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は
じ
め
に

　

小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
の
中
に
「
読
む
活
動

を
広
げ
る
た
め
に
は
、
目
的
に
応
じ
て
、
音
読
や
黙

読
、
速
読
や
比
べ
読
み
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
方

を
適
宜
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　

そ
の
中
の
「
比
べ
読
み
」
の
実
践
に
つ
い
て
述
べ

て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
比
べ
読
む
た
め
に
、
ど
ん
な
作
品
を
教
材

と
し
て
選
ぶ
の
か
で
あ
る
が
、
例
と
し
て
、
次
の
よ

う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

・
同
じ
作
者
で
題
材
（
話
題
）
の
違
う
作
品

・
違
う
作
者
で
題
材
が
同
じ
よ
う
な
作
品

・�

違
う
文
種
で
題
材
が
同
じ
よ
う
な
作
品
な
ど
で

あ
る
。

　

さ
て
、本
教
材
「
海
の
い
の
ち
」（
東
京
書
籍
）
は
、

作
家
の
立
松
和
平
の
作
品
で
、「
人
と
自
然
と
の
共

生
・
一
体
化
」
に
つ
い
て
訴
え
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
同
じ
立
松
氏
の
作
品
に
、「
山
の
い

の
ち
」（
ポ
プ
ラ
社
、
一
九
九
〇
年
刊
）
が
あ
り
、

こ
の
作
品
も
自
然
と
人
間
と
の
共
生
を
主
題
に
し
て

い
る
。
取
り
あ
げ
て
い
る
海
と
山
の
自
然
や
生
き
物

に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
作
者
の
訴
え
は
共
通
し
て

い
る
。

　

そ
こ
で
、「
山
の
い
の
ち
」
を
副
教
材
と
し
、
表

現
の
細
部
に
着
目
し
な
が
ら
類
似
点
や
相
違
点
を
比

べ
読
む
こ
と
に
よ
り
、
主
題
に
対
す
る
考
え
を
深
め

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

一　

授
業
の
ポ
イ
ン
ト

　

比
べ
読
み
を
通
し
て
物
語
文
の
確
か
な
読
み
の
力

を
育
て
る
本
授
業
実
践
の
ポ
イ
ン
ト
を
次
の
よ
う
に

考
え
た
。

（
一
）
比
べ
読
み
の
視
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

（�

二
）�

二
教
材
「
主
教
材
『
海
の
い
の
ち
』
と
副
教

材
『
山
の
い
の
ち
』」
を
比
べ
読
み
、
作
品
の

読
み
を
深
め
る
。

二　

授
業
の
実
際

単
元
目
標　

○　

主
題
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
、
人
物
の
生
き
方

　

や
考
え
方
に
つ
い
て
興
味
・
関
心
を
も
つ
。

・�

表
現
の
細
部
に
着
目
し
、
比
べ
読
み
を
通
し
て
人

物
の
心
情
を
的
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

・�

主
題
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
を
理
由
や
根
拠
を
明

ら
か
に
し
て
話
し
た
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
一
）
比
べ
読
み
の
視
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

比
べ
読
み
の
視
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
下

表
の
よ
う
な
「
比
べ

読
み
ガ
イ
ド
カ
ー

ド
」
を
作
成
し
た
。

　

こ
の
カ
ー
ド
に
、

「
比
べ
読
み
の
ポ
イ

ン
ト
」
を
示
し
た
こ

と
で
、
二
教
材
「
海

の
い
の
ち
」
と
「
山

比
べ
読
み
ガ
イ
ド
カ
ー
ド

☆
い
の
ち
の
何
を
ど
の
よ
う
に

　

比
べ
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。

〈比べ読みのポイント〉

比べる視点①　あらすじ
比べる視点②　人物の人柄
比べる視点③　書きぶり

〈
比
べ
読
む
方
法
〉

○
情
景
描
写
や
心
情
描

画
に
着
目
し
て
、
人

物
の
心
・
考
え
方
・
生

き
方
を
読
み
取
る
。

〈
比
べ
る
言
葉
〉

○
海
と
山
の
「
め
ぐ
み
」

「
生
き
方
」「
い
の
ち
」
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む
ら
か
わ　

け
い
こ　

大
阪
市
小
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部

の
研
究
委
員
。
い
ろ
い
ろ
な
研
究
会
で
、
授
業
や
発
表
の
機

会
を
得
、
情
熱
を
も
っ
て
国
語
教
育
に
力
を
注
い
で
い
ま
す
。

現
任
校
で
は
、
表
現
力
の
育
成
を
全
校
の
研
究
テ
ー
マ
に
し

て
研
究
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
人
物
像
を
通
し
て
、
海
あ
る
い
は

山
の
「
め
ぐ
み
、
い
の
ち
」
に
つ
い
て
類
似
点
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
同
時
に
、
作
者
立
松
和

平
の
自
然
に
対
す
る
思
い
に
、
よ
り
広
く
よ
り
深
く

迫
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

比
べ
読
ん
だ
「
海
の
い
の
ち
」
と
「
山
の
い
の
ち
」

を
関
連
づ
け
な
が
ら
主
題
に
つ
い
て
、
深
ま
っ
た
自

分
の
考
え
を
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

　

