
１ 漢字に対する興味や関心を高めるために，具体的な物や絵と漢字の字形を

結び付けた指導について①（１年）

【
板
書
事
項
】

【
指
導
の
流
れ
】

１
「
今
日
の
漢
字
は
、
『
大
き
い
』
で
す
。
」

２
「
漢
字
は
、
形
か
ら
で
き
て
い
る
の
で
す
よ
。

『
大
』
は
、
何
か
ら
で
き
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

『
大
』
は
、
人
が
手
と
足
を
広
げ
て
、
立
っ

て
い
る
形
か
ら
で
き
た
の
で
す
よ
。
」

３
「
み
ん
な
で
や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
か
。
」

＊
立
っ
て
、
手
と
足
を
広
げ
て
、
体
で
『
大
』

の
字
を
作
る
。

４
「
で
は
、
書
い
て
み
ま
す
よ
。『
横
・
左
は
ら

い
・
右
は
ら
い
』
」

５
「
み
ん
な
で
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
」

＊
一
緒
に
楽
し
く
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
唱
え
な
が

ら
、
大
き
く
空
書
き
す
る
。

６
「
机
の
上
に
、
指
書
き
し
ま
し
ょ
う
。
筆
順

に
気
を
付
け
て
書
き
ま
す
よ
。『
横
・
左
は

ら
い
・
右
は
ら
い
』
」

７
「
鉛
筆
で
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
」

＊
漢
字
ス
キ
ル
ノ
ー
ト
を
活
用
し
、
書
い
て

練
習
す
る
。

８
「
『
大
』
が
、
ど
ん
な
形
か
ら
で
き
た
漢
字
か

分
か
り
ま
し
た
ね
。
お
も
し
ろ
い
で
す

ね
。
」

【
留
意
点
】

１

一
年
生
の
漢
字
は
、
具
体
的
な
形
か
ら
で
き
て
い
る
も
の
が
多

い
の
で
、
毎
回
、
同
じ
流
れ
で
指
導
す
る
こ
と
で
、
漢
字
の
成
り

立
ち
を
よ
り
意
識
さ
せ
て
指
導
で
き
る
。

２

説
明
を
し
な
が
ら
、
成
り
立
ち
の
絵
を
板
書
す
る
。

３

人
の
体
の
動
き
か
ら
で
き
て
い
る
漢
字
は
、
実
際
に
体
で
表
現

す
る
こ
と
で
印
象
付
け
る
。

４

唱
え
な
が
ら
、
ま
す
目
黒
板
に
ゆ
っ
く
り
書
い
て
い
く
。「
横
・

左
は
ら
い
・
右
は
ら
い
」
と
い
う
書
き
方
を
表
す
言
葉
の

約
束
は
、
ず
っ
と
使
え
る
の
で
、
学
級
と
し
て
統
一
し
て
お
く
。

（
特
に
、
「
は
ね
」
や
「
ま
が
り
」
な
ど
）

５

空
書
き
で
は
、
教
師
が
腕
全
体
、
体
全
体
を
使
い
、
大
き
く
書

く
こ
と
で
、
児
童
に
筆
順
と
字
形
を
意
識
付
け
る
。
こ
の
時
、
教

師
が
児
童
と
向
き
合
っ
て
、
児
童
と
目
を
合
わ
せ
な
が
ら
行
い
、

児
童
の
手
の
動
き
を
引
っ
張
る
よ
う
な
意
識
を
も
っ
て
行
う
と
、

学
級
全
体
の
「
し
っ
か
り
書
こ
う
」
と
す
る
気
持
ち
が
高
ま
る
。

７

市
販
の
漢
字
ス
キ
ル
ノ
ー
ト
は
、
な
ぞ
り
書
き
と
一
人
書
き
の

両
方
の
ま
す
の
あ
る
も
の
を
選
ぶ
と
指
導
し
や
す
い
。

８

教
師
が
、
『
具
体
的
な
事
物
（
実
物
や
絵
）
と
漢
字
の
字
形
が

結
び
付
い
て
い
る
こ
と
』
を
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
て
い
る
こ
と
を

