
    

「
た
ね
の
た
び
」 

順
序
と
い
う
大
事
な
考
え
方
を
扱
う
学
習 

─ 

筆
者
に
な
り
き
っ
て「
た
ね
の
た
び
」を
説
明
し
よ
う 

─ 

  

「
い
わ
た
く
ん
ち
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」 

物
語
の
構
造
で
作
品
を
と
ら
え
る 

─ 

二
つ
の
時
代
を
結
ぶ
戦
争
の
体
験
と「
家
族
写
真
」
─ 

  

「
紅
鯉
」 

人
物
関
係
図
を
生
か
し
た
読
む
こ
と
の
指
導 

─ 

さ
ま
ざ
ま
な
関
係
の
中
で
揺
れ
動
く「
ぼ
く
」の
思
い 

─ 

教
材
文
の
特
質
を
生
か
し
た 

わ
か
り
や
す
い
学
習
指
導 

 「
読
み
の
力
」
を
高
め
る
た
め
に
は
、
指
導
内
容
に

適
し
た
教
材
が
必
要
で
す
。
ま
た
一
方
で
、
そ
れ
ら

の
教
材
文
の
特
質
を
生
か
し
た
学
習
指
導
が
求
め
ら

れ
ま
す
。 

『
小
学
生
の
国
語
』
で
は
、
わ
か
り
や
す
く
力
の
つ

く
学
習
指
導
を
全
学
年
で
実
現
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ

れ
の
学
年
の
指
導
内
容
に
適
し
た
教
材
を
、
系
統
的

に
配
列
し
て
い
ま
す
。 

今
回
は
、「
特
集 

読
み
の
力
を
高
め
る
学
習
指
導
」

の
第
二
弾
と
し
て
、
二
年
「
た
ね
の
た
び
」、
四
年

「
い
わ
た
く
ん
ち
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
、
六
年
「
紅べ

ん

鯉ご
い

」

の
三
教
材
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
教
材
文
の
特
質
を
生

か
し
た
言
語
活
動
や
、
子
ど
も
た
ち
の
思
考
を
促
す

発
問
な
ど
、
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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順
序
と
い
う
大
事
な
考
え
方
を
扱
う
学
習 

─ 

筆
者
に
な
り
き
っ
て
「
た
ね
の
た
び
」
を
説
明
し
よ
う 

─ 

 

１ 

順
序
と
は 

低
学
年
の
説
明
的
な
文
章
の
読
解
指
導
で
は
、
常

に
「
順
序
」
と
い
う
指
導
事
項
が
意
識
さ
れ
る
。
日

常
的
に
も
よ
く
耳
に
す
る
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
指
導
の
際
は
、
扱
い
の
難
し
い
考
え
方
で
あ

