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実践
交流
小学国語

一
　
は
じ
め
に

　

低
学
年
の
子
ど
も
は
、
音
読
が
大
好
き
で
あ
る
。

ひ
ら
が
な
や
カ
タ
カ
ナ
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
喜
び
、文
字
を
読
む
こ
と
そ
の
も
の
を
楽
し
む
。

ク
ラ
ス
の
友
達
と
一
緒
に
、
ま
た
は
一
人
で
も
、
大

き
な
声
で
一
生
懸
命
音
読
に
取
り
組
め
る
。

　

こ
の
子
ど
も
た
ち
が
大
好
き
な
音
読
を
、
物
語
を

読
む
学
習
に
取
り
入
れ
た
い
と
考
え
た
。
文
章
を
す

ら
す
ら
読
み
進
め
る
た
め
の
音
読
で
は
な
く
、
物
語

を
読
み
深
め
る
た
め
の
思
考
を
伴
う
音
読
で
あ
る
。

　

し
か
し
低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
音
声

言
語
だ
け
で
登
場
人
物
の
心
情
を
表
現
す
る
の
は
難

し
い
。
そ
こ
で
、
抵
抗
感
な
く
楽
し
ん
で
学
習
に
取

り
組
め
る
言
語
活
動
と
し
て
、
声
と
簡
単
な
身
体
の

動
き
と
を
付
け
加
え
る
音
読
劇
を
取
り
入
れ
た
単
元

を
構
想
し
た
。

二
　
音
読
劇
を
取
り
入
れ
る
利
点

・
音
読
が
大
好
き
な
子
ど
も
た
ち
の
学
習
意
欲
を
高

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
内
容
の
理
解
が
深
ま
る
。
自
分
の
声
を
自
分
で
聞

き
な
が
ら
、
文
章
の
意
味
を
確
認
で
き
る
。
文
字

言
語
を
音
声
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
言
葉
を
具
体

的
に
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
な
る
の
で
、
豊
か
に
想

像
を
広
げ
な
が
ら
、
場
面
の
移
り
変
わ
り
や
、
登

場
人
物
の
行
動
や
言
動
を
読
み
深
め
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
。

・
他
者
と
の
交
流
が
で
き
る
。
読
み
手
の
解
釈
に

よ
っ
て
異
な
る
表
現
に
な
る
た
め
、
音
読
劇
を
聞

き
合
い
な
が
ら
、
「
自
分
は
～
と
考
え
た
の
で
、

こ
の
よ
う
に
読
ん
だ
」
「
自
分
な
ら
～
と
考
え
る

の
で
、
こ
の
よ
う
に
読
む
」
と
考
え
を
伝
え
合
う

場
を
設
定
で
き
る
。

三
　
単
元
の
構
想

（
一
）
単
元
名　

登
場
人
物
に
な
り
き
っ
て
、

�

音
読
劇
を
し
よ
う

（
二
）
教
材
名�

『
お
手
紙
』
ア
ー
ノ
ル
ド

=

ロ
ー
ベ
ル
作

（『
小
学
生
の
こ
く
ご　

二
年
』三
省
堂
）

（
三
）
目
標

・
登
場
人
物
の
行
動
や
言
動
か
ら
、
心
情
の
変
化
を

想
像
し
て
読
む
。�

（
読
む
こ
と
）

・
語
や
文
と
し
て
の
ま
と
ま
り
や
内
容
、
響
き
、
登

場
人
物
の
心
情
の
変
化
な
ど
に
つ
い
て
考
え
な
が

ら
、
工
夫
し
て
音
読
劇
を
行
う
。�

（
読
む
こ
と
）

（
四
）�

単
元
計
画
（
全
九
時
間
）

　

第
〇
次　
（
事
前
学
習　

読
書
の
時
間
）

　
　

ア
ー
ノ
ル
ド

=

ロ
ー
ベ
ル
の
作
品
を
読
も
う
。

　

第
一
次
（
二
時
間
）

　
　