児
童
に
伝
え
て
い
く
。

☆
参
考
文
献

「

「
下
村
式

唱
え
て
お
ぼ
え
る
漢
字
の
本

１
年
生
」

（

（
偕
成
社
）



１ 漢字に対する興味や関心を高めるために，具体的な物や絵と漢字の字

形を結び付けた指導について②（１年）

【
板
書
事
項
】

な
か
ま
分
け
ゲ
ー
ム
を
し
よ
う

・
か
ず

一

二

三

四

…

百

千

・
ひ
と

人

男

女

子

・
か
ら
だ

目

口

耳

手

足

・
よ
う
日

日

土

火

…

土

・
い
ろ

青

赤

白

・
し
ぜ
ん
、
て
ん
き

山

川

林

森

田

花

草

竹

石

夕

・
ば
し
ょ
、
べ
ん
き
ょ
う

町

村

学

校

文

字

先

生

本

名

年

音

・
う
ご
き

出

入

見

立

休

【
留
意
点
】

１

こ
の
場
合
は
、
学
年
末
に
八
十
字
す
べ

て
を
学
習
し
た
後
に
仲
間
分
け
す
る
こ
と

を
想
定
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
に
、
先
に
項
目
を
示
し
て
お

き
、
新
出
漢
字
を
学
習
す
る
た
び
に
仲
間

分
け
を
行
っ
て
い
く
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。

２

仲
間
分
け
を
し
な
が
ら
新
出
漢
字
の
学

習
を
進
め
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字

を
関
連
付
け
な
が
ら
覚
え
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。

【
指
導
の
流
れ
】

１

一
年
生
で
習
っ
た
す
べ
て
の
漢
字
を

仲
間
分
け
す
る
ゲ
ー
ム
を
す
る
。

「
こ
れ
か
ら
漢
字
仲
間
分
け
ゲ
ー
ム
を

し
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
漢
字
を

な
か
ま
に
分
け
ま
し
ょ
う
。
」

２

教
師
が
仲
間
分
け
す
る
グ
ル
ー
プ
を

先
に
示
し
て
お
き
、
そ
れ
を
基
に
仲
間

分
け
を
さ
せ
る
。

ほ
か
に
も
、

「
い
き
も
の
」
…
犬

虫

貝

「
天
気
」

…
雨

天
気

空

な
ど
児
童
に
グ
ル
ー
プ
を
考
え
さ
せ
る

の
も
よ
い
。



１ 漢字に対する興味や関心を高めるために，具体的な物や絵と漢字の字

形を結び付けた指導について③（２年）

【
板
書
事
項
】

【
指
導
の
流
れ
】

１

漢
字
を
板
書
し
、
読
み
方
を
教
え
る
。

「
こ
れ
（
回
）
は
『
か
い
』
と
読
み
ま
す
。

『
ま
わ
（
る
）
』
と
も
読
み
ま
す
。」

２

象
形
文
字
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
、
基
と

な
っ
た
絵
を
想
像
さ
せ
る
。

「
こ
れ
は
、
回
る
様
子
か
ら
で
き
た
漢
字

で
す
。
ど
の
よ
う
な
様
子
か
ら
で
き
た

と
思
い
ま
す
か
。
」

Ｃ
「
校
庭
な
ど
、
回
っ
て
走
る
と
こ
ろ

で
す
。
」

Ｃ
「
答
え
合
わ
せ
の
丸
付
け
の
丸
で

す
。
」

Ｃ
「
指
を
ぐ
る
ぐ
る
回
す
形
で
す
。
」

３

字
の
で
き
方
を
教
え
る
。

「
回
は
水
が
回
っ
て
い
る
様
子
か
ら
で
き

た
漢
字
で
す
。
（
掲
示
資
料
提
示
）
こ

の
絵
の
ど
こ
か
ら
回
が
で
き
た
と
思
い

ま
す
か
。
」

Ｃ
「
水
が
う
ず
に
な
っ
て
い
る
と
こ

ろ
。
」

４

空
書
き
を
し
、
書
き
取
り
練
習
を
す
る
。

「
回
は
六
画
で
す
。
空
書
き
を
し
ま
す
。

指
を
出
し
ま
し
ょ
う
（
空
書
き
）
。
ノ

ー
ト
に
練
習
し
ま
し
ょ
う
。
」

【
留
意
点
】

１

筆
順
を
意
識
さ
せ
る
た
め
に
、
ゆ
っ
く

り
