
    

「
あ
い
し
て
い
る
か
ら
」 

一
年
生
だ
か
ら
こ
そ
音
読
を
生
か
し
た
指
導
を 

─ 

会
話
文
と
繰
り
返
し
の
描
写
が
あ
る
物
語 

─ 

  

「
身
ぶ
り
の
は
た
ら
き
」 

説
明
文
の
読
み
に
必
要
な
再
現
や
実
感 

─ 

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
本
当
に
身
近
な
話
題 

─ 

  

「
洪
庵
の
た
い
ま
つ
」 

伝
記
教
材
に
お
け
る
作
者
の
位
置
づ
け 

─ 

司
馬
遼
太
郎
の
描
く
伝
記 

─ 

読
み
の
力
を
高
め
る
学
習
指
導 

 

今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
「
読
み
の
力
」
は
、
文
章

を
正
確
に
理
解
す
る
だ
け
で
な
く
、
読
み
取
っ
た
こ

と
を
も
と
に
考
え
た
り
表
現
し
た
り
す
る
こ
と
に
つ

な
げ
る
力
で
す
。 

そ
う
い
っ
た
力
を
つ
け
る
た
め
、
子
ど
も
た
ち
の

実
態
に
応
じ
、
教
材
文
の
特
質
を
生
か
し
た
学
習
指

導
の
開
発
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

『
小
学
生
の
国
語
』
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
年
の
発

達
段
階
に
即
し
て
、子
ど
も
た
ち
を
知
的
に
刺
激
し
、

楽
し
く
力
の
つ
く
学
習
指
導
に
適
し
た
教
材
を
配
列

し
て
い
ま
す
。 

今
回
は
、
『
小
学
生
の
国
語
』
の
「
読
む
こ
と
」

の
教
材
の
中
か
ら
、
一
年
「
あ
い
し
て
い
る
か
ら
」
、

三
年
「
身
ぶ
り
の
は
ら
た
き
」
、
五
年
「
洪
庵
の
た

い
ま
つ
」
の
三
教
材
を
ご
紹
介
し
、
読
み
の
力
を
高

め
る
た
め
の
具
体
的
な
手
立
て
を
ご
提
案
し
ま
す
。 

教
材
・
授
業
研
究
、
ご
実
践
に
ご
活
用
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。 
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一
年
生
だ
か
ら
こ
そ
音
読
を
生
か
し
た
指
導
を 

─ 

会
話
文
と
繰
り
返
し
の
描
写
が
あ
る
物
語 

─ 

 

１ 

一
年
生
が
気
づ
く
繰
り
返
し
の
言
葉 

「
だ
っ
て
、
あ
い
し
て 
い
る
ん
だ
も
ん
。」 

一
下
の
教
材
「
あ
い
し
て
い
る
か
ら
」
の
印
象
的

な
文
で
あ
る
。
こ
の
文
は
、
物
語
の
中
で
二
度
語
ら

れ
る
。
同
じ
言
葉
を
繰
り
返
し
て
、
場
面
や
文
脈
に

よ
る
違
い
が
描
か
れ
て
い
る
教
科
書
教
材
は
、
多
く

は
な
い
。
こ
こ
に
、
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。 

同
じ
言
葉
を
音
読
す
る
際
に
は
、
指
摘
を
し
な
け

れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
は
同
じ
よ
う
に
読
む
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、「
本
当
に
同
じ
で
い
い
の
か
」
と
問
え
ば
、

子
ど
も
た
ち
は
繰
り
返
さ
れ
た
言
葉
の
意
味
の
違
い

に
着
目
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
ど
の
よ
う
に

声
に
出
し
て
読
む
か
」
と
い
う
表
現
に
対
す
る
課
題

が
、
物
語
の
読
み
取
り
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。 

 

