
『
小
学
生
の
国
語
』の
こ
ん
な
工
夫
、あ
ん
な
工
夫

わ
か
り
や
す
い
！
角
書
き
・
小
見
出
し
・
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
・「
覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
」
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ふ
つ
う
の
お
だ
や
か
な
人
が
ら
の
人
だ
っ
た
。

　病
人
に
は
親
切
で
、
そ
の
心
は
い
つ
も
愛
に
満
ち
て
い
た
。

　か
れ
の
医
学
は
、
当
時
ふ
つ
う
の
医
学
だ
っ
た
漢か

ん

方ぽ
う

で
は
な
く
、
世
間
で
も
め
ず
ら
し
い
と
さ
れ
て
い
た
オ

ラ
ン
ダ
医
学
（
蘭ら

ん

方ぽ
う

）
だ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
、
洪
庵
の

よ
う
な
医
者
は
、
蘭
方
医
と
よ
ば
れ
て
い
た
。

　変
人
で
こ
そ
な
か
っ
た
が
、
蘭
方
な
ど
を
や
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
、
近
所
の
人
た
ち
か
ら
、

「
変
わ
っ
た
お
人
や
な

と
思
わ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
つ
い
で
な
が
ら
、

洪
庵
は
大お

お

坂さ
か

（
今
の
大お

お

阪さ
か

市
）
に
住
ん
で
い
た
。
な
に

し
ろ
洪
庵
は
、
日
常
、
人
々
に
と
っ
て
見
慣
れ
な
い
横

文
字
（
オ
ラ
ン
ダ
語
）
の
本
を
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

い
っ
ぱ
ん
の
人
か
ら
見
れ
ば
、
常
人
の
よ
う
に
は
思
わ

れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
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人
物
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
よ
う

　洪こ
う

庵あ
ん

の
た
い
ま
つ
　
　 司し

馬ば

　遼
り
ょ
う

太た

郎ろ
う

　文

井い

筒づ
つ

　啓ひ
ろ

之ゆ
き

　絵

　世
の
た
め
に
つ
く
し
た
人
の
一
生
ほ
ど
、
美
し
い
も
の
は
な
い
。

　こ
こ
で
は
、
特
に
美
し
い
生
が
い
を
送
っ
た
人
に
つ
い
て
語
り
た
い
。

　緒お

方が
た

洪こ
う

庵あ
ん

の
こ
と
で
あ
る
。

　こ
の
人
は
、
江え

戸ど

末
期
に
生
ま
れ
た
。

　医
者
で
あ
っ
た
。

　か
れ
は
、
名な

を
求
め
ず
、
利
を
求
め
な
か
っ
た
。

　あ
ふ
れ
る
ほ
ど
の
実
力
が
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
他
人
の
た
め
に
生
き
続
け
た
。
そ
う
い

う
生
が
い
は
、
は
る
か
な
山
河
の
よ
う
に
、
実
に
美
し
く
思
え
る
の
で
あ
る
。

　と
い
っ
て
、
洪
庵
は
変
人
で
は
な
か
っ
た
。
ど
の
村
や
ど
の
町
内
に
も
い
そ
う
な
、
ご
く

5

★
と
い
っ
て
9
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3
　題
名
に
つ
い
て
考
え
る

　作
者
は
、
こ
の
文
章
に
、
ど
う
し
て
「
洪
庵
の
た
い

ま
つ
」
と
い
う
題
名
を
つ
け
た
と
思
い
ま
す
か
。
気
づ

い
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
を
発
表
し
ま
し
ょ
う
。

伝
記
を
読
む

　実
際
に
い
た
人
物
に
つ
い
て
、
そ
の
生
が
い
に
お
け
る
行
動

や
考
え
方
な
ど
を
書
い
た
文
章
を
「
伝
記
」
と
い
い
ま
す
。
伝

記
を
読
む
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
方
や
考
え
方
を
知
る
こ

と
に
つ
な
が
り
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
、
見
つ
め
た
り
す

る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。

雪
の
写
真
家
ベ
ン
ト
レ
ー

ジ
ャ
ク
リ
ー
ン
＝

ブ
リ
ッ
グ
ズ
＝

マ
ー
テ
ィ
ン

　作

メ
ア
リ
ー
＝

ア
ゼ
ア
リ
ア
ン

　絵

千ち

葉ば

茂し
げ

樹き

　や
く

● 

ベ
ン
ト
レ
ー
は
、
雪
の
結
し
ょ
う

の
ス
ケ
ッ
チ
を
続
け
ま
し
た
。

福ふ
く

沢ざ
わ

諭ゆ

吉き
ち

高た
か

山や
ま

毅
つ
よ
し

　文

● 

諭
吉
は
洪
庵
の
教
え
を
守

り
、
人
々
の
幸
福
の
た
め

に
力
を
つ
く
し
ま
し
た
。

レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン

ジ
ン
ジ
ャ
ー
＝

ワ
ズ
ワ
ー
ス

　文

上か
み

遠と
お

恵け
い

子こ

　や
く

● 

地
球
環か

ん

境
き
ょ
う

の
ほ
護
を
う
っ

た
え
、
地
球
の
恩
人
と
よ

ば
れ
て
い
る
科
学
者
で
す
。

　文
章
の
中
に
は
、「
た
い
ま

つ
」
と
い
う
言
葉
が
二
つ
あ
る

ね
。
ど
ん
な
意
味
で
使
わ
れ
て

い
る
ん
だ
ろ
う
。
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1
　感
想
を
発
表
す
る

　「
洪こ
う

庵あ
ん

の
た
い
ま
つ
」
を
読
ん
で
、
い
ち
ば
ん
心
が

ひ
か
れ
た
と
こ
ろ
は
ど
こ
で
す
か
。
発
表
し
ま
し
ょ
う
。

2
　人
物
の
生
き
方
を
ま
と
め
る

（
１
）
こ
の
文
章
は
、
次
の
よ
う
な「
時
代
」ご
と
に
分
け

て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の「
時
代
」の
緒お

方が
た

洪
庵
の
行
動
や
考
え
方
な
ど
を
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

①
少
年
時
代

　
　
　
　②
江
戸
の
時
代

③
長
崎
の
時
代

　
　
　④
適
塾
の
時
代

（
２
）
作
者
は
、
緒
方
洪
庵
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
人

物
で
あ
る
と
書
い
て
い
ま
す
か
。
ま
た
、
そ
の
こ
と

は
、
洪
庵
の
生
き
方
の
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
表
れ

て
い
ま
す
か
。
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

（
３
）
あ
な
た
は
、
洪
庵
の
生
き
方
に
つ
い
て
ど
う
思
い

ま
す
か
。
自
分
の
考
え
を
発
表
し
ま
し
ょ
う
。
そ
し

て
、
友
だ
ち
の
考
え
と
自
分
の
考
え
と
を
く
ら
べ
、

気
づ
い
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
話
し
合
い
ま
し
ょ

う
。

人
物
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
よ
う

　洪
庵
と
わ
た
し
が
違
う
と
こ
ろ

は
、

　
　
　
　
　
　
　
　と
い
う

と
こ
ろ
で
す
。

　な
ぜ
な
ら
…
…
。

　洪
庵
は

　
　
　
　
　
　
　な
人

だ
と
思
い
ま
す
。

　そ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　と

い
う
と
こ
ろ
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

意
見
に
説
得
力
を
持
た
せ
る

２
　ど
ん
な
事
実
を
、
ど
の
よ
う
に
示
す
か
が
、
説
得
力
の
あ
る

意
見
文
の
決
め
手
と
な
り
ま
す
。
次
の
よ
う
な
観
点
で
必
要
な

情
報
を
集
め
て
付
せ
ん
や
カ
ー
ド
に
書
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

◆ 

自
分
の
経
験
に
も
と
づ
く
こ
と

◆ 

今
ま
で
に
わ
か
っ
て
い
る
こ
と

◆ 

調
べ
て
新
た
に
わ
か
っ
た
こ
と

◆ 

専
門
家
の
意
見

　取
り
上
げ
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
ど
こ
で
見
た
か
、
だ
れ
に