る
。
問
題
は
、
一
口
に
順
序
と
い
っ
て
も
、
多
様
な

規
則
性
や
効
果
が
含
ま
れ
る
点
で
あ
る
。 

学
習
指
導
要
領
で
は
、
順
序
に
つ
い
て
大
き
く
三

つ
示
し
て
い
る
。「
時
間
的
な
順
序
」「
事
柄
の
順
序
」

「
文
章
表
現
上
の
順
序
」
で
あ
る
。 

指
導
の
際
は
、
教
材
文
に
表
れ
る
順
序
が
ど
の
よ

う
な
規
則
性
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
特
定
す
る
。
そ

し
て
、
順
序
が
も
た
ら
す
効
果
を
子
ど
も
た
ち
に
読

み
取
ら
せ
る
手
立
て
が
必
要
と
な
る
。 

指
導
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関

係
に
気
づ
か
せ
る
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

２ 

筆
者
を
意
識
し
た
読
み 

文
章
に
お
け
る
順
序
や
そ
の
効
果
を
低
学
年
の
子

ど
も
た
ち
が
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
筆
者
を
意
識
す

る
こ
と
が
手
立
て
と
な
る
。
順
序
に
対
し
て
、
筆
者

が
な
ん
の
た
め
に
行
っ
た
工
夫
な
の
か
を
考
え
る
こ

と
で
、
課
題
が
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
な
る
。
指
導
者

も
「
筆
者
は
ど
う
し
て
…
…
」
と
い
う
問
い
を
、
一

貫
し
て
投
げ
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
が
気
づ
く

順
序
や
そ
の
効
果
を
、
教
材
と
な
る
文
章
が
備
え
て

い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
関
連
性
が
薄
い

も
の
で
あ
っ
た
り
、
一
貫
性
が
な
か
っ
た
り
し
た
場

合
は
、
指
導
が
難
し
く
な
る
。 

二
年
の
教
材
「
た
ね
の
た
び
」
は
、
事
例
の
説
明

や
挙
げ
ら
れ
る
段
落
の
順
序
が
、
驚
く
ほ
ど
意
図
的

に
関
連
し
て
構
成
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
。 

 ３ 

教
材
に
つ
い
て 

「
た
ね
の
た
び
」
は
、
植
物
が
繁
殖
の
た
め
に
種
を

使
っ
て
行
う
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
に
つ
い
て
述
べ
た
説

明
的
な
文
章
で
あ
る
。
構
成
は
典
型
的
な
尾
括
型
で

あ
り
、
オ
オ
オ
ナ
モ
ミ
、
タ
ン
ポ
ポ
、
カ
ラ
ス
ノ
エ

ン
ド
ウ
を
事
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。 

本
教
材
に
は
、
二
つ
の
順
序
が
含
ま
れ
て
い
る
。

□ア
事
例
に
挙
げ
ら
れ
た
植
物
の
種
の
繁
殖
に
関
す

る
説
明
の
順
序
、
□イ
事
例
を
挙
げ
る
順
序
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
に
関
わ
る
段
落
は
、
そ
れ
ぞ
れ
無
理
の
な

い
順
序
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
が
順
序

２年 
◆◆◆ 

説明文 

た
ね
の
た
び 

２年 

128 ページ 
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に
気
づ
き
、
筆
者
の
意
図
を
意
識
す
る
学
習
に
適
し

た
教
材
で
あ
る
。 

 ４ 

順
序
の
効
果
を
読
み
取
る
た
め
の
指
導 

順
序
の
効
果
を
読
み
取
る
た
め
に
は
、
ま
ず
順
序

に
気
づ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。そ
し
て
、筆
者
を
意

識
し
て
順
序
の
効
果
を
考
え
、文
章
全
体
を
読
み
取
る
。 

 

○
順
序
の
工
夫
に
気
づ
く 

先
に
述
べ
た
本
教
材
の
二
つ
の
順
序
と
そ
の
効
果

は
、
異
な
る
も
の
で
あ
る
。 

□ア
の
事
例
の
説
明
の
順
序
は
、
①
「
種
が
運
ば
れ

る
方
法
」、
②
「
種
そ
の
も
の
の
特
徴
」、
③
「
①
の

方
法
を
可
能
に
す
る
条
件
」、
④
「
③
の
条
件
を
満
た

す
た
め
の
生
態
」、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

た
だ
し
、
□ア
の
順
序
は
、
三
つ
の
事
例
が
い
ず
れ

も
同
じ
順
序
で
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て

こ
そ
、
意
味
を
も
つ
。
三
つ
の
事
例
に
お
い
て
、
③

は
、
必
ず
「
で
も
」
と
い
う
接
続
語
で
始
ま
る
。
こ

こ
に
着
目
す
る
こ
と
で
、□ア
に
関
す
る
順
序
に
気
づ

く
こ
と
が
で
き
る
。
三
つ
の
事
例
が
同
じ
順
序
で
説

明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
、
読
み
手
に
わ
か

り
や
す
く
伝
え
る
効
果
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
押
さ

え
た
い
。 

□イ
の
事
例
を
挙
げ
る
順
序
は
、文
章
全
体
に
関
わ

る
も
の
で
、
カ
ラ
ス
ノ
エ
ン
ド
ウ
の
事
例
を
強
調
す

る
効
果
を
も
っ
て
い
る
。「
力
を
か
り
ず
に
、
自
分
で

種
を
と
ば
し
ま
す
。」
と
い
う
言
葉
に
着
目
し
て
、
筆

者
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
に
な
る
。「
こ
の
よ
う
に
、

…
…
」
に
述
べ
ら
れ
る
一
文
に
着
目
す
れ
ば
、
事
例

の
順
序
と
の
関
連
に
気
づ
く
こ
と
も
で
き
る
。 

 