２ 

教
材
の
特
徴 

本
教
材
の
物
語
は
、
主
人
公
モ
ー
ル
く
ん
が
ひ
な

ど
り
を
見
つ
け
、
檻
の
中
で
飼
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

る
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
行
っ
た
丘
で
風
に
吹
か
れ
、

空
を
自
由
に
飛
ぶ
鳥
の
存
在
や
飛
び
回
る
楽
し
さ
を

実
感
し
た
こ
と
か
ら
、
成
長
し
た
ひ
な
を
自
分
で
檻

か
ら
放
し
て
あ
げ
る
お
話
で
あ
る
。 

展
開
は
、
主
人
公
の
行
動
に
沿
っ
て
い
る
。
ま
た
、

多
く
の
会
話
文
の
後
に
は
、
誰
の
言
葉
で
あ
る
か
が

書
か
れ
て
い
る
た
め
、
登
場
人
物
の
関
わ
り
合
い
も

捉
え
や
す
い
。さ
ら
に
、山
場
か
ら
結
末
に
至
る
主
人

公
の
心
情
は
、決
意
や
葛
藤
、哀
愁
が
漂
う
複
雑
な
も

の
で
あ
る
。子
ど
も
た
ち
に
は
、こ
と
り
を
思
い
や
る

モ
ー
ル
く
ん
の
あ
た
た
か
い
心
情
を
感
じ
さ
せ
た
い
。 

 
３ 
音
読
を
生
か
し
た
指
導 

本
教
材
の
学
習
価
値
を
最
大
限
に
生
か
す
た
め
に

は
、音
読
が
不
可
欠
で
あ
る
。一
年
生
の
教
室
で
は
、

読
む
こ
と
の
学
習
と
し
て
、
音
読
に
力
点
が
置
か
れ

る
。
物
語
に
親
し
む
き
っ
か
け
で
あ
り
、
声
を
鍛
え

る
意
味
で
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。 

「
音
読
指
導
」と「
音
読
を
生
か
し
た
指
導
」は
異
な

る
。
前
者
は
、
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
る
指
導
事

項
ア
に
関
す
る
指
導
で
あ
る
。
後
者
は
、
読
み
深
め

る
た
め
に
音
読
と
い
う
言
語
活
動
を
行
う
。
音
読
を

生
か
し
た
指
導
は
、
音
読
と
い
う
ど
の
子
に
で
も
で

き
る
言
語
活
動
だ
か
ら
こ
そ
大
き
な
効
果
を
発
揮
す

る
。
た
だ
し
、
物
語
の
構
造
や
表
現
に
左
右
さ
れ
る
。

具
体
的
に
は
、会
話
文
と
繰
り
返
し
の
描
写
で
あ
る
。

本
教
材
は
、
そ
の
要
件
を
十
分
に
満
た
し
て
い
る
。 

１年 
◆◆◆ 

物語 

あ
い
し
て
い
る
か
ら 

1 下 

4 ページ 
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４ 
会
話
文
に
絞
っ
た
教
材
文
の
提
示 

会
話
文
は
、
登
場
人
物
に
同
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
音
読
が
変
化
す
る
顕
著
な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

本
教
材
は
、
会
話
文
を
読
む
こ
と
で
大
体
の
展
開
や

登
場
人
物
の
心
情
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
語

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
て
の
叙
述
を
全
体
で
取

り
上
げ
る
必
要
は
な
い
。
会
話
文
を
意
図
的
に
選
ん

で
提
示
す
る
。
提
示
さ
れ
た
会
話
文
に
、
説
明
を
加

え
、
想
像
を
生
み
だ
す
の
は
子
ど
も
た
ち
で
あ
る
。 

会
話
文
を
短
冊
で
提
示
す
る
だ
け
で
、
次
の
二
つ

の
学
習
を
し
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

○
だ
れ
の
言
葉
か
な
？ 

□ア
「
と
び
た
と
う
と 

し
て 

い
る
の
よ
。」 

□イ
「
は
な
し
て 

や
ら
な
き
ゃ
。」 

□ウ
「
い
や
だ
！
」 

□エ
「
ぼ
う
や
、
さ
ん
ぽ
に 

い
こ
う
か
」 

マ
マ
・
パ
パ
・
モ
ー
ル
く
ん
・
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の

四
人
の
会
話
文
で
あ
る
。
本
教
材
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
人
物
の
登
場
場
面
が
見
事
に
分
か
れ
る
。
前
半
に