聞
い
た
か
、
ど
ん
な
資
料
に
書
い
て
あ
っ
た
か
な
ど
を
は
っ
き

り
と
示
す
こ
と
で
、
情
報
の
確
か
さ
が
増
し
、
説
得
力
が
高
ま

り
ま
す
。

【自分の経験にもとづくこと】

・ごみのうめ立て処分場を見た。

ごみの量がとても多かった。

・なるべく物を買わずに，持っ

ている物を長く使っている。

・広告の裏紙を使っている。

・ごみを分別して，リサイクル

に出している。

・おもちゃや自転車をいとこに

使ってもらっている。

・学校では，紙をリサイクルに

出している。

【調べて新たにわかったこと】

・日本国内では，一日におよそ，

14万トンのごみが出ている。

　（『こども環
かん

境
きょう

白書2009』より）

【今までにわかっていること】

・うめ立て処分場が不足してい

る。

・ごみの不法投きが起こってい

る。

　ご
み
を
減
ら
す
た
め
に
、
一
人
一
人
が
生
活
の

中
で
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
が
大
切
だ
。
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161　説得力のある意見

自
分
の
意
見
を
明
確
に
し
て
書
こ
う

　説
得
力
の
あ
る
意
見

　日
々
の
生
活
や
学
習
の
中
で
、
関
心
の
あ
る
事
が
ら
に
つ
い

て
、
自
分
の
意
見
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う

な
意
見
は
、
文
章
に
書
い
て
先
生
や
友
達
に
伝
え
る
こ
と
で
、

よ
り
深
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

　自
分
の
意
見
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
が
必
要
な
の
か
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

意
見
の
中
心
を
明
確
に
す
る

１
　伝
え
た
い
意
見
を
ま
ず
一
文
で
書
き
表
し
ま
し
ょ
う
。

意
見
の
中
心
を
明
確
に
す
る

１

意
見
に
説
得
力
を
持
た
せ
る

２

効
果
的
な
組
み
立
て
を
考
え
る

３

読
み
手
に
伝
わ
る
よ
う
に
書
く

４

ふ
り
返
る

５
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5
年「
洪
庵
の
た
い
ま
つ
」

6
年「
説
得
力
の
あ
る
意
見
」

読
み
手
に
伝
わ
る
よ
う
に
書
く

４
　取
り
上
げ
た
問
題
に
つ
い
て
、
よ
く
知
ら
な
い
人
や
、

自
分
と
は
ち
が
っ
た
意
見
の
人
も
い
る
こ
と
を
考
え
て
、

読
み
手
が
な
っ
と
く
し
た
り
共
感
し
た
り
し
や
す
い
よ

う
に
、
事
実
を
具
体
的
に
書
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

◆ 

人
名
・
地
名
・
数
値
な
ど
は
、
正
確
に
書
く
。

◆ 

文
末
の
表
現
に
気
を
つ
け
て
、
事
実
と
意
見
と
を
書

き
分
け
る
。

◆ 

情
報
を
読
み
手
に
わ
か
り
や
す
く
示
す
た
め
に
、
グ

ラ
フ
や
表
を
効
果
的
に
活
用
す
る
。

　自
分
の
意
見
と
、
意
見
を
支
え
る
事
実
と
が
し
っ
か

り
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
、
確
か
め
ま
し
ょ
う
。

意
見
を
述
べ
る
文
章
を
書
く
と
き

● 

意
見
を
支
え
る
た
め
の
事
実
を
整
理
し
て

示
そ
う
。

● 

事
実
を
く
わ
し
く
書
く
部
分
と
、
自
分
の

意
見
を
ま
と
め
て
書
く
部
分
と
を
区
別
し

よ
う
。

　同
じ
事
実
で
も
、
調
べ
て
わ
か
っ
た
こ
と
と
、
自

分
が
経
験
し
た
こ
と
と
を
書
き
分
け
て
お
こ
う
。
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163　説得力のある意見

２
年
以
降
は
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」の
中
心
的
な
教
材
と「
読
む

こ
と
」の
教
材
全
て
に
、「
覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
」を
設
け
ま
し
た
。
基
礎
的
・
基
本

的
な
言
語
技
能
を
定
着
さ
せ
、他
の
学
習
で
活
用
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

「
角
書
き
」で
、
身
に
つ
け
た
い
力
や
言
語
活
動
の

内
容
を
示
し
、
子
ど
も
た
ち
が
明
確
な
目
標
を

も
っ
て
学
習
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

「小見出し」を立てて，学習の手順
が明確になるようにしました。

３年以降の「話すこと・聞くこと」「書くこと」の中心的な教材では，学習の流れ
を「フローチャート」で示し，見通しをもって学習に取り組めるようにしました。
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一
年
間
で
何
を
学
ぶ
か
が
見
え
る
！
「
○
年
生
で
学
習
す
る
こ
と
」「『
覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
』の
ま
と
め
」

●教科書の冒頭に，「○年生で学習すること」を設けました。
● 領域ごとに学習のねらいと教材名を示し， 
児童自身が１年間の学習の見通しをもてるようにしました。

●教科書の巻末に，「『覚えておきましょう』のまとめ」を設けました。
● 各領域の教材に示した「覚えておきましょう」が一覧できるようにし， 
児童自身が１年間の学習を振り返ることができるようにしました。