と
大
き
く
書
く
。

２

象
形
文
字
は
、
漢
字
の
形
か
ら
基
と
な

っ
た
絵
を
考
え
さ
せ
る
。
基
と
な
っ
た
絵

か
ら
漢
字
を
考
え
さ
せ
る
と
、
児
童
独
自

の
文
字
が
多
く
出
さ
れ
て
、
『
回
』
に
ま
と

め
る
の
が
難
し
く
な
る
。

自
由
に
想
像
さ
せ
、
児
童
一
人
一
人
の

考
え
を
認
め
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う

な
理
由
で
基
に
な
っ
た
絵
を
考
え
て
い
る

か
を
共
有
さ
せ
、
絵
と
漢
字
の
意
味
の
つ

な
が
り
を
意
識
さ
せ
る
。

１

児
童
が
発
想
し
た
も
の
を
、
正
解
・
不

正
解
と
い
っ
た
観
点
で
と
ら
え
さ
せ
な
い

よ
う
に
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
発
想
が
漢
字

の
意
味
と
関
連
し
て
い
る
点
か
ら
認
め
る
。

４

「
一
、
二
…
」
と
一
画
ご
と
に
数
を
数

え
な
が
ら
空
書
き
さ
せ
る
。

空
書
き
で
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

ノ
ー
ト
に
練
習
さ
せ
る
。
そ
の
際
、「
一
回
」

「
二
回
」
「
回
る
」
な
ど
、
熟
語
や
送
り
仮

名
の
あ
る
形
で
練
習
さ
せ
る
。



１ 漢字に対する興味や関心を高めるために，具体的な物や絵と漢字の字

形を結び付けた指導について④（２年）

【
板
書
事
項
】

刀
（
か
た
な
）

・
切
る

・
切
手

・
親
切

き

き

つ

て

し

ん

せ

つ

・
分
け
る

・
五
分
間

わ

ふ

ん

か

ん

券
…
入
場
券
、
食
券

初
…
初
め
て
、
さ
い
初 切分

【
指
導
の
流
れ
】

１

漢
字
『
刀
』
を
板
書
し
、
象
形
文
字
で
あ
る
こ

と
を
伝
え
、
成
り
立
ち
を
教
え
る
。

「『
刀
』
の
漢
字
は
、
こ
の
よ
う
に
『
刀
』
の
形
か

ら
で
き
ま
し
た
。『
刀
』
の
付
い
て
い
る
字
は
、
刀

で
切
る
こ
と
に
関
係
が
あ
り
ま
す
。
漢
字
の
中
に

『
刀
』
が
入
っ
て
い
る
字
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。」

Ｃ

「
切
」「
分
」

２

「
刀
」
を
部
首
に
も
つ
既
習
漢
字
「
切
」「
分
」

の
成
り
立
ち
を
教
え
、
熟
語
を
挙
げ
さ
せ
る
。

「『
切
』
は
、
こ
の
よ
う
に
木
を
切
る
様
子
か
ら
で

き
ま
し
た
。『
分
』
は
、
刀
で
半
分
に
切
っ
た
形
か

ら
で
き
た
そ
う
で
す
。
こ
の
漢
字
を
使
う
言
葉
を

考
え
ま
し
ょ
う
。」

３

「
刀
」
を
部
首
に
も
つ
未
習
漢
字
「
券
」「
初
」

な
ど
を
示
す
。

「『
刀
』
が
入
っ
て
い
る
漢
字
に
は
、
ほ
か
に
ど

ん
な
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
。」

「『
券
』
や
『
初
』
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
何
と
読

む
で
し
ょ
う
。」

【
留
意
点
】

１

そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
の
基
に
な
っ
た
絵
は
事
前
に
描
い

て
お
い
た
も
の
を
黒
板
に
は
り
、
そ
れ
を
く
ず
し
て
見

せ
な
が
ら
今
の
字
に
な
っ
た
過
程
を
示
す
。

２

児
童
に
発
表
さ
せ
な
が
ら
、「
切
」「
分
」
を
用
い
る

漢
字
と
そ
の
読
み
方
を
示
す
。

３

児
童
の
実
態
に
応
じ
て
、｢

刀｣

の
未
習
漢
字
を
紹
介

し
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