マ
マ
・
パ
パ
、
後
半
に
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
全
体
を
通

し
て
モ
ー
ル
く
ん
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
会
話
の

主
を
探
す
だ
け
で
、
場
面
の
大
ま
か
な
状
況
も
つ
か

ん
で
し
ま
う
。 

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
会
話
文
は
、
こ
と
り
の
飼
育

に
対
す
る
立
場
の
表
明
に
も
な
っ
て
い
る
。
□ア
と

□イ
が
同
じ
考
え
で
あ
る
こ
と
、
□ウ
が
反
対
意
見
で

あ
る
こ
と
、□エ
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
言
葉
が
異
質
で

あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。 

 ○
お
話
の
順
番
は
？ 

モ
ー
ル
く
ん
の
会
話
文
に
着
目
す
る
と
、
こ
と
り

に
対
す
る
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

□ア
「
と
り
っ
て
、
そ
ら
を 

と
ぶ 

も
ん
な
ん
だ
。」 

□イ
「
ぼ
く
の 

こ
と
り
は
、
し
ん
だ
り 

し
な
い
よ
。」 

□ウ
「
ぼ
く
の 

ペ
ッ
ト
だ
。」 

正
し
い
順
番
は
□イ
・
□ウ
・
□ア
。
モ
ー
ル
く
ん
は

同
じ
こ
と
り
を
見
な
が
ら
、「
ぼ
く
の
こ
と
り
」「
ぼ

く
の
ペ
ッ
ト
」「
と
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
言
葉
を
変

え
て
い
く
。
短
冊
を
並
べ
替
え
る
と
き
の
子
ど
も
た

ち
の
説
明
は
、
モ
ー
ル
く
ん
の
こ
と
り
に
対
す
る
考

え
の
変
化
を
語
る
。
指
導
者
は
子
ど
も
た
ち
が
語
る

説
明
を
板
書
に
整
理
す
る
こ
と
で
、
全
体
を
通
し
た

主
人
公
の
変
化
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

そ
し
て
、
主
人
公
の
変
化
を
振
り
返
り
な
が
ら
、

読
み
取
っ
た
こ
と
を
音
読
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

５ 

対
比
に
よ
る
心
情
の
焦
点
化 

□ア 

だ
っ
て
、 

あ
い
し
て 

い
る
ん
だ
も
ん
。 

□イ 

だ
っ
て
、 

あ
い
し
て 

い
る
ん
だ
も
ん
。 

展
開
部
と
結
末
部
で
語
ら
れ
る
こ
の
二
つ
の
文
は
、

会
話
文
で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
モ
ー
ル
く
ん
の
視
点

に
立
っ
た
語
り
手
の
言
葉
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

□ア
は
、こ
と
り
を
手
放
し
た
く
な
い
一
心
が
込
め
ら

れ
た
愛
着
の
言
葉
、
□イ
は
、一
緒
に
い
た
い
な
が
ら
も

こ
と
り
の
自
由
や
幸
せ
を
願
う
葛
藤
や
哀
愁
を
含
ん

だ
言
葉
で
あ
る
。□イ
に
お
け
る
モ
ー
ル
く
ん
の
心
情

を
、一
年
生
が
自
分
で
ま
と
め
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。 

だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
二
つ
の
文
は
、
続
け
て
音
読

さ
せ
る
こ
と
で
、対
比
的
な
構
造
が
明
ら
か
に
な
る
。 

 

○
ど
ん
な
ふ
う
に
読
む
？ 

「
ど
ん
な
ふ
う
に
読
む
？
」と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
発

問
が
、
物
語
の
核
心
に
迫
る
読
み
を
生
み
出
す
。
音

読
の
工
夫
を
問
え
ば
、子
ど
も
た
ち
は
、前
後
の
モ
ー

ル
く
ん
の
行
動
の
違
い
を
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
。 

一
年
生
の
言
葉
で
は
表
し
き
れ
な
い
モ
ー
ル
く
ん

の
心
情
は
、
音
読
を
通
し
て
味
わ
い
に
変
わ
る
。 

 

６ 

終
わ
り
に 

一
年
生
が
物
語
に
親
し
む
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な

指
導
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
代
表
的

な
も
の
と
し
て
、
動
作
化
や
劇
化
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。「
音
読
を
生
か
し
た
指
導
」
も
同
じ
効
果
を

も
っ
て
い
る
。 
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説
明
文
の
読
み
に
必
要
な
再
現
や
実
感 

─ 

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
本
当
に
身
近
な
話
題 

─ 

 