学
習
課
題
を
設
定
し
よ
う
。

　

第
二
次
（
四
時
間
）

　
　

音
読
劇
を
す
る
た
め
に
『
お
手
紙
』
を
読
も
う
。

　

第
三
次
（
三
時
間
）

　
　

音
読
劇
発
表
会
を
し
よ
う
。

四
　
授
業
の
実
際

第
〇
次

　

国
語
の
時
間
で
は
な
く
、
朝
の
読
書
の
時
間
を

使
っ
て
、
ア
ー
ノ
ル
ド

=

ロ
ー
ベ
ル
の
作
品
を
担
任

が
読
み
聞
か
せ
た
り
、
子
ど
も
た
ち
自
身
で
読
ん
だ

音
読
劇
で
読
む
力
を
育
て
る
指
導
の
工
夫

─『
お
手
紙
』の
実
践
を
通
し
て
─

群
馬
県
邑
楽
郡
千
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学
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二
枚
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
構
図
と
描
か
れ
て
い

る
二
人
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
表
情
が
違
う
こ
と

が
読
み
取
れ
た
。
そ
こ
で
、
二
人
の
表
情
の
根
拠
と

な
る
叙
述
を
文
中
か
ら
探
す
よ
う
指
示
す
る
と
、「
一

の
場
面
は
、
か
な
し
い
時
・
ふ
し
あ
わ
せ
な
気
も
ち

だ
と
書
か
れ
て
い
る
。」「
四
の
場
面
は
、
と
て
も
し

あ
わ
せ
な
気
も
ち
で
、
そ
こ
に
す
わ
っ
て
い
ま
し
た

と
書
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　

登
場
人
物
に
な
り
き
っ
て
音
読
劇
を
す
る
た
め
に

は
、「
ふ
し
あ
わ
せ
」
か
ら
「
し
あ
わ
せ
」
へ
と
心

情
が
変
化
す
る
場
面
の
読
み
方
が
大
切
で
あ
る
。
そ

の
変
化
を
捉
え
さ
せ
る
た
め
に
、
三
時
間
目
に
並
べ

替
え
た
挿
絵
を
見
せ
な
が
ら
、「
か
え
る
く
ん
が
来

て
も
ず
っ
と
ベ
ッ
ド
に
寝
て
い
た
が
ま
く
ん
が
、
い

つ
の
間
に
か
か
え
る
く
ん
と
一
緒
に
窓
の
所
に
立
っ

て
話
を
し
て
い
る
。
が
ま
く
ん
は
い
つ
ベ
ッ
ド
か
ら

出
た
の
か
な
。」
と
、
問
い
か
け
た
。
す
ぐ
に
答
え

を
出
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
動
作
化
し
な
が
ら
音
読

す
る
時
間
を
設
定
し
、
考
え
さ
せ
た
。
子
ど
も
た
ち

か
ら
出
た
意
見
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。

・「
き
み
が
。」
と
言
っ
た
と
き
。

・
驚
い
て「
き
み
が
。」と
起
き
上
が
っ
て
、「
あ
あ
。」

の
と
こ
ろ
で
ベ
ッ
ド
か
ら
で
て
が
ま
く
ん
の
と
こ

ろ
に
近
寄
っ
て
い
っ
た
。

　
「
で
は
、
が
ま
く
ん
の
気
持
ち
を
変
え
た
の
は
ど

の
言
葉
な
の
。」
と
問
い
か
け
る
と
、
全
員
一
致
で
、

か
え
る
く
ん
の
「
だ
っ
て
、
ぼ
く
が
き
み
に
お
手
紙

り
す
る
時
間
を
設
け
た
。
他
の
作
品
を
読
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
が
ま
く
ん
と
か
え
る
く
ん
の
関
係
性
に
つ