○
筆
者
を
意
識
し
て
順
序
の
効
果
を
考
え
る 

筆
者
を
意
識
す
る
た
め
に
、
筆
者
と
イ
ン
タ
ビ
ュ

ア
ー
に
な
り
き
る
活
動
を
設
定
す
る
。
ペ
ア
で
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
し
合
っ
た
り
、
ノ
ー
ト
に
吹
き
出
し
を
付

け
て
ま
と
め
た
り
す
る
。
□ア
・
□イ
の
順
序
に
つ
い
て

も
こ
の
活
動
の
中
で
と
ら
え
さ
せ
ら
れ
る
。
指
導
の

ポ
イ
ン
ト
は
、
何
を
尋
ね
さ
せ
る
か
で
あ
る
。
順
序
が

生
み
出
す
効
果
に
つ
い
て
質
問
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。 

Ｑ 
三
つ
の
植
物
の
種
が
同
じ
順
番
で
説
明
さ
れ

て
い
る
の
は
な
ぜ
で
す
か
？ 

□ア
に
つ
い
て
の
質
問
で
あ
る
。「
質
問
作
り
」
と

い
う
展
開
で
も
、「
文
章
か
ら
答
え
を
考
え
る
」
と
い

う
展
開
で
も
設
定
で
き
る
。 

次
に
、
□イ
に
つ
い
て
の
質
問
と
、
想
定
さ
れ
る
答

え
で
あ
る
。 

Ｑ 

ど
う
し
て
、
オ
オ
オ
ナ
モ
ミ
、
タ
ン
ポ
ポ
、

カ
ラ
ス
ノ
エ
ン
ド
ウ
と
い
う
順
番
で
説
明
し

た
の
で
す
か
？ 

Ａ 

自
分
の
力
で
種
を
運
ぶ
カ
ラ
ス
ノ
エ
ン
ド
ウ

の
工
夫
を
強
く
伝
え
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。 

Ａ 

だ
ん
だ
ん
難
し
い
方
法
で
運
ば
れ
る
も
の
を

紹
介
し
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。 

質
問
の
答
え
は
、
一
つ
で
は
な
い
。
答
え
を
全
体

で
吟
味
す
る
こ
と
で
、
読
み
取
っ
た
こ
と
を
整
理
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

指
導
者
は
、
順
序
の
規
則
性
や
効
果
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
見
取
る
必
要
が
あ
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
授
業
の
中
で
順
序
の
効
果
や
工
夫
を

説
明
す
る
言
葉
が
明
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
例
え
ば
、「
読
ん
で
い
る
人
に
」「
強
く
伝
え
た

い
」「
わ
か
り
や
す
く
」
な
ど
で
あ
る
。 

 ５ 

年
間
を
通
し
た
指
導 

二
年
の
三
学
期
に
は
「
紙
パ
ッ
ク
で
、
こ
ま
を
作

ろ
う
」
と
い
う
教
材
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
お
も
ち
ゃ

作
り
に
つ
い
て
、
手
順
や
遊
び
方
を
述
べ
た
説
明
的

な
文
章
で
あ
る
。
身
近
な
話
題
で
も
あ
り
、
作
業
の

順
序
を
読
み
取
る
こ
と
に
適
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
た
ね
の
た
び
」と
は
異
な
る
規
則
性
や
効
果
を
も
っ

た
順
序
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。 

一
つ
の
教
材
で
さ
ま
ざ
ま
な
順
序
に
つ
い
て
扱
う

の
で
な
く
、
教
材
文
に
応
じ
た
学
習
指
導
を
年
間
を

通
し
て
行
う
必
要
が
あ
る
。 
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物
語
の
構
造
で
作
品
を
と
ら
え
る 

─ 

二
つ
の
時
代
を
結
ぶ
戦
争
の
体
験
と
「
家
族
写
真
」
─ 

 

１ 

物
語
の
構
造
を
読
む 

文
学
的
な
文
章
を
読
ん
で
物
語
の
構
造
を
と
ら
え

る
学
習
を
す
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。中
学
年
で
は
、

場
面
の
移
り
変
わ
り
を
と
ら
え
て
作
品
を
読
む
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
場
面
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て

い
る
の
か
、
作
品
全
体
が
ど
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ

て
い
る
の
か
、
深
く
読
み
味
わ
う
た
め
に
必
要
な
読

み
の
力
で
あ
る
。 

物
語
の
構
造
は
、
場
面
の
場
所
や
時
間
、
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
性
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
に
よ
っ
て
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

