
。

 

文
字
を
取
っ
て
詰
め
る
。

つ
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言葉の自習室

305

・・・・5・・・・10・・・・15・

01-11-05伝統芸能へのいざない（落語）　五校

　
落
語
は
伝
統
的
な
話
芸
の
一
つ
で
す
。
滑こ

っ

稽け
い

な
話
の
ほ
か
、
人
情
ば

な
し
、
怪か

い

談だ
ん

ば
な
し
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　
落
語
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
や
人
物
を
設
定
し
、
演
者
が
一
人
で
話

し
ま
す
。
話
は
「
枕ま

く
ら」「

本
文
（
本
題
）」「
落
ち
（
下
げ
）」
な
ど
か
ら

構
成
さ
れ
、
登
場
人
物
の
会
話
が
主
体
の
、
表
情
や
し
ぐ
さ
を
と
も

な
っ
た
芸
と
し
て
展
開
さ
れ
ま
す
。

扇せ
ん

子す

と
手
ぬ
ぐ
い

　
落
語
で
用
い
ら
れ
る
道
具
は
、

主
に
扇
子
と
手
ぬ
ぐ
い
で
す
。
言

葉
と
し
ぐ
さ
と
に
よ
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
も
の
に
変
わ
り
ま
す
。

伝
統
芸
能
へ
の
い
ざ
な
い

　落
語

　
次
の
小
ば
な
し
を
、
話
し
方
や
身み

振ぶ

り
を
工く

夫ふ
う

し
な
が
ら
、
演
じ
て

み
ま
し
ょ
う
。

「
花
の
お
江え

戸ど

と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
い
わ
れ
か
ね
。」

「
花
は
賑に

ぎ

や
か
、
江
戸
も
賑
や
か
。
ど
ち
ら
も
盛さ

か

り
だ
か
ら
さ
。」

「
な
る
ほ
ど
、
お
ま
え
は
も
の
知
り
だ
ね
え
。」

「
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
何
で
も
聞
き
に
お
い
で
。」

「
そ
ん
な
ら
、
お
江
戸
八
百
八
町
と
は
何
の
こ
と
だ
い
。
江
戸
の

町
は
八
百
や
千
な
ん
て
も
の
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
。」

「
あ
れ
か
。
あ
れ
は
な
、
江
戸
中
で
毎
日
、
八
百
八
丁
の
豆と

う

腐ふ

が

売
れ
る
か
ら
よ
。
お
江
戸
八
百
八
丁
っ
て
こ
と
よ
。」

　「
町
」（
町
の
数
）
と
「
丁
」（
豆
腐
の
数
）
の
し
ゃ
れ
を
「
落
ち
」

に
し
て
い
ま
す
。

声
に
出
し
て
落
語
を
楽
し
も
う

扇子は筆に，手ぬぐいは紙
になる。（三

さん

遊
ゆう

亭
てい

円
えん

窓
そう

）

扇子は箸
はし

になる。
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ふしぎ

15

・・・・5・・

01-01-01ふしぎ　三校

わ
た
し
は
ふ
し
ぎ
で
た
ま
ら
な
い
、

た
れ
も
い
じ
ら
ぬ
夕
顔
が
、

ひ
と
り
で
ぱ
ら
り
と
開
く
の
が
。

わ
た
し
は
ふ
し
ぎ
で
た
ま
ら
な
い
、

た
れ
に
き
い
て
も
わ
ら
っ
て
て
、

あ
た
り
ま
え
だ
、
と
い
う
こ
と
が
。

た
れ
も
　
誰だ

れ

も
。

金
子
み
す
［ゞ
一
九
〇
三
─
一
九
三
〇
］

山
口
県
に
生
ま
れ
た
。
詩
人
。

　作
品
に
『
大
漁
』『
あ
し
た
』『
星
と
た
ん
ぽ
ぽ
』『
わ

た
し
と
小
鳥
と
す
ず
と
』
な
ど
が
あ
る
。

《
出
典
》『
わ
た
し
と
小
鳥
と
す
ず
と
』
に
よ
っ
た
。
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14

・・・・5・・・

01-01-01ふしぎ　三校

ふ
し
ぎ

金か
ね

子こ

み
す
ゞ

︵
ず
︶

わ
た
し
は
ふ
し
ぎ
で
た
ま
ら
な
い
、

黒
い
雲
か
ら
ふ
る
雨
が
、

銀
に
ひ
か
っ
て
い
る
こ
と
が
。

わ
た
し
は
ふ
し
ぎ
で
た
ま
ら
な
い
、

青
い
く
わ
の
葉
た
べ
て
い
る
、

か
い
こ
が
白
く
な
る
こ
と
が
。

く
わ

　
ク
ワ
科
の
落
葉
高
木
。
葉

は
、
蚕か

い
この

餌え
さ

に
な
る
。
花
が

咲さ

い
た
あ
と
に
、
濃こ

い
紫

む
ら
さ
き

色
の
甘あ

ま

い
実
が
で
き
る
。

か
い
こ

　
蚕
。
カ
イ
コ
ガ
の
幼
虫
。

体
長
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
白
い
イ
モ
ム
シ
。
く
わ

の
葉
を
食
べ
る
。
蚕
が
作
る

繭ま
ゆ

か
ら
、
絹
糸
を
取
る
。
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01-02-01自分の脳を知っていますか　六校