い
て
、多
く
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

第
一
次

　
『
お
手
紙
』
を
読
ん
で
感
想
を
出
し
合
っ
た
。「
が

ま
く
ん
が
お
手
紙
を
も
ら
え
て
よ
か
っ
た
。」「
か
え

る
く
ん
は
と
て
も
い
い
友
達
だ
と
思
う
。」
と
が
ま

く
ん
と
か
え
る
く
ん
の
行
動
や
心
情
を
思
い
や
る
感

想
が
殆
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
感
想
を
取
り
上
げ
、
二

人
の
心
情
を
読
み
取
っ
て
、「
が
ま
く
ん
と
か
え
る

く
ん
に
な
り
き
っ
て
、
音
読
劇
を
し
よ
う
」
と
い
う

学
習
課
題
を
設
定
し
た
。（
一
、二
時
間
目
）

第
二
次

　

第
三
次
の
音
読
劇
発
表
会
に
向
け
て
、
次
の
よ
う

な
学
習
を
し
た
。

　

物
語
の
大
体
の
内
容
が
把
握
で
き
る
よ
う
に
、
挿

絵
だ
け
を
子
ど
も
た
ち
に
与
え
、
物
語
の
順
番
に
並

べ
替
え
を
さ
せ
た
（
三
時
間
目
）。
低
学
年
の
文
学

的
な
文
章
の
読
み
取
り
に
は
、
挿
絵
も
重
要
な
情
報

の
一
つ
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

次
に
音
読
劇
の
背
景
を
作
る
た
め
に
、
場
面
分
け

を
し
た
（
四
時
間
目
）。
時
間
や
場
所
の
移
り
変
わ

り
で
場
面
が
変
わ
る
こ
と
を
教
え
、
四
つ
の
場
面
に

分
け
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

さ
ら
に
挿
絵
を
詳
細
に
見
比
べ
さ
せ
る
と
（
五
・

六
時
間
目
）、
文
章
の
前
半
と
後
半
に
、
玄
関
前
で

お
手
紙
を
待
つ
が
ま
く
ん
と
か
え
る
く
ん
の
挿
絵
が

だ
し
た
ん
だ
も
の
。」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
と
の
意

見
だ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
三
人
ず
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
が
ま

く
ん
役
・
か
え
る
く
ん
役
・
地
の
文
を
読
む
役
と

な
っ
て
、
三
の
場
面
の
音
読
劇
を
練
習
し
た
。
ど
の

よ
う
に
読
め
ば
が
ま
く
ん
の
心
情
が
聞
き
手
に
伝
わ

る
の
か
考
え
さ
せ
、
声
の
大
小
（
大
き
く
す
る
場
合

は
三
重
線
小
さ
い
場
合
は
一
本
で
）
や
声
の
速
さ

（
ゆ
っ
く
り
の
場
合
は
波
線
）
や
簡
単
な
身
振
り
を

台
本
（
教
材
文
を
拡
大
し
た
も
の
）
に
書
き
こ
ま
せ

た
。

第
三
次

　

練
習
を
し
て
（
七
・
八
時
間
目
）、
音
読
劇
発
表
会

を
行
っ
た
（
九
時
間
目
）。
ク
ラ
ス
で
複
数
の
グ
ル
ー

プ
が
で
き
た
の
で
、
お
互
い
の
音
読
劇
を
真
剣
に
聞

き
合
う
こ
と
が
で
き
た
。

五
　
お
わ
り
に

　
「
登
場
人
物
に
な
り
き
っ
て
、
音
読
劇
を
し
よ
う
」

を
最
終
目
標
に
し
て
、
学
習
を
進
め
て
き
た
。
単
元

を
構
想
す
る
中
で
、
特
に
意
識
し
た
の
は
、
第
二
次

の
学
習
を
音
読
劇
と
い
う
ゴ
ー
ル
に
向
か
っ
て
充
実

さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
。

　

今
後
も
子
ど
も
た
ち
の
読
む
力
を
育
て
る
授
業
づ

く
り
を
心
が
け
て
い
き
た
い
。

か
ん
ば
や
し　

み
き 

千
代
田
町
立
東
小
学
校
教
諭
。
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