例
え
ば
同
じ
作
品
の
中
で
、過
去（
回
想
）・
現
在
・

未
来
を
描
く
も
の
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
で
あ
れ
ば

現
実
と
非
現
実
と
が
移
り
変
わ
る
も
の
が
こ
れ
に
当

た
る
。
ま
た
、
作
品
に
よ
っ
て
は
二
重
、
三
重
の
構

造
を
も
つ
こ
と
も
あ
る
。 

中
学
年
で
は
、
時
間
や
場
所
と
い
っ
た
、
子
ど
も

た
ち
が
と
ら
え
や
す
い
要
素
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
構

造
を
も
つ
作
品
を
通
し
て
指
導
し
た
い
。 

さ
ら
に
、
物
語
の
構
造
に
関
す
る
指
導
に
お
い
て

重
要
な
こ
と
は
、
構
造
を
と
ら
え
る
こ
と
で
読
み
が

深
ま
る
と
い
う
学
習
を
展
開
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

２ 

作
品
に
つ
い
て 

四
年
の
教
材
に
、「
い
わ
た
く
ん
ち
の
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
本
作
は
、
主
に
原
子
爆

弾
が
投
下
さ
れ
る
日
の
広
島
を
舞
台
に
し
た
文
学
的

な
文
章
で
あ
る
。た
だ
し
、冒
頭
と
結
末
の
場
面
は
、

現
代
で
あ
る
。
当
時
の
広
島
の
様
子
は
、
小
学
校
に

お
け
る
平
和
学
習
と
し
て
、「
い
わ
た
く
ん
の
お
母
さ

ん
」
が
「
い
わ
た
く
ん
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
の
体
験

と
し
て
語
っ
て
い
る
。
約
六
十
年
の
年
月
を
隔
て
る

現
代
・
過
去
・
現
代
と
い
う
物
語
の
構
造
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
構
造
の
価
値
を
考
え
る
こ
と
が
、
作
品

の
深
い
理
解
に
つ
な
が
る
。 

 

３ 

物
語
の
構
造
を
生
か
し
た
指
導 

「
い
わ
た
く
ん
ち
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」に
お
け
る
構

造
は
、
時
間
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
と
過

去
を
意
識
し
て
作
品
を
読
む
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。

現
在
と
過
去
を
意
識
し
て
共
通
点
や
相
違
点
に
気
づ

か
せ
る
と
、
次
の
三
つ
の
こ
と
に
焦
点
化
し
て
読
む

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
子
ど
も
た
ち
が
気
づ

く
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。 

 

４年 
◆◆◆ 

物語 

い
わ
た
く
ん
ち
の 

お
ば
あ
ち
ゃ
ん 

４年 

68 ページ 



5 
 

①
過
去
と
現
代
を
つ
な
ぐ
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
と
「
家

族
写
真
」 

現
代
・
過
去
・
現
代
と
い
う
構
造
の
中
で
、
ど
の

場
面
に
も
共
通
す
る
も
の
、
文
章
全
体
を
通
し
て
存

在
す
る
も
の
が
あ
る
。
時
代
を
生
き
抜
い
た
「
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
」
と
「
家
族
写
真
」
で
あ
る
。 

過
去
に
お
い
て
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
は
、「
ち
づ
こ
」

「
ち
い
ち
ゃ
ん
」
と
し
て
登
場
す
る
。「
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
」
の
存
在
は
、
各
場
面
に
お
け
る
登
場
人
物
の
行

動
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
場
面
の
様
子
の
違
い
と
と

も
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

「
家
族
写
真
」
は
、
場
面
が
現
代
に
戻
っ
た
状
況
で

そ
の
逸
話
が
語
ら
れ
る
。「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
の
心
情

を
読
み
取
る
際
に
、「
家
族
写
真
」
を
生
か
し
た
い
。

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」の
原
爆
投
下
直
後
の
恐
怖
や
混
乱
、

喪
失
感
は
、
場
面
の
描
写
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
家
族
を
失
っ
た
悲
し
み
に

つ
い
て
も
一
様
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら

に
深
く
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
の
心
情
を
想
像
す
る
た

め
に
は
、一
人
ぼ
っ
ち
に
な
っ
て
か
ら「
家
族
写
真
」

を
受
け
取
る
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
の
心
情
に
着
目
す

る
必
要
が
あ
る
。 

 