　
説
明
的
な
文
章
を
構
成
す
る
段
落
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
役
割
が
あ

り
ま
す
。
文
章
の
内
容
を
正
確
に
読
み
取
る
に
は
、
そ
の
段
落
の

役
割
を
意
識
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

○
文
章
の
中
心
的
な
部
分

　
・
事
実
や
根
拠
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
な
っ
た
部
分

　
・
筆
者
の
意
見
や
主
張
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
　
な
ど

○
文
章
の
付
加
的
な
部
分

　
・
前
置
き
の
部
分
　
　
・
詳く
わ

し
く
説
明
し
て
い
る
部
分

　
・
例
や
事
実
の
部
分
　
・
理
由
や
根
拠
の
部
分

　
・
補
足
の
部
分
　
な
ど

　
筆
者
は
話
題
や
根
拠
に
応
じ
て
段
落
の
役
割
を
生
か
し
な
が
ら
、

説
明
の
順
序
や
進
め
方
を
工く

夫ふ
う

し
て
い
ま
す
。

　
文
章
の
全
体
、
ま
た
は
部
分
を
短
く
ま
と
め
る
こ
と
を
要
約
と

い
い
ま
す
。
目
的
に
応
じ
て
、
本
文
の
中
の
必
要
な
情
報
に
着
目

し
て
要
約
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
ま
た
、
文
章
で
取
り
上
げ
て
い
る
内
容
の
中
心
と
な
る
大
事
な

と
こ
ろ
や
、
書
き
手
の
考
え
の
中
心
と
な
る
内
容
を
要よ

う

旨し

と
い
い

ま
す
。

こ
う
読
み
深
め
よ
う

　
小
学
校
で
、
皆み

な

さ
ん
は
た
く
さ
ん
の
説
明
的
な
文
章
を
読
ん
で

き
た
と
思
い
ま
す
。

　
説
明
的
な
文
章
の
多
く
は
、
序
論
︵
始
め
︶・
本
論
︵
中
︶・
結

論
︵
終
わ
り
︶
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
序
論
⋮
⋮ 

話
題
を
提
示
し
た
り
、
疑
問
の
形
で
問
題
提
起
が
行

わ
れ
た
り
し
ま
す
。

　
本
論
⋮
⋮ 

結
論
に
つ
な
が
る
事
例
を
示
し
た
り
、
説
明
を
加
え

た
り
す
る
こ
と
で
、
読
み
手
を
説
得
す
る
た
め
の
根こ
ん

拠き
ょ

が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
結
論
⋮
⋮ 

筆
者
の
考
え
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。
読
者
へ
の
投
げ

か
け
や
行
動
を
促う
な
がす

た
め
の
﹁
主
張
﹂
が
述
べ
ら
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
、
こ
の
こ
と
を
基
本
の
型
と
し
て
、
振
り
返
り
ま
し
ょ
う
。

読
み
の
扉と

び
らを

開
く

自
分
の
脳
を
知
っ
て
い
ま
す
か

文
章
の
構
成
を
捉と

ら

え
る

学び
ナビ
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▲ １年Ｐ 286
『銀のしずく降る降る』

▲ ２年Ｐ 320『近代文学史年表』

▲ １年Ｐ 305『伝統芸能へのいざない　落語』

▲ １年Ｐ 313
『原稿用紙の使い方と推敲』

▲ １年Ｐ 14『ふしぎ』

▲ １年Ｐ 32『自分の脳を知っていますか』

➡
Ｐ
14
・
16

ふしぎ

15

・・・・5・・

01-01-01ふしぎ　三校

わ
た
し
は
ふ
し
ぎ
で
た
ま
ら
な
い
、

た
れ
も
い
じ
ら
ぬ
夕
顔
が
、

ひ
と
り
で
ぱ
ら
り
と
開
く
の
が
。

わ
た
し
は
ふ
し
ぎ
で
た
ま
ら
な
い
、

た
れ
に
き
い
て
も
わ
ら
っ
て
て
、

あ
た
り
ま
え
だ
、
と
い
う
こ
と
が
。

た
れ
も
　
誰だ

れ

も
。

金
子
み
す
［ゞ
一
九
〇
三
─
一
九
三
〇
］

山
口
県
に
生
ま
れ
た
。
詩
人
。

　作
品
に
『
大
漁
』『
あ
し
た
』『
星
と
た
ん
ぽ
ぽ
』『
わ

た
し
と
小
鳥
と
す
ず
と
』
な
ど
が
あ
る
。

《
出
典
》『
わ
た
し
と
小
鳥
と
す
ず
と
』
に
よ
っ
た
。
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１年巻頭では，多くの小学校国語教科書で取り上げ
られている，金子みすゞの詩を掲載

１
年
生
の
教
材
は
，
小
学
校
で
の
学

習
を
踏
ま
え
て
作
成

➡︎

⬅︎