か
を
説
明
す

る
こ
と
で
さ
ら
に
関
心
を
高
め
る
。

「
券
」
…
刀
で
木
を
二
つ
に
切
り
、
二
人
で
そ
の
木

切
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
持
っ
て
約
束
の
符
号
と

し
た
こ
と
か
ら
で
き
た
字
。

｢

証
拠
と
な
る
札｣

を
意
味
す
る
。

「
初
」
…
刀
と
衣
（
こ
ろ
も
へ
ん
）
を
合
わ
せ
た
字
。

衣
を
作
る
と
き
、
は
じ
め
に
刀
で
布
を
裁

ち
切
る
こ
と
か
ら
、「
は
じ
め
」
と
い
う
意

味
を
表
す
。

☆
参
考
資
料

「
漢
字
教
室

小
学
２
年
」（
旺
文
社
）



２ 表意文字として漢字に対する興味や関心を高める指導について①（１年）

【
実
践
例
】

【
指
導
の
流
れ
】

１
「
今
ま
で
、
た
く
さ
ん
の
漢
字
を
勉

強
し
て
き
ま
し
た
ね
。
今
日
は
、

習
っ
た
漢
字
を
使
っ
て
、
楽
し
い

絵
を
描
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
」

２
「
『
山
』
は
、
ど
ん
な
絵
か
ら
で
き

た
漢
字
か
、
覚
え
て
い
ま
す
か
。

そ
う
で
す
ね
。
山
の
絵
か
ら
で
き

た
漢
字
で
し
た
ね
。
絵
に
で
き
そ

う
で
す
ね
。
」

３
「
ほ
か
に
、
ど
ん
な
漢
字
が
あ
り
ま

す
か
。
」

＊
児
童
の
考
え
を
板
書
し
、
「
絵
に

で
き
そ
う
だ
」
と
い
う
意
欲
付
け

を
図
る
。

４
「
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
ね
。
楽
し
い

絵
が
描
け
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
で

は
、
ク
レ
ヨ
ン
を
出
し
て
、
楽
し

い
絵
を
描
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
一

枚
の
画
用
紙
に
い
く
つ
描
い
て

も
い
い
で
す
よ
。
」

【
留
意
点
】

２

ど
ん
な
漢
字
が
ど
ん
な
絵
か

ら
で
き
た
の
か
を
全
体
で
確
認

し
て
か
ら
活
動
に
入
る
こ
と
で
、

意
欲
を
高
め
る
。
「
山
」
な
ど
、

ど
の
児
童
で
も
描
け
そ
う
な
簡

単
な
も
の
を
板
書
し
て
お
く
と

よ
い
。

４

教
科
書
巻
末
の
「
あ
た
ら
し
く

な
ら
っ
た
か
ん
字
」
の
ペ
ー
ジ
を

見
な
が
ら
、
既
習
の
漢
字
を
い
ろ

い
ろ
思
い
出
せ
る
よ
う
に
す
る
。

○

で
き
た
作
品
は
教
室
に
掲
示

し
、
お
互
い
の
作
品
を
見
合
わ
せ

る
。
掲
示
す
る
こ
と
で
、
漢
字
の

形
を
印
象
付
け
、
漢
字
の
理
解
を

よ
り
確
か
な
も
の
に
す
る
。

「いっぱいできたよ」

「車に乗って楽しいおでかけ」

「水道から水がジャー」 「ヤッホー、お山に登ろう！」

「たき火だよ、あったかいな」

「竹と田んぼ」 「学校と林」 「山と石と川」

「お月さまとうさぎ」



２ 表意文字として漢字に対する興味や関心を高める指導について②（２

年）

【
板
書
事
項
】

【
指
導
の
流
れ
】

１

漢
字
を
板
書
し
、
読
み
方
を
教
え
る
。

「
こ
れ
（
春
）
は
『
は
る
』
と
読
み
ま
す
。
」

２

会
意
文
字
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
、
基
と

な
っ
た
漢
字
を
想
像
さ
せ
る
。

「
春
は
、
日
と
上
の
部
分
か
ら
で
き
た
漢

字
で
す
。
日
は
お
ひ
さ
ま
を
表
し
て
い

ま
す
。
上
の
部
分
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
表
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。
」