書く　　　　　　　読むこと

お
気
に
入
り
の
場
所

☆
☆
☆

●
理
由
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
書
こ
う

新
聞
で
ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
る

☆
☆
☆

●
組
み
立
て
を
く
ふ
う
し
て
書
こ
う

故
事
成
語
の
物
語

☆
☆
☆

●
想
ぞ
う
を
ふ
く
ら
ま
せ
よ
う

二
十
才
の
わ
た
し
へ

☆
☆
☆

●
書
い
た
も
の
を
読
み
合
い
、
考
え
た
こ
と
を
伝
え
合
お
う

白
い
ぼ
う
し
﹇
物
語
﹈

☆
☆
☆

●
様
子
を
思
い
う
か
べ
な
が
ら
音
読
し
よ
う

打
ち
上
げ
花
火
の
ひ
み
つ
﹇
せ
つ
め
い
文
﹈

☆
☆
☆

●
段だ
ん

落ら
く

の
つ
な
が
り
に
気
を
つ
け
て
読
も
う

い
わ
た
く
ん
ち
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
﹇
物
語
﹈

☆
☆
☆

●
場
面
の
う
つ
り
か
わ
り
を
考
え
て
読
も
う

ご
ん
ぎ
つ
ね
﹇
物
語
﹈

☆
☆
☆

●
気
持
ち
の
変へ
ん

化か

を
考
え
な
が
ら
読
も
う

月
の
か
げ
絵
﹇
せ
つ
め
い
文
﹈

☆
☆
☆

●
段
落
の
関か
ん

係け
い

を
と
ら
え
て
読
も
う

じ
ゃ
ん
け
ん
の
仕
組
み
﹇
せ
つ
め
い
文
﹈

☆
☆
☆

●
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
た
し
か
め
よ
う

あ
た
ま
に
つ
ま
っ
た
石
こ
ろ
が
﹇
物
語
﹈

☆
☆
☆

●
人じ
ん

物ぶ
つ

像ぞ
う

を
と
ら
え
て
読
も
う

7　四年生で　学習する　こと

四
年
生
で
学
習
す
る
こ
と

話すこと ･聞くこと　　　　こと

見
通
し
を
持
っ
て
、
学
習
し
よ
う
。

学
習
を
ふ
り
返
っ
て
、
た
し
か
め
よ
う
。

こ
ん
な
こ
と
、
あ
り
ま
せ
ん
か

☆
☆
☆

●
聞
く
人
の
こ
と
を
考
え
て
話
そ
う

落
語

　じ
ゅ
げ
む

☆
☆
☆

●
声
の
出
し
方
を
く
ふ
う
し
よ
う

安
全
に
つ
い
て
考
え
よ
う

☆
☆
☆

●
進
行
に
そ
っ
て
話
し
合
お
う

大
き
く
な
っ
た
ら
な
り
た
い
も
の

☆
☆
☆

●
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
話
そ
う

レ
ポ
ー
タ
ー
に
な
ろ
う

☆
☆
☆

●
事
が
ら
を
整
理
し
て
話
そ
う

お
願
い
や
お
礼
の
手
紙
を
書
こ
う

☆
☆
☆

●
伝
え
た
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
書
こ
う

み
ん
な
の
詩
、
わ
た
し
の
詩

☆
☆
☆

●
感
じ
た
こ
と
を
く
ふ
う
し
て
書
き
表
そ
う

写
真
に
題
名
を
つ
け
よ
う

☆
☆
☆

●
読
み
取
っ
た
こ
と
を
も
と
に
し
て
書
こ
う

6

　人
物
の
行
動
や
会
話
、
色
や
に
お
い
、
音
、
さ
わ
っ
た
感
じ
な
ど
を
表
す
言
葉
に
着
目
し
て
、

場
面
の
様
子
を
思
い
う
か
べ
よ
う
。
文
章
か
ら
思
い
う
か
べ
た
様
子
が
、
聞
い
て
い
る
人
に
つ

た
わ
る
よ
う
に
、
声
の
調
子
や
間
の
取
り
方
を
く
ふ
う
し
て
音
読
し
よ
う
。

●
様
子
を
思
い
う
か
べ
な
が
ら
音
読
し
よ
う

白
い
ぼ
う
し

　文
章
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
大
事
な
言
葉
や
文
を
見
つ
け
、
そ
れ
ら
を
つ
な
い
だ
り
、
書
き
か

え
た
り
し
て
、
文
章
を
要
約
し
よ
う
。

●
段だ
ん

落ら
く

の
つ
な
が
り
に
気
を
つ
け
て
読
も
う

打
ち
上
げ
花
火
の
ひ
み
つ

　場
面
の
う
つ
り
か
わ
り
に
気
を
つ
け
て
読
む
と
、
物
語
の
あ
ら
す
じ
や
、
人
物
の
気
持
ち
の

へ
ん
か
な
ど
が
よ
く
わ
か
る
。
場
所
や
時
間
、
人
物
の
へ
ん
か
な
ど
に
気
を
つ
け
て
、
場
面
の

う
つ
り
か
わ
り
を
た
し
か
め
よ
う
。

●
場
面
の
う
つ
り
か
わ
り
に
気
を
つ
け
て
読
も
う

い
わ
た
く
ん
ち
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

　人
物
の
行
動
や
会
話
な
ど
か
ら
場
面
ご
と
に
気
持
ち
を
読
み
取
り
、
ど
の
よ
う
な
出
来
事
が

き
っ
か
け
で
、
ど
の
よ
う
に
気
持
ち
が
変
わ
っ
た
か
を
考
え
よ
う
。

●
気
持
ち
の
変
化
を
考
え
な
が
ら
読
も
う

ご
ん
ぎ
つ
ね

　段
落
の
は
じ
め
に
あ
る
せ
つ
ぞ
く
語
や
こ
そ
あ
ど
言
葉
に
気
を
つ
け
る
と
、
段
落
と
段
落
の

つ
な
が
り
方
が
よ
く
わ
か
る
。
前
の
段
落
の
内
よ
う
を
ま
と
め
る
、
く
わ
し
く
説
明
す
る
、
例

を
し
め
す
、
つ
け
加
え
る
な
ど
の
つ
な
が
り
方
が
あ
る
。

●
段
落
の
関
係
を
と
ら
え
て
読
も
う

月
の
か
げ
絵

　物
事
の
仕
組
み
に
つ
い
て
説
明
し
た
文
章
を
読
む
と
き
に
は
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
、
な

ぜ
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
よ
う
。
書
か
れ
て
い
る
内
よ
う
に
つ
い
て
自
分
で
た
し
か
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
は
っ
き
り
と
わ
か
る
こ
と
が
あ
る
。

●
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
た
し
か
め
よ
う

じ
ゃ
ん
け
ん
の
仕
組
み

　人
物
像
は
、
そ
の
人
物
の
行
動
や
会
話
、
気
持
ち
、
他
の
人
物
と
の
関
係
な
ど
か
ら
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
人
物
像
を
と
ら
え
る
と
、
人
物
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
、
作
品
の
読
み
が

深
ま
る
。

●
人じ
ん

物ぶ
つ

像ぞ
う

を
と
ら
え
て
読
も
う

あ
た
ま
に
つ
ま
っ
た
石
こ
ろ
が

読むこと

231　「覚えておきましょう」のまとめ

「
覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
」
の
ま
と
め

学
習
し
た
こ
と
が
、
き
ち
ん
と
身
に
つ
い
た
か
な
？

他
の
学
習
や
生
活
の
中
で
、
生
か
し
て
い
こ
う
。

　話
が
つ
た
わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
聞
い
て
い
る
人
の
様
子
を
見
な
が
ら
話
そ
う
。
聞
い
て

い
る
人
に
考
え
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
間
を
取
ろ
う
。

●
聞
く
人
の
こ
と
を
考
え
て
話
そ
う

こ
ん
な
こ
と
、
あ
り
ま
せ
ん
か

　司
会
者
は
、
話
し
合
い
の
目
的
を
考
え
て
、
み
ん
な
が
意
見
を
出
し
や
す
い
よ
う
に
進
行
し

よ
う
。

　参
加
す
る
人
は
、
他
の
人
の
考
え
を
よ
く
聞
い
て
発
言
し
、
会
議
の
進
行
に
き
ょ
う
力
し
よ
う
。

●
進
行
に
そ
っ
て
話
し
合
お
う

安
全
に
つ
い
て
考
え
よ
う

　整
理
し
た
こ
と
が
わ
か
り
や
す
く
伝
わ
る
よ
う
に
、
何
に
つ
い
て
話
す
か
を
先
に
し
め
し
た

り
、
話
す
内
よ
う
に
関
わ
る
図
な
ど
を
し
め
し
た
り
し
よ
う
。

●
事
が
ら
を
整
理
し
て
話
そ
う

レ
ポ
ー
タ
ー
に
な
ろ
う

　心
が
動
い
た
出
来
事
が
く
わ
し
く
伝
わ
る
よ
う
に
、
音
や
様
子
を
表
す
言
葉
を
使
っ
て
、
く

ふ
う
し
て
書
こ
う
。
声
に
出
し
て
読
ん
だ
と
き
の
リ
ズ
ム
に
気
を
つ
け
よ
う
。

●
感
じ
た
こ
と
を
く
ふ
う
し
て
書
き
表
そ
う

み
ん
な
の
詩
、
わ
た
し
の
詩

　出
来
事
が
正
か
く
に
伝
わ
る
よ
う
に
、「
い
つ
」「
ど
こ
で
」「
だ
れ
が
」「
何
を
」「
ど
う
し

た
」
を
落
と
さ
ず
に
書
こ
う
。
出
来
事
の
様
子
や
伝
え
た
い
こ
と
が
は
っ
き
り
わ
か
る
よ
う
に
、

文
章
の
ま
と
ま
り
に
注
意
し
よ
う
。

●
組
み
立
て
を
く
ふ
う
し
て
書
こ
う

新
聞
で
ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
る

話すこと・聞くこと書くこと

230

4
年「
四
年
生
で
学
習
す
る
こ
と
」

4
年「『
覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
』の
ま
と
め
」
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読
み
や
す
い
！
見
開
き
始
ま
り
の
教
材
構
成

学
び
や
す
い
！
本
づ
く
り
の
工
夫

●見開きの一覧性を生かし，全ての教材が偶数ページ（見開きの右ページ）から始まるように
しています。
●「読むこと」の教材，とりわけ物語教材では，見開き単位での場面展開を重視し，スムーズな
学習を支援する児童に優しいページ構成を実現しました。

●
点
画
等
を
書
き
文
字
に
近
づ
け
、学
び
や
す
く
読
み
や
す
い
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
教
科
書
体
活
字
を
開
発
し
ま
し
た
。

●
カ
ラ
ー
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
観
点
か
ら
、
識
別
し
に
く
い
配
色

は
避
け
、形
や
記
号
・
罫
線
な
ど
の
工
夫
を
凝
ら
し
、誰
で
も
抵
抗

な
く
読
め
る
よ
う
に
配
慮
し
ま
し
た
。

●
辞
書
づ
く
り
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
し
、
独
自
の
本
文
用
紙
を
開
発
し