言
葉
に
着
目
し
て
二
教
材
の
比
べ
読
み
を
す
る
こ

と
で
、共
通
す
る
主
題
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

と
同
時
に
、「
海
の
い
の
ち
」
と
「
山
の
い
の
ち
」

を
関
連
づ
け
、「
自
然
」
に
向
き
合
う
人
間
の
生
き

方
に
つ
い
て
、
立
松
氏
の
強
い
思
い
を
と
ら
え
る
こ

と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
児
童
は
身
近
に
あ
る
問
題

に
も
目
を
向
け
、
自
然
に
対
す
る
自
分
の
思
い
や
考

え
も
書
く
こ
と
が
で
き
た
。

お
わ
り
に

　

本
実
践
を
通
し
て
、
児
童
は
比
べ
読
み
を
す
る
こ

と
で
、
物
語
文
を
読
む
こ
と
の
楽
し
さ
を
味
わ
う
と

と
も
に
、
二
教
材
に
共
通
す
る
主
題
を
と
ら
え
、
考

え
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

C1�　
「
海
の
め
ぐ
み
」
に
つ
い
て
、
お
と
う
は
、

自
分
の
実
力
で
は
な
く
海
か
ら
与
え
ら
れ
て
い

る
あ
た
り
ま
え
の
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

C2�　

そ
し
て
、
授
か
っ
た
物
だ
か
ら
大
切
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

C3�　
「
山
の
い
の
ち
」
に
も
、「
め
ぐ
み
」
に
人
物

が
感
謝
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
山
に
い
れ
ば
食
べ
る
も

の
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
食
べ
る
の
は
小
さ
い

い
の
ち
だ
。
虫
を
魚
が
食
べ
て
、
そ
の
魚
を
イ

タ
チ
や
人
間
が
食
べ
る
」と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

C4�　

山
の
お
か
げ
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
言
い
た

か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

○
私
は
、
立
松
さ
ん
の
言
い
た
い
こ
と
は
「
自
然

を
大
切
に
」
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

最
近
、
山
で
は
木
が
切
り
倒
さ
れ
、
海
で
は
魚

を
と
り
ほ
う
だ
い
。そ
の
た
め
、自
然
が
な
く
な
っ

て
い
っ
て
い
ま
す
。
自
然
は
一
つ
一
つ
が
「
い
の

ち
」
で
、
一
つ
の
「
い
の
ち
」
が
消
え
た
ら
全
て

が
な
く
な
り
、
人
工
的
に
は
つ
く
り
だ
せ
な
い
も

の
。
つ
ま
り
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

と
和
平
さ
ん
は
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ

以
上
自
然
を
な
く
し
て
は
い
け
な
い
。
自
然
を
い

つ
く
し
み
、
大
切
に
し
て
ほ
し
い
と
読
者
に
伝
え

た
い
の
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

○
立
松
さ
ん
は
、「
自
然
」「
め
ぐ
み
」
を
大
切
に

し
よ
う
と
、
こ
の
二
つ
の
物
語
を
通
し
て
訴
え
て

い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
た
ち
人
間
は
都
合
の
い
い
よ
う
に
、
木
を
切

り
倒
し
山
を
ゴ
ル
フ
場
に
し
た
り
、
海
の
魚
を
と

り
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
、
自
然
を
は
か
い
し

て
い
ま
す
。

　

私
は
「
山
と
海
の
い
の
ち
」
で
、
ど
ん
な
に
小

さ
な
い
の
ち
で
も
大
切
な
め
ぐ
み
だ
と
い
う
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
人
間
は
他
の
生
き
物

の
め
ぐ
み
に
も
な
れ
ず
生
き
て
い
る
こ
と
も
知
り

ま
し
た
。
和
平
さ
ん
か
ら
自
然
の
め
ぐ
み
に
感
謝

す
る
気
持
ち
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

教
え
ら
れ
ま
し
た
。

の
い
の
ち
」
の
比
べ
読
み
の
視
点
を
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

　

ま
た
、
比
べ
読
み
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
比

べ
る
言
葉
」
や
「
比
べ
る
方
法
」
を
話
し
合
い
、
何

（
人
物
の
心
情
や
生
き
方
・
考
え
方
）
を
、
ど
の
よ

う
に
（
情
景
描
写
や
心
情
描
写
に
着
目
し
て
）
読
み

取
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

（�

二
）�

二
教
材
「
主
教
材
『
海
の
い
の
ち
』
と
副
教

材
『
山
の
い
の
ち
』」
を
比
べ
読
み
、
作
品
の

読
み
を
深
め
る
。

　

情
景
描
写
や
心
情
描
写
に
着
目
し
て
読
み
取
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
登
場
す
る
人
物
の
生
き
方
や
考
え
方
が

似
て
い
る
所
や
違
う
と
こ
ろ
を
比
べ
な
が
ら
交
流
し

た
。