１ 

生
活
の
中
の
気
づ
き
を
生
む
説
明
文 

授
業
の
中
で
こ
そ
、
子
ど
も
た
ち
の
好
奇
心
を
く

す
ぐ
る
よ
う
な
文
章
を
扱
い
た
い
。
説
明
文
の
魅
力

は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
未
知
の
情
報
を
発
信
し
て
く

れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
未
知
の
情
報
の
中
に
は
、
子

ど
も
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
話
題
も
あ
る
。
見
過
ご

し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
る
と
、
改
め
て

そ
の
価
値
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
生
活
の
中
に
あ
る
気

づ
き
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
説
明
文

を
読
ん
で
知
っ
た
こ
と
や
気
づ
い
た
こ
と
が
生
活
の

中
で
体
験
・
実
感
で
き
る
貴
重
な
機
会
に
な
る
。 

「
身
ぶ
り
の
は
た
ら
き
」
は
、
ま
さ
に
そ
の
典
型
と

い
え
る
。
身
ぶ
り
と
い
う
誰
で
も
日
常
的
に
行
う
こ

と
を
話
題
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
身
ぶ
り

は
教
室
で
実
際
に
行
え
る
ほ
ど
、
身
近
な
行
為
で
あ

る
。 

 

２ 

教
材
の
特
徴 

ふ
だ
ん
、
身
ぶ
り
を
意
識
し
て
使
っ
て
い
る
子
ど

も
た
ち
は
少
な
い
。
本
教
材
は
、
子
ど
も
た
ち
が
気

づ
か
な
い
う
ち
に
使
っ
て
い
る
身
ぶ
り
の
効
果
に
つ

い
て
述
べ
た
文
章
で
あ
る
。
身
ぶ
り
の
効
果
を
知
っ

た
子
ど
も
た
ち
は
、
読
ん
だ
直
後
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

身
ぶ
り
を
使
い
始
め
る
。 

文
章
の
構
成
は
、「
は
じ
め
」・「
中
」・「
終
わ
り
」

が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。「
中
」
の
部
分
は
、
三
つ
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
つ
は
、「
言
葉
の
代
わ
り

を
す
る
」「
言
葉
で
表
せ
な
い
こ
と
を
示
す
」「
言
葉

と
一
緒
に
な
っ
て
気
持
ち
を
深
く
伝
え
る
」
と
い
う

身
ぶ
り
の
効
果
に
つ
い
て
述
べ
た
事
例
で
あ
る
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
の
最
後
の
一
文
は
、「
こ
れ
ら
の

身
ぶ
り
は
、○
○
と
い
う
は
た
ら
き
を
し
て
い
ま
す
。」

と
い
う
文
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
意
図
的
に
同
じ

述
べ
方
が
使
わ
れ
て
お
り
、
子
ど
も
た
ち
が
三
つ
の

事
例
に
小
見
出
し
を
つ
け
る
学
習
が
展
開
で
き
る
。 

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
に
は
図
が
提
示
し
て
あ

り
、「
図
１
の
よ
う
に
」
と
文
章
に
組
み
込
ま
れ
て
い

る
。
図
と
文
章
と
の
関
係
が
わ
か
り
や
す
く
、
三
年

生
に
適
し
た
資
料
の
読
み
取
り
の
学
習
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

３ 

動
作
化
の
効
果 

動
作
化
は
、
文
学
的
文
章
を
扱
う
指
導
で
行
わ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
動
作
化
は
、
読
む
と
い
う
内
的
な

活
動
を
視
覚
化
で
き
る
有
効
な
指
導
方
法
で
あ
る
。 

し
か
し
、
説
明
的
文
章
の
指
導
に
お
い
て
動
作
化

３年 
◆◆◆ 

説明文 

身
ぶ
り
の
は
た
ら
き 

３年 

182 ページ 
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を
取
り
入
れ
て
い
る
授
業
は
少
な
い
。
動
作
化
を
す

る
に
は
、
説
明
さ
れ
て
い
る
話
題
が
子
ど
も
た
ち
の

生
活
の
中
に
あ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
身
ぶ

り
と
い
う
再
現
可
能
な
話
題
は
貴
重
で
あ
り
、
動
作

化
の
効
果
を
発
揮
で
き
る
数
少
な
い
説
明
文
で
あ
る
。 

 