ま
し
た
。
薄
く
て
軽
く
、
耐
久
性
に
富
ん
だ
本
文
用
紙
と
な
っ
て
い

ま
す
。

73　

5

　ち
づ
こ
さ
ん
と
か
よ
ち
ゃ
ん
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
学
徒
動
員
の
作
業
に
出
か

け
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
は
、
中
学
生
や
高
校
生
も
、
戦
争
の
お
て
つ
だ
い
の
た
め

に
、
は
た
ら
か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

　暑
い
朝
で
し
た
。

「
行
っ
て
き
ま
あ
す

　二
人
は
、
え
が
お
で
両
親
と
妹
た
ち
に
手
を
ふ
っ
て
、
家
を
出
て
い
き
ま
し
た
。

★
え
が
お

72

510

　こ
の
こ
ろ
、
日
本
は
戦
争
を
し
て
い
て
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
大
き
な
町
は
、
空

か
ら
ば
く
げ
き
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
広
島
の
町
に
も
、
そ
ろ
そ
ろ
空
し
ゅ
う
が

く
る
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
た
の
で
、
ち
づ
こ
さ
ん
の
家
族
は
、
い
な
か
の
親
せ

き
の
お
う
ち
に
引
っ
こ
し
を
し
よ
う
と
、
じ
ゅ
ん
び
中
で
し
た
。

　い
つ
か
広
島
に
も
ど
っ
て
こ
よ
う
。
で
も
、
そ
の
と
き
に
、
こ
の
お
う
ち
は
焼

け
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　そ
こ
で
、
荷
物
を
運
び
出
し
、
が
ら
ん
と
な
っ
た
お
う
ち
に
写
真
館
の
人
を
よ

ん
で
、
家
族
全
員
の
写
真
を
と
っ
た
の
で
す
。
八
月
は
じ
め
の
こ
と
で
し
た
。

「
ほ
ら
ほ
ら
、
な
ら
び
ん
さ
い
よ
う
。
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
に
と
っ
た
げ
る
け
え
ね
え
。

せ
え
、
の
お
、
で
え

　シ
ャ
キ
ン
！

　八
月
六
日
の
朝
。

71　いわたくんちのおばあちゃん

510

　こ
の
古
い
写
真
を
見
て
く
だ
さ
い
。

　お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
と
、
な
か
の
良
い
四
人
の
姉し

妹ま
い

が
写
っ
て
い
ま
す
。

　右
は
じ
が
、
ち
づ
こ
さ
ん
。
ち
づ
こ
さ
ん
は
、

ず
っ
と
お
ば
あ
さ
ん
だ
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん

で
す
よ
。
こ
の
こ
ろ
は
十
六
才
の
高
校
生
。
ち

い
ち
ゃ
ん
と
よ
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
し
っ
か
り

者
の
お
姉
ち
ゃ
ん
で
す
。
そ
の
と
な
り
が
、
す

ぐ
下
の
妹
、
中
学
生
の
か
よ
ち
ゃ
ん
。
明
る
く

て
元
気
な
女
の
子
で
す
。
左
は
じ
に
い
る
の
が
、

六
才
の
ひ
ろ
ち
ゃ
ん
。
小
学
校
に
入
る
の
を
、

楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
お
母
さ

ん
に
だ
っ
こ
さ
れ
て
い
る
の
が
、
す
え
っ
子
の

き
み
ち
ゃ
ん
。
こ
の
と
き
、
ま
だ
三
才
で
す
。

70

510

　そ
れ
は
、
こ
の
前
の
「
平
和
学
習
」
の
時
間

│
。

　ぼ
く
た
ち
の
小
学
校
は
、
広
島
の
町ま

ち

中な
か

に
あ
っ
て
、
教
室
の
ま
ど
か
ら
原
ば
く

ド
ー
ム
が
見
え
る
。
原
ば
く
が
ば
く
発
し
た
所
か
ら
、
い
ち
ば
ん
近
い
学
校
な
ん

よ
。　「

平
和
学
習
」
の
日
、
学
校
の
体
育
館
で
、
い
わ
た
く
ん
の
お
母
さ
ん
と
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
は
、
ぼ
く
た
ち
に
お
話
を
し
て
く
れ
た
。

　と
い
っ
て
も
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
し
ず
か
に
車
い
す
に
す
わ
っ
と
る
だ
け

だ
っ
た
け
ど
。

「
こ
こ
に
い
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
わ
た
し
の
お
母
さ
ん
。
ち
づ
こ
さ
ん
と
い
い

ま
す
。
ち
づ
こ
さ
ん
は
、
六
十
年
ほ
ど
前
に
原
ば
く
に
あ
い
、
そ
の
ず
っ
と
あ

と
で
、
わ
た
し
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
今
日
は
、
み
な
さ
ん
に
、
ち
づ
こ
さ
ん
か

ら
聞
い
た
お
話
を
し
ま
す

　い
わ
た
く
ん
の
お
母
さ
ん
が
話
し
だ
し
た
。

原
ば
く
ド
ー
ム

　原
子
ば
く
だ
ん
に

よ
っ
て
、
ほ
ね
組
み

だ
け
が
の
こ
っ
た
建

物
。
広
島
市
に
あ
り
、

平
和
の
大
切
さ
を
今

の
わ
た
し
た
ち
に
伝

え
て
い
る
。

（2014. 2. 21　見本本）

1 見本本
）

ステル
スツル
ウシツル
ウッスル
シティユン
ホール
ホル
ホーカル
ホカル
ホーカス
ホカス
ナゲル
ブンナゲル
ウッチャル
ウタル
ブチャ（ー）ル
ベチャル
ビチャル

国立国語研究所「日本言語地図」をもとに作成。

海洋プレート

大陸プレート

内陸型地震

圧ぱく 圧ぱく

あ
い
う
え
お

69　

 

5

 

10

　と
こ
ろ
が
、
い
わ
た
く
ん
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、

「
い
や
あ
よ

に
こ
に
こ
し
な
が
ら
そ
う
言
っ
て
、
手
を
ふ
っ
て
こ
と
わ
る
。

「
そ
う
？

　ど
う
し
て
も
、
お
い
や
？
」

「
い
や
あ
よ

　ほ
う
ら
、
や
っ
ぱ
り
ね
。

　い
わ
た
く
ん
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
ぜ
っ
た
い
に
、
家
族
と

い
っ
し
ょ
に
写
真
を
と
ら
ん
。

　ぼ
く
、
い
わ
た
く
ん
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
、
な
ん
で
い
っ
し
ょ

に
写
真
を
と
ら
ん
の
か
、
知
っ
と
る
ん
よ
。

○

68

5

場
面
の
う
つ
り
か
わ
り
に
気
を
つ
け
て
読
も
う

　い
わ
た
く
ん
ち
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
　
　 天あ

ま

野の

　夏な
つ

美み

　作

は
ま
の
ゆ
か

　絵

　ぼ
く
は
四
年
生
。
六
年
生
の
い
わ
た
く
ん
は
、
二
つ
年
上
だ
け
ど
、
昼
休
み
に

サ
ッ
カ
ー
を
教
え
て
く
れ
る
、
な
か
良
し
の
友
だ
ち
な
ん
よ
。

　今
日
は
運
動
会
。
お
う
え
ん
だ
ん
の
声
が
、
青
空
い
っ
ぱ
い
に
ひ
び
く
。

　い
わ
た
く
ん
の
お
母
さ
ん
が
、
ぼ
く
の
家
族
の
写
真
を
と
っ
て
く
れ
た
。
お
返

し
に
、
今
度
は
、
ぼ
く
の
お
母
さ
ん
が
、
い
わ
た
く
ん
の
家
族
に
カ
メ
ラ
を
向
け

る
。

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
、
ど
う
ぞ
ご
い
っ
し
ょ
に

4年「いわたくんちのおばあちゃん」

08



学
習
を
よ
り
豊
か
に
！
資
料
集『
学
び
を
広
げ
る
』

●
学
習
を
充
実
さ
せ
た
り
、確
か
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
を
掲
載
し
ま
し
た
。