②
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
の
想
い 

作
品
の
中
で
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
は
、
カ
メ
ラ
を

向
け
ら
れ
る
と
、「
い
や
あ
よ
。」
と
言
っ
て
断
る
。

そ
し
て
、
そ
の
理
由
を
「
ぼ
く
」
は
知
っ
て
い
る
と

作
品
の
最
後
の
一
文
で
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
が
写
真
を
撮
り
た
が
ら
な
い

理
由
は
、
叙
述
と
し
て
描
か
れ
て
い
な
い
。
過
去
で

の
心
情
か
ら
類
推
す
る
こ
と
に
な
る
。 

・
家
族
を
失
っ
た
悲
し
さ
が
よ
み
が
え
る
。 

・
た
っ
た
一
枚
の
写
真
を
大
事
に
し
た
い
。 

子
ど
も
た
ち
の
多
様
な
読
み
が
発
揮
さ
れ
る
。
指

導
者
は
、
①
に
示
し
た
「
家
族
写
真
」
を
受
け
取
っ

た
時
の
心
情
と
関
連
さ
せ
る
よ
う
に
指
導
す
る
必
要

が
あ
る
。 

 

③
事
実
を
伝
え
る
た
め
の
お
話
会 

現
代
の
場
面
で
は
、「
ぼ
く
」
が
平
和
学
習
の
一
環

で
「
い
わ
た
く
ん
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
の
体
験
を
聞

い
て
い
る
。
本
作
が
、
原
爆
投
下
の
悲
惨
な
事
実
だ

け
を
描
く
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
伝
え
る
人
た
ち
を

も
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

本
作
を
通
し
た
学
習
で
は
、次
の
よ
う
な
発
問
で
、

子
ど
も
た
ち
の
文
章
全
体
に
対
す
る
考
え
を
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

な
ぜ
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
は
お
話
会
に
参
加
し

た
の
だ
ろ
う
。 

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
の
体
験
を
語
る
の
は
、「
い
わ

た
く
ん
の
お
母
さ
ん
」
で
あ
る
。
叙
述
に
は
「
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
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

体
験
を
伝
え
る
た
め
に
参
加
し
た
、
と
い
う
単
純
な

想
い
で
は
な
い
。 

③
で
は
、
物
語
の
構
造
を
と
ら
え
た
う
え
で
、
現

代
と
過
去
を
意
識
し
、
先
述
し
た
①
②
を
基
に
考
え

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
過
去
に
つ
い
て
の
読
み
取

り
は
、
現
在
の
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
の
行
動
や
心
情

に
関
連
し
て
い
る
。「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
に
つ
い
て
読

み
取
っ
て
き
た
こ
と
を
整
理
し
、
何
を
想
っ
て
子
ど

も
た
ち
の
前
に
い
る
の
か
、
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
に

す
る
。
現
在
・
過
去
・
現
在
と
い
う
構
造
を
踏
ま
え

た
読
み
取
り
の
場
面
と
な
る
。 

 

４ 

作
品
の
力
を
生
か
し
た
指
導 

「
い
わ
た
く
ん
ち
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
は
、
我
が
国

に
お
け
る
戦
争
と
い
う
悲
劇
を
伝
え
る
作
品
で
あ
る
。

作
品
を
読
み
、
戦
争
に
つ
い
て
自
分
な
り
に
考
え
て

い
く
こ
と
は
、
重
要
な
学
習
で
あ
る
。
文
章
を
通
し

て
伝
わ
る
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。 

メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
強
い
作
品
は
、
描
写
や
構
造
に

特
徴
が
あ
る
。戦
争
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

作
品
の
力
を
生
か
し
た
読
み
の
指
導
を
実
現
し
た
い
。 
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人
物
関
係
図
を
生
か
し
た
読
む
こ
と
の
指
導 

─ 

さ
ま
ざ
ま
な
関
係
の
中
で
揺
れ
動
く
「
ぼ
く
」
の
思
い 

─ 

 