４ 

問
い
か
け
の
文
の
効
果 

本
教
材
に
は
、「
～
か
。」
の
よ
う
に
問
い
か
け
る

文
が
十
か
所
あ
る
。
問
い
か
け
の
文
を
効
果
的
に
扱

う
こ
と
で
、
次
の
よ
う
な
学
習
が
展
開
で
き
る
。
そ

の
際
、
先
に
述
べ
た
動
作
化
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。 

 ○
問
い
か
け
に
答
え
る 

十
の
問
い
か
け
に
答
え
る
こ
と
で
、
文
章
の
大
体

を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
文
章
に
つ
い

て
の
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
問
い
に

答
え
る
場
面
で
は
、
必
ず
問
わ
れ
る
状
況
や
身
ぶ
り

を
動
作
化
し
、
実
感
と
と
も
に
考
え
て
い
く
。 

第
一
時
に
お
い
て
、
範
読
の
後
、
問
い
か
け
に
答
え

る
時
間
を
設
け
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
が
文
章
全
体
を

と
ら
え
た
状
態
で
、
学
習
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 ○
問
い
か
け
の
違
い
を
考
え
る 

十
の
問
い
か
け
は
、
二
種
類
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
。 

次
の
□ア
と
□イ
は
、「
言
葉
の
代
わ
り
を
す
る
」
身

ぶ
り
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
の
事
例
の
文
で
あ
る
。 

□ア 

よ
ば
れ
て
い
る
の
が
自
分
か
ど
う
か
た
し

か
め
た
い
と
き
、み
な
さ
ん
な
ら
ど
う
し
ま
す
か
。 

□イ 

図
１
の
よ
う
に
、自
分
の
鼻
を
人
さ
し
指
で

さ
す
と
い
う
身
ぶ
り
を
す
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

□ア
は
、
次
の
行
動
を
尋
ね
て
い
る
。
□イ
は
、
身

ぶ
り
を
限
定
し
了
解
を
求
め
て
い
る
。□イ
が
事
例
の

ま
と
め
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
□ア
と
□イ
の
違
い
か

ら
、
□イ
の
文
の
役
割
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
の
事
例
で
も
同
じ
よ
う
な
構
成
で
説
明
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
一
つ
の
事
例
を
全
体
で
読
み
取
れ
ば
、

他
の
事
例
は
自
分
で
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 ○
構
成
を
考
え
る 