15

植
物 

さ
ざ
ん
か
・
水
仙
・
大
根
・
ね
ぎ
・
白
菜

動
物 

白
鳥
・
た
か
・
水
鳥
・
熊
・
た
ぬ
き

行
事 

ク
リ
ス
マ
ス
・
雪
見
・
豆
ま
き

生
活
・
風
物 

ス
キ
ー
・
ス
ケ
ー
ト
・
こ
た
つ
・

た
き
火
・
雪
だ
る
ま
・
湯
豆
腐
・
着
ぶ
く
れ

気
象 

小
春
日
和
・
木
枯
ら
し
・
空
っ
風
・

寒
波
・
初
雪
・
霜
柱
・
つ
ら
ら
・
三
寒
四
温

仕
事 

大
根
引
き
・
狩
り
・
わ
ら
仕
事
・
寒
肥
・

麦
ま
き
・
炭
焼
き
・
雪
か
き
・
雪
下
ろ
し

年
の
暮
れ 

歳
末
・
大
掃
除
・
も
ち
つ
き
・

大
み
そ
か
・
除
夜
の
鐘
・
年
越
し
そ
ば

新
年 

正
月
・
元
日
・
初
夢
・
初
も
う
で
・

門
松
・
お
年
玉
・
書
き
初
め
・
松
の
内
・

お
せ
ち
料
理
・
雑
煮
・
す
ご
ろ
く
・
羽
子
板
・

た
こ
上
げ
・
鏡
開
き
・
ど
ん
ど
・
小
正
月

冬ふ
ゆ

﹇
暦
・
節
気
﹈ 

立
冬（
十
一
月
七
日か
ご
ろ
）・
冬
至（
十
二に
月
二に
十
二に
日

ご
ろ
）・
小 

寒（
一
月
五
日か
ご
ろ
）・
大
寒（
一
月
二は
つ
か

十
日
ご
ろ
）・
節
分（
二に

月
三
日か
ご
ろ
）

植
物 

朝
顔
・
コ
ス
モ
ス
・
き
き
ょ
う
・
菊
・
す
す
き
・

ぶ
ど
う
・
す
い
か
・
桃
・
梨
・
柿
・
小
豆
・
ご
ぼ
う
・

芋
・
か
ぼ
ち
ゃ
・
し
ょ
う
が
・
秋
の
七
草

動
物 

と
ん
ぼ
・
こ
お
ろ
ぎ
・
鈴
虫
・
み
の
虫
・

ば
っ
た
・
ひ
ぐ
ら
し
・
鹿
・
い
の
し
し

行
事 

七
夕
・
お
盆
・
墓
参
り
・
灯
籠
流
し
・

盆
踊
り
・
門
火
・
中
元
・
月
見
・

紅
葉
狩
り
・
体
育
の
日
・
運
動
会

生
活
・
風
物 

花
火
・
か
か
し
・
稲
穂
・
渡
り
鳥
・

ほ
お
ず
き
・
木
の
実
・
月
見
団
子
・
ぎ
ん
な
ん
・

新
米
・
く
り
ご
飯
・
さ
ん
ま
・
松
た
け

気
象 

残
暑
・
い
わ
し
雲
・
霧
・
中
秋
の
名
月
・

天
の
川
・
台
風
・
稲
妻
・
野
分
き
・
夜
寒
・
夜
長

仕
事 

稲
刈
り
・
稲
こ
き
・
も
み
干
し
・
落
と
し
水
・

き
の
こ
採
り
・
綿
摘
み
・
虫
送
り
・
芋
掘
り
・

落
ち
穂
拾
い
・
障
子
貼
り
・
冬
仕
度

秋あ
き

﹇
暦
・
節
気
﹈ 

立
秋（
八
月
七
日か
ご
ろ
）・
二
百
十
日（
九く
月
一
日
ご
ろ
）・

二
百
二
十
日（
九く
月
十
一
日
ご
ろ
）・
秋
分（
九く
月
二に
十
三
日
ご
ろ
）

14

植
物 

梅
・
桃
の
花
・
桜
・
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
・

ふ
き
の
と
う
・
つ
く
し
・
若
草
・
春
の
七
草

動
物 

か
え
る
・
ち
ょ
う
・
蜂
・
う
ぐ
い
す
・

ひ
ば
り
・
つ
ば
め
・
き
じ
・
ほ
っ
け
・
ま
す

行
事 

桃
の
節
句（
ひ
な
祭
り
）・
花
見
・
遠
足
・

潮
干
狩
り
・
卒
業
式
・
入
学
式
・
入
社
式 

生
活
・
風
物 

ひ
な
人
形
・
風
車
・
ぶ
ら
ん
こ
・

風
船
・
鳥
の
巣
・
あ
さ
り
・
桜
も
ち
・
草
も
ち

気
象 

春
一
番
・
雪
解
け
・
流
氷
・
か
げ
ろ
う

仕
事 

田
打
ち
・
苗
床
作
り
・
苗
代
作
り
・
種
ま
き
・

わ
か
め
拾
い
・
の
り
取
り
・
し
じ
み
取
り
・

茶
摘
み
・
製
茶
・
野
焼
き
・
せ
ん
定
・
麦
踏
み

春は
る

﹇
暦
・
節
気
﹈ 

立
春（
二に
月
四
日か
ご
ろ
）・
春
分（
三
月
二は
つ
か

十
日
ご
ろ
）・

八
十
八
夜（
五ご
月
二ふつ
か日

ご
ろ
）

植
物 

あ
じ
さ
い
・
ひ
ま
わ
り
・
み
か
ん
の
花
・
う
り
・

な
す
び
・
夕
顔
・
サ
ボ
テ
ン
・
新
緑
・
青
葉
・
若
葉

動
物 

せ
み
・
蛍
・
か
ぶ
と
虫
・
か
た
つ
む
り
・

金
魚
・
あ
ゆ
・
か
わ
せ
み
・
へ
び
・
ほ
と
と
ぎ
す

行
事 

端
午
の
節
句（
子
ど
も
の
日
）・
母
の
日
・

父
の
日
・
蛍
狩
り
・
夏
祭
り
・
夏
休
み
・
山
開
き
・

海
水
浴
・
キ
ャ
ン
プ
・
祭
・
帰
省
・
避
暑

生
活
・
風
物 

こ
い
の
ぼ
り
・
し
ょ
う
ぶ
湯
・
梅
干
し
・

た
け
の
こ
・
新
茶
・
初
が
つ
お
・
か
や
・
う
ち
わ
・

風
鈴
・
浴
衣
・
日
傘
・
打
ち
水
・
夕
涼
み
・

暑
中
見
舞
い
・
か
き
氷
・
麦
茶
・
そ
う
め
ん

気
象 

梅
雨
・

雷
・
夕
立
・
ひ
ょ
う
・
入
道
雲
・

虹
・
猛
暑
・
炎
天
・
熱
帯
夜
・
夕
焼
け

仕
事 

代
か
き
・
田
植
え
・
草
刈
り
・

干
し
草
作
り
・
果
実
の
袋
が
け
・
繭
の
糸
取
り
・

う
飼
い
・
川
狩
り
・
虫
干
し
・
衣
が
え

夏な
つ

﹇
暦
・
節
気
﹈ 

立
夏（
五ご
月
五
日か
ご
ろ
）・
入
梅（
六
月
十
一
日
ご
ろ
）・
夏

至（
六
月
二に
十
一
日
ご
ろ
）・
半
夏
生（
七
月
二ふつ
か日

ご
ろ
）・
夏
の
土
用

（
七
月
下げ
旬
〜
八
月
上
旬
の
十
八
日
間
）

四し

季き

の
言こ

と

葉ば

言こ
と

葉ば

の
ポ
ケ
ッ
ト

自
分
の
考
え
を
明
確
に
す
る

 

文ぶ
ん

章
を
読よ

む
と
き
に
は
、
筆ひ

っ

者し
ゃ

の
言い

っ
て
い
る
こ
と
を
正せ

い

確か
く

に
理り

解か
い

す
る
と
同ど

う

時じ

に
、
自じ

分ぶ
ん

の
体た

い

験け
ん

や
知し

っ
て
い
る
こ
と

と
結む

す

び
つ
け
、
疑ぎ

問も
ん

に
思お

も

っ
た
こ
と
は
調し

ら

べ
よ
う
。

　書か

い
た
り
話は

な

し
た
り
す
る
と
き
に
は
、
❶
材ざ

い

料（
事じ

例れ
い

や
根こ

ん

拠き
ょ

・

理り

由ゆ
う

）は
十
分ぶ

ん

か
、
❷
自じ

分ぶ
ん

の
考
え
に
ふ
さ
わ
し
い
材ざ

い

料

か
、
❸
構こ

う

成せ
い

は
わ
か
り
や
す
い
か
、
な
ど
に
気き

を
つ
け
よ
う
。

要
旨

 