１ 

登
場
人
物
の
関
係
を
と
ら
え
る 

六
年
の
教
材
に
「
紅
鯉
」
が
あ
る
。
主
人
公
で
あ

る
「
ぼ
く
」
が
「
ベ
ン
ゴ
イ
」
を
捕
ま
え
よ
う
と
奔

走
す
る
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
登
場
人
物
と
関
わ
る
作

品
で
あ
る
。
五
年
生
で
あ
る
「
ぼ
く
」
の
等
身
大
の

戸
惑
い
や
葛
藤
が
繊
細
に
描
か
れ
て
い
る
。 

高
学
年
の
子
ど
も
た
ち
が
作
品
を
読
み
、
自
分
の

考
え
を
ま
と
め
る
際
は
、
登
場
人
物
の
相
互
関
係
の

読
み
取
り
を
基
に
す
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。 

登
場
人
物
の
相
互
関
係
を
読
み
取
る
と
い
っ
て
も
、

立
場
や
関
係
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
誰
を
基

準
に
関
係
を
と
ら
え
る
か
で
、そ
の
意
味
が
異
な
る
。

ま
た
、
関
係
そ
の
も
の
も
、
一
方
の
影
響
が
強
い
関

係
な
の
か
、相
互
に
影
響
し
合
う
関
係
な
の
か
な
ど
、

一
様
で
は
な
い
。 

指
導
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関

係
に
気
づ
か
せ
る
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

２ 

登
場
人
物
の
関
係
を
図
に
表
す 

多
様
な
登
場
人
物
の
関
係
性
を
、
位
置
関
係
で
図

に
表
し
、視
覚
化
し
た
も
の
が
人
物
関
係
図
で
あ
る
。

登
場
人
物
を
結
ぶ
線
の
長
さ
、
太
さ
、
色
な
ど
の
工

夫
で
、
読
み
取
っ
た
登
場
人
物
の
関
係
を
表
す
。
当

然
、
人
物
関
係
図
を
用
い
る
際
に
は
、
記
号
や
図
の

工
夫
が
何
を
示
す
の
か
、
全
体
で
確
認
す
る
必
要
が

あ
る
。
使
用
す
る
記
号
や
図
の
種
類
は
複
雑
に
せ
ず
、

子
ど
も
た
ち
の
作
図
に
お
け
る
負
担
や
混
乱
に
配
慮

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

ま
た
、
基
準
と
な
る
位
置
関
係
に
つ
い
て
も
共
有

す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

３ 

教
材
に
つ
い
て 

「
紅
鯉
」
に
は
、
主
人
公
で
あ
る
「
ぼ
く
」
の
他
に

八
人
の
主
な
登
場
人
物
が
お
り
、
周
囲
の
人
を
含
め

れ
ば
二
十
人
以
上
の
人
物
が
想
起
さ
れ
る
。 

話
の
後
半
で
は
、
周
り
の
人
た
ち
と
の
関
わ
り
に

よ
っ
て
自
分
の
意
図
し
な
い
状
況
に
翻
弄
さ
れ
る

「
ぼ
く
」
の
様
子
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
行
動
や
会

話
だ
け
で
な
く
、
情
景
描
写
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。
視
点
人
物
は
、
終
始
「
ぼ
く
」
で
あ
り
、

行
動
や
会
話
、
気
持
ち
、
周
囲
の
人
々
と
の
関
わ
り

を
、
わ
か
り
や
す
く
述
べ
て
い
る
。
登
場
人
物
の
関

係
を
基
に
、
心
情
の
変
化
を
読
み
取
る
学
習
に
適
し

た
教
材
で
あ
る
。 

 

６年 
◆◆◆ 

物語 

紅
べ

ん

鯉
ご

い 

６年 

72 ページ 
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４ 
登
場
人
物
の
関
係
を
基
に
し
た
読
解
指
導 

本
作
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
関
係
を
中
心
に
扱
う

こ
と
で
、
作
品
を
読
み
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 関
係
① 

「
ぼ
く
」
と
「
わ
し
鼻
の
お
じ
さ
ん
」 

「
わ
し
鼻
の
お
じ
さ
ん
」
は
、
山
場
の
場
面
で
「
ぼ

く
」
が
精
神
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
る
き
っ
か
け
を
つ

く
る
相
手
で
あ
る
。
同
時
に
作
品
の
中
で
唯
一
、
複

数
の
場
所
で
「
ぼ
く
」
に
遭
遇
す
る
人
物
で
あ
る
。

作
品
の
中
心
と
な
る
両
者
の
関
係
を
押
さ
え
る
こ
と

で
、
作
品
全
体
の
展
開
、
場
面
の
移
り
変
わ
り
も
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 関
係
② 