１ 

問
い
か
け
の
違
い
に
気
づ
く
こ
と
で
、
文
章
構
成

を
考
え
る
学
習
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
の

文
は
文
章
の
冒
頭
の
一
文
で
あ
る
。 

□ウ 

み
な
さ
ん
は
、
家
族
や
友
だ
ち
、
先
生
た
ち

と
、
毎
日
、
ど
の
よ
う
に
し
て
気
持
ち
や
考
え

を
つ
た
え
合
っ
て
い
ま
す
か
。 

□ウ
は
、
先
ほ
ど
の
例
で
二
種
類
に
分
け
る
と
□ア

と
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
る
。
文
章
を
三
つ
に

分
け
た
と
き
、「
は
じ
め
」
に
は
、
□ア
と
同
じ
グ
ル
ー

プ
に
属
す
る
問
い
か
け
し
か
な
い
。「
な
ぜ
□イ
の
グ

ル
ー
プ
に
入
る
問
い
か
け
が
な
い
の
か
？
」
を
考
え

る
こ
と
で
、「
は
じ
め
」
の
役
割
が
わ
か
っ
て
く
る
。 

 ○
構
成
を
考
え
る 

２ 

十
の
問
い
か
け
の
文
は
、「
は
じ
め
」「
中
」
で
述

べ
ら
れ
、「
終
わ
り
」
に
は
な
い
。
問
い
か
け
の
文
の

位
置
に
気
づ
か
せ
れ
ば
、「
な
ぜ
、『
終
わ
り
』
に
は
、

問
い
か
け
の
文
が
な
い
の
か
」
と
い
う
発
問
が
で
き

る
。子
ど
も
た
ち
は
、そ
の
理
由
と
し
て
、「
終
わ
り
」

の
役
割
や
性
質
を
語
る
こ
と
に
な
る
。 

 ５ 

中
学
年
に
味
わ
わ
せ
た
い
説
明
文
の
お
も
し
ろ
さ 

「
身
ぶ
り
の
は
た
ら
き
」
は
、
問
い
か
け
ら
れ
た
こ

と
を
動
作
化
に
よ
っ
て
再
現
し
な
が
ら
実
感
で
き
る

と
こ
ろ
に
、
最
大
の
教
材
的
価
値
が
あ
る
。
四
年
の

説
明
文
教
材
「
じ
ゃ
ん
け
ん
の
仕
組
み
」
も
、
同
様

の
特
性
を
も
っ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
が
日
常
的
に

行
う
じ
ゃ
ん
け
ん
の
し
く
み
に
つ
い
て
、
方
法
や
勝

敗
確
率
の
検
証
な
ど
を
通
し
て
述
べ
て
い
る
。 

中
学
年
の
子
ど
も
た
ち
は
、
複
数
の
事
例
を
挙
げ

た
説
明
文
を
読
む
。
事
例
が
生
活
の
中
に
あ
る
も
の

な
ら
ば
、
読
ん
だ
こ
と
が
自
分
の
生
活
に
新
し
い
発

見
を
も
た
ら
す
。
文
章
を
読
む
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ

を
実
感
し
、
読
書
の
幅
を
広
げ
て
も
ら
い
た
い
。 
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伝
記
教
材
に
お
け
る
作
者
の
位
置
づ
け 

─ 

司
馬
遼
太
郎
の
描
く
伝
記 

─ 

 

１ 

伝
記
を
扱
っ
た
教
材
に
求
め
ら
れ
る
も
の 

先
人
に
対
す
る
憧
れ
の
高
揚
は
、
伝
記
を
読
む
醍

醐
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
伝
記
を
教
材
と
し
て
扱
う

場
合
、
直
感
的
な
感
想
や
称
賛
だ
け
で
は
読
む
こ
と

の
学
習
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
伝
記
を
教
材
と
し

て
扱
う
か
ら
に
は
、「
伝
記
を
読
む
」
だ
け
で
な
く
、

「
伝
記
の
読
み
方
を
身
に
つ
け
る
学
習
」「
伝
記
を
読

ん
で
考
え
る
学
習
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
の
た
め
に
は
、
伝
記
か
ら
読
み
取
る
こ
と
、
こ

ど
も
た
ち
が
考
え
る
こ
と
を
、
焦
点
化
し
て
指
導
す

る
必
要
が
あ
る
。 

 

２ 

伝
記
か
ら
読
み
取
る
「
作
者
の
考
え
」 

伝
記
の
叙
述
は
、
主
に
「
人
物
に
つ
い
て
の
描
写
」

「
事
実
の
説
明
」「
作
者
の
考
え
」
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。 

特
に
、「
作
者
の
考
え
」
は
、
伝
記
教
材
の
大
き
な

特
徴
で
あ
る
。
人
物
の
生
き
方
や
業
績
に
対
す
る
作

者
の
価
値
づ
け
が
述
べ
ら
れ
た
叙
述
と
い
え
る
。 

学
習
指
導
要
領
で
は
、
高
学
年
に
お
い
て
、「
伝
記

を
読
み
、自
分
を
見
つ
め
直
し
、生
き
方
を
考
え
る
」

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず

描
か
れ
た
人
物
の
生
き
方
を
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
こ
で
「
作
者
の
考
え
」
の
読
み
取
り
が

ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。 

次
の
二
つ
の
発
問
の
違
い
に
注
目
し
た
い
。 

 

Ａ 

伝
記
に
描
か
れ
た
人
物
の
生
き
方
に
つ
い
て

ど
う
考
え
ま
す
か
？ 

Ｂ 

作
者
は
伝
記
に
描
い
た
人
物
の
生
き
方
に
つ

い
て
ど
う
考
え
て
い
ま
す
か
？ 

 

Ａ
は
、
先
に
引
用
し
た
学
習
指
導
要
領
の
言
葉
を

発
問
の
か
た
ち
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
生
き
方
と
い

う
非
常
に
抽
象
的
な
概
念
に
つ
い
て
、
直
接
考
え
さ

せ
る
発
問
に
な
っ
て
い
る
。 

Ｂ
は
、「
作
者
の
考
え
」に
つ
い
て
の
問
い
で
あ
る
。

作
者
の
価
値
づ
け
に
つ
い
て
意
見
を
も
つ
こ
と
が
、

「
生
き
方
」
を
考
え
る
第
一
歩
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ａ

を
問
う
た
め
に
は
、
Ｂ
の
問
い
に
答
え
ら
れ
る
指
導

を
行
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

教
材
の
特
徴 

「
洪
庵
の
た
い
ま
つ
」
は
、
緒
方
洪
庵
の
生
涯
に
つ

い
て
描
か
れ
て
い
る
。
数
多
く
の
歴
史
小
説
を
手
が

け
た
司
馬
遼
太
郎
が
、
教
科
書
の
た
め
に
書
き
下
ろ

し
た
文
章
で
あ
る
。 

５年 
◆◆◆ 

伝記 

洪
庵
の
た
い
ま
つ 

５年 

112 ページ 

､ 
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伝
記
は
、
描
か
れ
る
人
物
の
視
点
と
作
者
の
視
点