書か

き
手て

が
文ぶ

ん

章
で
取と

り
上あ

げ
て
い
る
内な

い

容よ
う

の
中
心し

ん

の
事こ

と

柄が
ら

、

そ
れ
に
つ
い
て
の
書か

き
手て

の
考
え
の
中
心し

ん

の
事こ

と

柄が
ら

な
ど
。

　要よ
う

旨し

を
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
文ぶ

ん

章
に
書か

か
れ
て
い
る
話わ

題だ
い

、
理り

由ゆ
う

や
根こ

ん

拠き
ょ

と
な
っ
て
い
る
内な

い

容よ
う

、
表
現げ

ん

の
仕し

方か
た

の
工く

夫ふ
う

な
ど
に
注
意い

す
る
こ
と
が
大た

い

切せ
つ

で
あ
る
。

要
約　目も

く

的て
き

や
必ひ

つ

要よ
う

に
応お

う

じ
て
、
話
や
本ほ

ん

、
文ぶ

ん

章
の
内な

い

容よ
う

を
短
く

ま
と
め
る
こ
と
。
元も

と

の
文ぶ

ん

章
の
構こ

う

成せ
い

や
表
現げ

ん

を
生い

か
し
て
短

く
ま
と
め
る
要よ

う

約や
く

と
、
自じ

分ぶ
ん

の
言こ

と

葉ば

で
短
く
ま
と
め
る
要よ

う

約や
く

と
が
あ
る
。

　要よ
う

約や
く

す
る
目も

く

的て
き

に
応お

う

じ
、
元も

と

の
文ぶ

ん

章
の
構こ

う

成せ
い

や
表
現げ

ん

の
生い

か
し
方か

た

な
ど
、
細こ

ま

か
い
点て

ん

に
注
意い

す
る
こ
と
が
大た

い

切せ
つ

で
あ
る
。

引
用　自じ

分ぶ
ん

の
考
え
や
意い

見け
ん

の
証
明め

い

、
物も

の

事ご
と

の
詳く

わ

し
い
説せ

つ

明め
い

な
ど

の
た
め
に
、
人ひ

と

の
文ぶ

ん

章
や
考
え
、
意い

見け
ん

を
用も

ち

い
る
こ
と
。

　引い
ん

用よ
う

を
す
る
と
き
に
は
、
か
ぎ（「

　」）に
入い

れ
る
な
ど
引い

ん

用よ
う

部ぶ

分ぶ
ん

が
明め

い

確か
く

に
わ
か
る
よ
う
に
し
、
そ
の
情
報ほ

う

を
ど
こ
か

ら
得え

た
の
か
を
明め

い

記き

し
よ
う
。

9

情
景　風ふ

う

景け
い

や
様よ

う

子す

。
物も

の

語
な
ど
で
、
登と

う

場
人じ

ん

物ぶ
つ

の
気き

持も

ち
と
一

体た
い

と
し
て
描え

が

か
れ
る
こ
と
も
多お

お

い
の
で
、
人じ

ん

物ぶ
つ

の
気き

持も

ち
を

と
ら
え
る
と
き
に
は
、
そ
の
人じ

ん

物ぶ
つ

の
行こ

う

動ど
う

や
話は

な

す
言こ

と

葉ば

、
話は

な

し
方か

た

や
身み

ぶ
り
な
ど
に
だ
け
で
な
く
、
場ば

面め
ん

の
風ふ

う

景け
い

や
様よ

う

子す

が
ど
の
よ
う
に
描え

が

か
れ
て
い
る
か
に
気き

を
つ
け
よ
う
。

心
情　物も

の

語
な
ど
に
出で

て
く
る
人じ

ん

物ぶ
つ

が
、
感か

ん

じ
た
り
、
思お

も

っ
た
り
、

考
え
た
り
す
る
心
の
状
態た

い

。
直
接せ

つ

的て
き

な
表
現げ

ん

と
と
も
に
、
登と

う

場
人じ

ん

物ぶ
つ

の
行こ

う

動ど
う

や
会か

い

話わ

な
ど
を
通と

お

し
て
そ
れ
と
な
く
表
現げ

ん

さ

れ
て
い
る
心し

ん

情
に
つ
い
て
も
、
想そ

う

像ぞ
う

を
豊ゆ

た

か
に
し
て
読よ

み
取と

る
よ
う
に
し
よ
う
。

描
写　物も

の

語
な
ど
で
、
人じ

ん

物ぶ
つ

の
気き

持も

ち
や
行こ

う

動ど
う

、
自し

然ぜ
ん

や
事じ

物ぶ
つ

な

ど
を
見み

え
た
と
お
り
に
、
ま
た
、
感か

ん

じ
た
ま
ま
に
描え

が

く
こ
と
。

表
現げ

ん

の
仕し

方か
た

に
も
注
意い

し
、
想そ

う

像ぞ
う

を
豊ゆ

た

か
に
し
て
読よ

む
よ
う

に
し
よ
う
。

事
実
と
意
見

　事じ

実じ
つ

と
は
、
自じ

分ぶ
ん

が
実じ

っ

際さ
い

に
行
っ
た
こ
と
や
見み

聞き

き
し
た

こ
と
、
実じ

っ

際さ
い

に
あ
っ
た
こ
と
。
意い

見け
ん

と
は
、
自じ

分ぶ
ん

が
感か

ん

じ
た

こ
と
、
考
え
た
こ
と
。

　読よ

む
と
き
に
は
、
書か

き
手て

が
ど
の
よ
う
な
事じ

実じ
つ

を
事じ

例れ
い

と

し
て
あ
げ
て
理り

由ゆ
う

や
根こ

ん

拠き
ょ

と
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
ど
の
よ

う
な
感か

ん

想そ
う

や
意い

見け
ん

を
述の

べ
て
い
る
か
に
気き

を
つ
け
よ
う
。
自じ

分ぶ
ん

で
表
現げ

ん

す
る
と
き
に
も
、
こ
の
区く

別べ
つ

に
注
意い

し
よ
う
。

国こ
く

語ご

学が
く

習し
ゅ
う

の
た
め
の
用よ

う

語ご

集し
ゅ
う

国こ
く

語ご

学が
く

習
で
身み

に
つ
け
て
お
き
た
い
言こ

と

葉ば

で
す
。

読よ

ん
だ
り
書か

い
た
り
す
る
と
き
に
、
使つ

か

い
ま
し
ょ
う
。

言こ
と

葉ば

の
ポ
ケ
ッ
ト

8

55　

意い

見け
ん

が
あ
る
人ひ

と

は
、
手て

を
挙あ

げ
て
く
だ
さ
い
。

野の

口ぐ
ち

： 

「
み
ん
な
仲な

か

よ
く
」
だ
と
わ
か
り
に
く
い
と
思お

も

い
ま
す
。

「
け
ん
か
を
せ
ず
に
、
仲な

か

が
よ
い
ク
ラ
ス
」
と
い
う
目も

く

標
に
し
た
ほ
う
が
、
目も

く

標
を
達た

っ

成せ
い

し
や
す
い
と
思お

も

い

ま
す
。

司し

会か
い

： 

内な
い

容よ
う

を
「
仲な

か

よ
く
」
に
し
ぼ
り
、「
仲な

か

が
よ
い
」
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
、
何な

に

を
す
れ
ば
い
い
の
か
、
目も

く

標

を
具ぐ

体た
い

的て
き

に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

野の

口ぐ
ち

： 

は
い
、
そ
う
で
す
。

司し

会か
い

： 

他ほ
か

に
何な

に

か
意い

見け
ん

は
あ
り
ま
す
か
。

大お
お

石い
し

： 

「
仲な

か

間ま

外は
ず

れ
を
し
な
い
」
に
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

司し

会か
い

： 

さ
っ
き
野の

口ぐ
ち

さ
ん
が
「
け
ん
か
を
せ
ず
に
、
仲な

か

が
よ
い 

ク
ラ
ス
」
と
言い

い
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
は
別べ

つ

に
「
仲な

か

間ま

外は
ず

れ
を
し
な
い
」
に
す
る
と
い
う
意い

味み

で
す
か
。

(

略)