「
ぼ
く
」
と
「
お
ば
さ
ん
」 

「
お
ば
さ
ん
」
は
、「
ぼ
く
」
の
心
情
の
変
化
に
お

い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。「
ぼ
く
」
と
「
お
ば
さ

ん
」
と
の
関
係
に
着
目
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作

品
全
体
を
通
し
た
心
情
の
変
化
や
終
末
部
に
お
け
る

「
ぼ
く
」の
心
情
を
、深
く
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

関
係
①
②
に
つ
い
て
、
人
物
関
係
図
を
用
い
て
と

ら
え
て
い
く
。
図
は
「
ぼ
く
」
の
視
点
か
ら
見
た
関

係
を
表
す
。
線
の
長
さ
は
「
ぼ
く
」
か
ら
見
た
親
し

さ
、
太
さ
は
影
響
力
で
あ
る
。
ま
た
、
基
準
と
な
る

位
置
関
係
は
、「
ぼ
く
」
と
最
終
的
に
ベ
ン
ゴ
イ
を
捕

ま
え
た
「
ひ
げ
づ
ら
の
お
じ
さ
ん
」
で
あ
る
。
①
の

関
係
を
表
す
際
に
は
、「
ひ
げ
づ
ら
の
お
じ
さ
ん
」
と

「
わ
し
鼻
の
お
じ
さ
ん
」
の
「
ぼ
く
」
に
対
す
る
行

動
や
影
響
を
比
較
し
な
が
ら
、
位
置
や
線
を
考
え
る

こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
図
に
表
す
こ
と

が
で
き
る
。 

            

作
図
の
際
、
教
師
は
位
置
関
係
や
線
、
四
角
・
丸

な
ど
図
形
の
工
夫
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
。
子
ど

も
た
ち
は
、
吹
き
出
し
に
表
し
た
よ
う
な
疑
問
を

も
っ
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
図
に
行
動
や
心
情
を

書
き
込
み
、
全
体
で
話
し
合
う
こ
と
で
、
読
み
取
り

を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

次
の
よ
う
な
投
げ
か
け
で
、
子
ど
も
た
ち
は
作
品

に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

作
品
の
中
で
最
も
重
要
な
関
係
を
ま
と
め
よ
う
。 

な
ぜ
そ
の
関
係
が
重
要
な
の
か
を
説
明
す
る
際
に
、

選
ん
だ
関
係
と
他
の
関
係
を
比
較
し
た
り
、
関
連
付

け
た
り
す
る
必
然
性
が
生
ま
れ
る
。 

人
物
関
係
図
で
相
互
関
係
が
視
覚
化
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
根
拠
を
も
っ
て
自

分
の
読
み
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

５ 

読
み
を
深
め
る
た
め
の
言
語
活
動 

人
物
関
係
図
の
利
点
は
、
関
係
と
い
う
不
確
定
な

も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
距
離
や
図
の
形
状
に
よ
っ
て

確
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
正

し
い
図
を
作
成
す
る
こ
と
は
目
的
で
は
な
く
、
そ
の

過
程
に
お
い
て
読
み
取
り
が
深
ま
る
こ
と
を
ね
ら
い

と
し
て
い
る
。 

人
物
関
係
図
は
、
思
考
の
き
っ
か
け
や
手
立
て
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
作
品
の
概
要
把
握
、
思
考
の
焦

点
化
、
交
流
の
観
点
提
示
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

に
活
用
で
き
る
だ
ろ
う
。 

「
紅
鯉
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
登
場
人
物
が
主

人
公
を
中
心
に
関
係
を
築
い
て
い
る
。だ
か
ら
こ
そ
、

主
人
公
に
対
す
る
立
場
や
影
響
を
、
比
較
し
た
り
関

連
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
物
関
係
図
に

表
す
活
動
は
、
そ
の
た
め
の
言
語
活
動
で
あ
る
。 

ぼく 
ひげづらの 
おじさん 

おばさん 

わし鼻の 
おじさん 

ぼくの話を信じている人は、 
ぼくより上の位置にすると、 
どうだろう？ 

場面によって、 
位置が変わって 
くるんじゃない 
かな？ 

わし鼻のおじさん
と比べると、どち
らが太い線になる
んだろう？ 



 
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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