が
混
在
す
る
場
合
が
多
い
。
本
作
は
、
全
文
を
通
し

て
作
者
の
視
点
で
語
ら
れ
て
い
る
。「
作
者
の
考
え
」

を
読
み
取
る
た
め
に
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
作
者

の
視
点
で
あ
る
。 

ま
た
、
冒
頭
や
結
び
に
は
、
作
者
の
緒
方
洪
庵
の

生
き
方
に
対
す
る
価
値
づ
け
、
つ
ま
り
「
作
者
の
考

え
」
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

五
年
生
で
も
、
学
級
の
全
員
が
作
者
の
視
点
を
意

識
し
、「
作
者
の
考
え
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

教
材
と
い
え
る
。 

 ４ 

「
作
者
の
考
え
」
を
も
と
に
し
た
指
導
展
開 

○
「
司
馬
遼
太
郎
の
考
え
」
を
読
み
取
る 

次
の
二
つ
の
文
を
提
示
す
る
。 

□ア 

世
の
た
め
に
つ
く
し
た
人
の
一
生
ほ
ど
、美

し
い
も
の
は
な
い
。（
112
ペ
ー
ジ 

1
行
目
） 

□イ 

か
れ
の
偉
大
さ
は
、
自
分
の
火
を
、
弟
子
た

ち
の
一
人
一
人
に
移
し
続
け
た
こ
と
で
あ
る
。 

（
122
ペ
ー
ジ 

11
行
目
） 

「
□ア
と
□イ
は
、
誰
が
語
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
？
」 

「
司
馬
遼
太
郎
が
語
っ
て
い
な
い
言
葉
は
あ
り
ま

す
か
？
」 

と
い
う
発
問
で
、
作
者
の
視
点
が
確
認
で
き
る
。
同

時
に
、
□ア
と
□イ
の
文
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
、

「
作
者
の
考
え
」
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

根
拠
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
緒
方
洪
庵
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か

ら
子
ど
も
た
ち
が
価
値
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

○
司
馬
遼
太
郎
の
考
え
と
自
分
の
考
え
を
比
較
す
る 

次
の
文
は
、
文
章
の
最
後
の
一
文
で
あ
る
。 

□ウ 

後
世
の
わ
た
し
た
ち
は
、洪
庵
に
感
謝
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
122
ペ
ー
ジ 

14
行
目
） 

「
洪
庵
の
た
い
ま
つ
」
で
は
、
緒
方
洪
庵
の
業
績
に

対
し
て
、
他
者
へ
の
影
響
を
最
大
の
価
値
と
し
て
描

い
て
い
る
。だ
か
ら
こ
そ
、□ウ
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

た
だ
し
、
先
に
提
示
し
た
□ア
・
□イ
と
は
、
大
き
く

異
な
る
。
三
つ
の
文
を
比
べ
る
こ
と
で
、
□ウ
が
読
者

に
訴
え
か
け
る
文
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
子
ど
も

た
ち
に
対
し
て
□ア
・
□イ
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を

求
め
て
も
、
答
え
は
決
ま
っ
て
い
る
。
自
分
た
ち
に

訴
え
か
け
ら
れ
て
い
る
□ウ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

で
、
司
馬
遼
太
郎
に
答
え
る
「
自
分
の
考
え
」
が
で

き
る
。 

 