司し

会か
い

： 

二に

学が
っ

期き

の
ク
ラ
ス
の
目も

く

標
は
、
「
け
ん
か
や
仲な

か

間ま

外は
ず

れ

を
せ
ず
に
、
仲な

か

の
よ
い
ク
ラ
ス
」
に
決き

ま
り
ま
し
た
。

み
な
さ
ん
、
二に

学が
っ

期き

は
目も

く

標
が
達た

っ

成せ
い

で
き
る
よ
う
に
、

が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
で
、
学が

っ

級
会か

い

を
終お

わ
り
ま
す
。

❶ 

計け
い

画か
く

的て
き

な
話は

な

し
合あ

い
に
な
る
よ
う
、
話は

な

し
合あ

う
内な

い

容よ
う

、

 

注
意い

す
べ
き
こ
と
を
は
っ
き
り
示し

め

す
。

❷ 

み
ん
な
が
そ
れ
ぞ
れ
に
役や

く

割わ
り

を
果は

た
す
こ
と
を
考
え
て

発は
つ

言げ
ん

を
求も

と

め
る
。

❸ 

発は
つ

言げ
ん

の
理り

由ゆ
う

や
根こ

ん

拠き
ょ

も
確た

し

か
め
る
よ
う
に
す
る
。

❹ 

話は
な

し
合あ

い
の
最さ

い

後ご

に
、
全ぜ

ん

体た
い

の
結け

つ

論ろ
ん

を
出だ

す
。

司し

会か
い

者し
ゃ

が
気き

を
つ
け
る
こ
と

❷ ❷❸ ❸❹

4

司し

会か
い

の
役や

く

割わ
り

・み
ん
な
の
役や

く

割わ
り

計け
い

画か
く

的て
き

な
話は

な

し
合あ

い
の
た
め
に
は
、
司し

会か
い

や
提て

い

案あ
ん

な
ど
、

み
ん
な
が
役や

く

割わ
り

を
果は

た
し
、
協
力
す
る
こ
と
が
大た

い

切せ
つ

で
す
。

❸

司し

会か
い

： 

こ
れ
か
ら
、
学が

っ

級
会か

い

を
始は

じ

め
ま
す
。

今き
ょ
う日
の
議ぎ

題だ
い

は
、「
二に

学が
っ

期き

の
ク
ラ
ス
の
目も

く

標
を
決き

め

よ
う
」
で
す
。
ま
ず
初は

じ

め
に
、
ど
ん
な
目も

く

標
が
い
い
か
、

班は
ん

ご
と
に
話は

な

し
合あ

っ
て
、
意い

見け
ん

を
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
あ
と
、
班は

ん

で
ま
と
ま
っ
た
意い

見け
ん

を
も
と
に
代だ

い

表

に
提て

い

案あ
ん

し
て
も
ら
い
ま
す
。

（
略
）

話は
な

し
合あ

い
を
や
め
て
く
だ
さ
い
。

そ
れ
で
は
、
一
班ぱ

ん

か
ら
提て

い

案あ
ん

を
お
願ね

が

い
し
ま
す
。

田た

村む
ら

： 

一
学が

っ

期き

の
目も

く

標
が
「
み
ん
な
仲な

か

が
よ
い
ク
ラ
ス
」と「
よ

く
勉べ

ん

強
す
る
ク
ラ
ス
」
の
二ふ

た

つ
で
、
自じ

習
時じ

間か
ん

に
も
、

静し
ず

か
に
勉べ

ん

強
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
よ
か
っ
た
け

れ
ど
、
け
ん
か
を
し
た
人ひ

と

が
い
た
の
で
、
二に

学が
っ

期き

は

「
み
ん
な
仲な

か

よ
く
、
楽た

の

し
い
ク
ラ
ス
」
と
い
う
目も

く

標
を

提て
い

案あ
ん

し
ま
す
。

（
略
）

司し

会か
い

： 

五ご

班は
ん

は
ど
う
で
し
た
か
。

上う
え

村む
ら

： 

私
た
ち
の
班は

ん

か
ら
は
、「
ク
ラ
ス
の
た
め
に
一
生
懸け

ん

命め
い

仕し

事ご
と

を
し
よ
う
」
を
提て

い

案あ
ん

し
た
い
と
思お

も

い
ま
す
。

司し

会か
い

： 

そ
れ
は
、
な
ぜ
で
す
か
。

上う
え

村む
ら

： 

一
学が

っ

期き

の
途と

中
か
ら
、
ク
ラ
ス
の
三さ

ん

分ぶ
ん

の
一
く
ら
い
の

人ひ
と

が
、
係
の
仕し

事ご
と

を
さ
ぼ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
こ
の
ま
ま
だ
と
、
ク
ラ
ス
の
雰ふ

ん

囲い

気き

が
悪わ

る

く

な
る
と
思お

も

う
か
ら
で
す
。

（
略
）

司し

会か
い

： 

そ
れ
ぞ
れ
の
提て

い

案あ
ん

の
内な

い

容よ
う

は
わ
か
っ
た
と
思お

も

い
ま
す
。

次つ
ぎ

に
、
目も

く

標
を
ど
う
定さ

だ

め
れ
ば
よ
い
か
、
話は

な

し
合あ

い

ま
し
ょ
う
。

❶❷

❷

言こ
と

葉ば

の
ポ
ケ
ッ
ト
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で
す
。
軍
記
物
語
の
特
色
は
、
実
際
に
起
こ
っ
た
歴
史
的
な
事
件
を
題
材
に
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
そ
こ
に
登
場
す
る
平
清
盛
も
源
義
経
も
実
在
し
た
人
物
で
す
し
、「
一
の
谷
の
戦
い
」

も「
壇
ノ
浦
の
戦
い
」
も
歴
史
上
の
出
来
事
で
す
。

　ま
た
、「
平
家
物
語
」
に
描
か
れ
た
数
十
年
は
、
重
大
な
時
代
の
転
換
期
に
あ
た
り
ま
す
。
武

士
の
社
会
が
成
立
す
る
戦
乱
の
時
代
で
し
た
。
戦
乱
に
明
け
暮
れ
る
社
会
の
様
子
と
、
新
時
代
の

に
な
い
手
と
な
る
武
士
の
姿
を
生
き
生
き
と
描
い
て
い
る
の
も
、「
平
家
物
語
」
の
特
色
で
す
。

　と
こ
ろ
で
、「
平
家
物
語
」
は
、
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て
、
琵
琶
の
音
に
合
わ
せ
て
語
ら
れ
な
が

ら
伝つ

た

わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
い
つ
ご
ろ
、ど
ん
な
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
か
は
、は
っ
き
り
わ
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。
平
家
に
ゆ
か
り
の
あ
る
人
々
が
語
り
伝
え
、
書
き
伝
え
た
記
録
が
、
集
め
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　「
平
家
物
語
」
は
、
仮
名
文
字
の
文
章
の
も
つ
柔
ら
か
さ
や
繊
細
さ
と
、
漢
字
の
文
章
の
も
つ

歯
切
れ
の
よ
さ
や
力
強
さ
を
交
じ
え
た「
和
漢
混
淆
文
」
と
い
う
独
特
の
文
体
で
表
現
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
も
、
耳
で
聞
い
て
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
な
生
き
生
き
し
た
リ
ズ
ム
を
も
ち
、
聞
く
人
に

忘
れ
ら
れ
な
い
印
象
を
残
し
ま
す
。

　「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
」
で
始
ま
る
こ
の
物
語
は
、
源
平
戦
乱
の
歴
史
的
な
事
件
を「
盛
者
必
衰

の
こ
と
わ
り
」
と
と
ら
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
こ
の
物
語
の
語
り
手
が
、
平
家
一
門
の
興
亡

を
め
ぐ
る
事
件
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
、
時
代
の
転
換
期
と
し
て
の
戦
乱
の
世

の
中
を
ど
う
見
て
い
た
か
が
、
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

平家
け
物語の合戦の様子

す

　 5　 10　 15
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読
書
の
森

　祇ぎ

園お
ん

精
舎じ

ゃ

の
鐘か

ね

の
音お

と

に
は
、

　諸し
ょ

行
無む

常じ
ょ
うの

響ひ
び

き
が
あ
る
。

　娑さ

羅ら

双そ
う

樹じ
ゅ

の
花は

な

の
色い

ろ

は
、

　盛
じ
ょ
う

者し
ゃ

必ひ
っ

衰す
い

の
道ど

う

理り

を
表

あ
ら
わ

し
て
い
る
。

　お
ご
り
た
か
ぶ
っ
て
い
る
人ひ

と

も
長な

が

く
は
続つ

づ

か
な
い
、

　ま
る
で（
短

み
じ
か

く
は
か
な
い
）春は

る

の
夜よ

の
夢ゆ

め

の
よ
う
で
あ
る
。

　勢
い
き
お

い
の
盛さ

か

ん
な
者も

の

も
つ
い
に
は
滅ほ

ろ

び
て
し
ま
う
、

　全
ま
っ
た

く（
た
ち
ま
ち
吹ふ

き
飛と

ば
さ
れ
て
し
ま
う
）
風か

ぜ

の
前ま

え

　の
ち
り
と
同お

な

じ
で
あ
る
。

祇ぎ

園お
ん

精
舎じ

ゃ

の
鐘か

ね

の
声こ

え

、

諸し
ょ

行
無む

常じ
ょ
う

の
響ひ

び

き
あ
り
。

娑し
ゃ

羅ら

双そ
う

樹じ
ゅ

の
花は

な

の
色い

ろ

、

盛
者し

ゃ

必ひ
っ

衰す
い

の
こ
と
わ
り
を
あ
ら
わ
す
。

お
ご
れ
る
人ひ

と

も
久ひ

さ

し
か
ら
ず
、

た
だ
春は

る

の
夜よ

の
夢ゆ

め

の
ご
と
し
。

た
け
き
者も

の

も
つ
い
に
は
滅ほ

ろ

び
ぬ
、

ひ
と
え
に
風か

ぜ

の
前ま

え

の
ち
り
に
同お

な

じ
。

◉
「
平へ

い

家け

物も
の

語
」
解か

い

説せ
つ

 

「
平
家
物
語
」
は
、
約
七
十
年
に
わ
た
る
平
家
一
門
の
興
亡
の
あ
り
さ
ま
を
描
い
た
軍
記
物
語

平へ
い

家け

物も
の

語が
た
り

原げ
ん

文ぶ
ん

を
声こ

え

に
出だ

し
て
読よ

ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、解か

い

説せ
つ

文ぶ
ん

に
よ
っ
て
、

当と
う

時じ

の
人ひ

と

々び
と

の
も
の
の
感か

ん

じ
方か

た

、
考
え
方か

た

を
思お

も

い
浮う

か
べ
ま
し
ょ
う
。

　 5

　 5

　 10
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12
歳さ

い

の
文ぶ

ん

学が
く

 

小
学が
く

生せ
い

限げ
ん

定て
い

の
文ぶ
ん

学が
く

賞
受じ
ゅ

賞

作さ
く

を
集あ
つ

め
た
小
説せ
つ

集
。
小
学が
く

生せ
い

し
か
書か

け
な
い
、
小
学が
く

生せ
い

だ
か
ら

書か

け
た
名め
い

作さ
く

の
数か
ず

々か
ず

を
届と
ど

け
ま

す
。

ゲ
ド
戦せ

ん

記き

1 

影か
げ

と
の
戦た

た
か

い

ル

グ
ウ
ィ
ン

　作さ
く

清し

水み
ず

真ま

砂さ

子こ

　訳や
く

　本ほ
ん

当と
う

の
名な

前ま
え

を
知し

ら
れ
た
ら
、
操
ら
れ
て

し
ま
う
と
い
う
不ふ

思し

議ぎ

な
世せ

界か
い

。｢

ハ
イ
タ
カ｣

と
名な

乗の

る
少
年ね
ん

ゲ
ド
は
、
禁き
ん

じ
ら
れ
た
魔ま

法ほ
う

で

｢

影｣

を
呼よ

び
出だ

し
て
し
ま
い
ま
す
。

26

小ち
い

さ
な

図と

書し
ょ

館か
ん

読
書
の
森

知し

ら
ざ
あ

言い

っ
て
聞き

か
せ
や
し
ょ
う

河か
わ

竹た
け

黙も
く

阿あ

弥み

　文ぶ
ん

飯い
い

野の

和か
ず

好よ
し

　構こ
う

成せ
い
・
絵え

齋さ
い

藤と
う

孝

　編へ
ん

 
｢

知し

ら
ざ
あ
言い

っ
て
聞き

か
せ
や
し
ょ

う
。
浜は
ま

の
真ま
さ
ご砂
と
五ご

右
え
衛
門も
ん

が
、

歌う
た

に
残の
こ

せ
し
盗ぬ
す
っ
と人
の
、
種た
ね

は
尽つ

き

ね
え
七し
ち

里り

が
浜は
ま

、
そ
の
白し
ら

浪な
み

の
夜よ

働
き
、
…
…｣

歌か

舞ぶ

伎き

の
名め
い

ぜ
り
ふ

を
、
迫は
く

力
の
絵え

で
楽た
の

し
め
ま
す
。

月げ
っ

神し
ん

の
統す

べ
る
森も

り

で

た
つ
み
や
章

　作さ
く

東
逸い
つ

子こ

　絵え

 

は
る
か
昔
。
山や
ま

も
、
川か
わ

も
、

木き

ぎ々

も
、
獣
も
、
み
ん
な
心

を
持も

っ
て
い
ま
し
た
。
人ひ
と

も

ま
た
、
月げ
っ

神し
ん

の
治お
さ

め
る
森も
り

の

恵め
ぐ

み
を
受う

け
取と

っ
て
生い

き
て

い
た
の
で
す
。

国語で学習した知識や技能を確かめて定着
させることで，他の学習や日常生活に生きて 
はたらく言語能力が身につきます。

国語学習の基本となる語句・語彙を拡充し，
言語感覚を養います。

本や文章に親しむ機会をいっそう充実させます。
古典作品も豊富に収録しています。

6年「司会の役割・みんなの役割」

5年「違う字で同じ読み」

6年「小さな図書館」

5年「国語学習のための用語集」

6年「四季の言葉」

5年「平家物語」

作造

文ぶ
ん

を
作
る

手て

作
り

船ふ
ね

を
造
る

酒さ
け

造
り

つ
く
る

取採

取
り
出だ

す

本ほ
ん

を
手て

に
取
る

決け
つ

を
採
る

明あ

か
り
を
採
る

と
る

説解

教お
し

え
を
説
く

説
き
伏ふ

せ
る

問も
ん

題だ
い

を
解
く

解
き
放は

な

す

と
く

長永

長
い
し
っ
ぽ

気き

が
長
い

末す
え

永
い
幸こ

う

福ふ
く

永
い
眠ね

む

り
に
つ
く

な
が
い

止留

立た

ち
止
ま
る

動う
ご

き
を
止
め
る

目め

に
留
ま
る

ボ
タ
ン
を
留
め
る

と
め
る

と
ま
る

21

暑熱厚

暑
い
夏な

つ

蒸む

し
暑
い

熱
い
湯ゆ

地じ

面め
ん

が
熱
い

分ぶ

厚
い
本ほ

ん

情
に
厚
い

あ
つ
い

有在

有
り
合あ

わ
せ

力
が
有
り
余あ

ま

る

会か
い

議ぎ

の
在
り
方か

た

我わ
れ

こ
こ
に
在
り

あ
る

川河

川
遊あ

そ

び

大お
お

き
な
河

か
わ

違ち
が

う
字じ

で
同お

な

じ
読よ

み

 ｢

河か
わ｣

は

大お
お

き
な
川か
わ

に

使つ
か

う
こ
と
が

多お
お

い
よ
。

言こ
と

葉ば

の
ポ
ケ
ッ
ト

20

09