５ 

伝
記
教
材
を
生
か
し
た
読
書
活
動 

伝
記
を
扱
う
際
に
は
、
教
材
を
読
ん
だ
後
、
自
分

が
興
味
の
あ
る
人
物
を
選
び
、
そ
の
人
物
の
伝
記
を

読
む
活
動
を
設
定
す
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
際
は
、

主
教
材
と
な
ん
ら
か
の
つ
な
が
り
が
あ
る
人
物
を
選

ぶ
必
要
が
あ
る
。 

本
教
材
で
あ
れ
ば
、
洪
庵
の
次
の
時
代
を
生
き
た

人
物
を
読
む
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。洪
庵
の
功
績「
た

い
ま
つ
」を
受
け
継
い
だ
人
物
を
知
る
機
会
に
な
る
。

本
文
で
は
「
大
村
益
次
郎
」「
福
沢
諭
吉
」
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
伝
記
の
続
き
を
読
む
と
も
言
え
る
魅
力

的
な
読
書
活
動
に
な
る
。 

さ
ら
に
、
作
者
が
司
馬
遼
太
郎
で
あ
れ
ば
、
当
然

他
の
作
品
に
読
書
活
動
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
場
合
、
た
だ
読
む
の
で
は
伝
記
を
読
ん
だ
学
び

が
生
か
さ
れ
な
い
。
伝
記
は
人
物
を
描
い
た
文
章
で

あ
る
と
い
う
特
徴
を
生
か
し
た
い
。「
司
馬
遼
太
郎
の

描
く
人
物
を
読
も
う
」
と
題
し
た
読
書
が
始
ま
る
。 

 

６ 

伝
記
教
材
の
系
統
的
な
学
習 

伝
記
を
扱
う
学
習
は
高
学
年
に
限
ら
れ
て
い
る
。

五
年
で
扱
う
の
か
、
六
年
で
扱
う
の
か
、
そ
の
両
方

で
扱
う
の
か
、
大
き
な
問
題
で
あ
る
。 

三
省
堂
の
教
科
書
に
お
い
て
は
、
五
年
・
六
年
、

と
も
に
伝
記
が
教
材
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
二

学
年
の
段
階
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
伝
記
を
系
統

的
な
教
材
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。 

五
年
で
伝
記
の
読
み
方
を
習
得
す
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
六
年
で
は
、
習
得
し
た
読
み
方
を
生
か
し
て
「
自

分
の
生
き
方
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 
三省堂『小学生の国語』「読むこと」の教材一覧 

 

 

説明文 物語 
教材名 筆者 教材名 作者 

１
年 

しっぽしっぽ 

ぼうしのはたらき 

なにができるかな 

堀浩 

横矢真理 

中村智彦 

にくをくわえたいぬ 

どうぞのいす 

おおきなかぶ 

あいしているから 

いなばの白ウサギ 

夕日のしずく 

川崎洋 

香山美子 

A･トルストイ 

M･ニューマン 

宮川ひろ 

あまんきみこ 

２
年 

つばめのすだち 

たねのたび 

紙パックで，こまを作ろう 

本若博次 

中西弘樹 

今井美佐 

たろうのともだち 

お手紙 

きつねのおきゃくさま 

かさこじぞう 

フレデリック 

村山桂子 

A･ローベル 

あまんきみこ 

岩崎京子 

L･レオニ 

３
年 

米と麦 

「農業」をする魚 

身ぶりのはたらき 

吉田久 

新田末広 

東山安子 

ピータイルねこ 

うさぎのさいばん 

わすれられないおくり物 

おにたのぼうし 

岡田淳 

キム･セシル 

S･バーレイ 

あまんきみこ 

４
年 

打ち上げ花火のひみつ 

月のかげ絵 

じゃんけんの仕組み 

冴木一馬 

藤井旭 

加藤良平 

白いぼうし 

いわたくんちのおばあちゃん 

ごんぎつね 

あたまにつまった石ころが 

あまんきみこ 

天野夏美 

新美南吉 

C･O･ハースト 

５
年 

「十秒」が命を守る 

動物の「言葉」 人間の「言葉」 

コウノトリが教えてくれた 

松森敏幸 

池上嘉彦 

池田啓 

カニモトくん 

競走 

洪庵のたいまつ 

大造じいさんとガン 

ときありえ 

佐藤雅彦 

司馬遼太郎 

椋鳩十 

６
年 

宇宙時代を生きる 

「なべ」の国，日本 

猿橋勝子 

二十一世紀に生きる君たちへ 

野口聡一 

渡辺あきこ 

堀切和雅 

司馬遼太郎 

竜 

紅鯉 

まほう使いのチョコレート･ケーキ 

雪わたり 

今江祥智 

丘修三 

M･マーヒー 

宮沢賢治 
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