Ｃ
「
お
ひ
さ
ま
の
上
の
雲
で
す
。
」

Ｃ
「
木
の
あ
る
山
と
川
で
す
。
」

Ｃ
「
日
よ
け
の
傘
で
す
。
」

３

字
の
で
き
方
を
教
え
る
。

「
上
の
部
分
は
、
前
は
こ
う
い
う
形
を
し

て
い
ま
し
た
（
掲
示
資
料
提
示
）
。
こ
れ

は
草
が
伸
び
て
育
っ
て
い
る
様
子
を
表

し
て
い
ま
す
。
暖
か
く
な
っ
て
伸
び
た

草
と
、
お
ひ
さ
ま
を
を
表
し
た
漢
字
で

す
。
」

４

空
書
き
を
し
、
書
き
取
り
練
習
を
す
る
。

「
春
は
九
画
で
す
。
空
書
き
を
し
ま
す
。

指
を
出
し
ま
し
ょ
う
（
空
書
き
）
。
ノ
ー

ト
に
練
習
し
ま
し
ょ
う
。
」

【
留
意
点
】

１

筆
順
を
意
識
さ
せ
る
た
め
に
、
ゆ
っ
く

り
と
大
き
く
書
く
。

２

会
意
文
字
は
、
漢
字
の
基
に
な
っ
た
漢

字
を
考
え
さ
せ
る
。
二
つ
同
時
に
考
え
さ

せ
る
の
が
難
し
い
場
合
は
、
一
つ
を
教
え

残
り
の
部
分
を
考
え
さ
せ
る
。
そ
の
際
、

教
え
た
部
分
と
関
係
が
あ
る
こ
と
を
児
童

に
意
識
さ
せ
る
。

児
童
に
は
自
由
に
想
像
さ
せ
る
。
一
人

一
人
の
考
え
を
認
め
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
ど

の
よ
う
な
理
由
で
基
に
な
っ
た
漢
字
を
考

え
て
い
る
か
を
共
有
さ
せ
、
二
つ
の
漢
字

の
意
味
の
つ
な
が
り
を
意
識
さ
せ
る
。

３

児
童
が
発
想
し
た
も
の
を
、
正
解
・
不

正
解
と
い
っ
た
観
点
で
と
ら
え
さ
せ
な
い

よ
う
に
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
発
想
が
漢
字

の
意
味
と
関
連
し
て
い
る
か
と
い
う
点
か

ら
評
価
す
る
。

４

「
一
、
二
…
」
と
一
画
ご
と
に
数
を
数

え
な
が
ら
空
書
き
さ
せ
る
。

ノ
ー
ト
に
練
習
さ
せ
る
際
は
、
「
春
休

み
」
「
早
春
」
な
ど
、
熟
語
で
練
習
さ
せ

る
。



２ 表意文字として漢字に対する興味や関心を高める指導について③

（２年）

【
板
書
事
項
】

シ

母毎

シ 毎

海

シ
（
さ
ん
ず
い
）
の

つ
く
字

水

池

汽

湖

【
指
導
の
流
れ
】

１
「『
母
』
と
い
う
字
は
、
ど
う
や
っ
て
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
点
は
乳
房
を
表
し
て
い
ま
す
。」

２
「『
母
』
の
字
に
形
が
似
て
い
る
漢
字
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。」

Ｃ
「『
毎
』
の
字
。」

３
「
そ
う
で
す
ね
。『
毎
』
と
い
う
字
は
、『
母
』
が
基
に
な
っ
て

で
き
た
の
で
す
。」

「『
毎
』
の
上
の
部
分
は
お
母
さ
ん
の
髪
飾
り
（
く
し
）
を

表
し
て
い
て
、
女
の
人
は
よ
く
髪
の
手
入
れ
を
し
て
い
た

こ
と
か
ら
、『
い
つ
も
』『
そ
の
た
び
に
』
と
い
う
意
味
の

『
毎
』
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
今
は
、『
母
』
と
い
う
意
味

と
は
関
係
が
薄
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
二
つ
の
点
で
は
な

く
一
つ
に
つ
な
げ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。」

４
「
で
は
、『
毎
』
の
字
が
入
っ
た
漢
字
は
何
で
し
ょ
う
。」

Ｃ
「『
海
』
だ
。」

「
海
は
、
お
母
さ
ん
の
心
の
よ
う
に
広
く
深
い
の
で
『
毎
』
が
入

っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、「
海
」
の
字
の
左
側
は
何
で
し
ょ
う
。

こ
れ
は
、『
さ
ん
ず
い
』
と
い
っ
て
、
水
に
関
係
の
あ
る
言
葉

に
付
け
ら
れ
ま
し
た
。『
水
』
は
、
水
が
流
れ
て
い
る
様
子
か

ら
で
き
た
字
で
す
。
左
側
『
へ
ん
』
と
し
て
使
わ
れ
る
と
き
は
、

右
側
に
ぶ
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
細
い
形
に
な
り
ま
す
。」

「『
水
』
は
四
画
で
す
ね
。『
シ
』
は
三
画
で
す
。
そ
こ
で
『
シ
』

の
こ
と
を
『
三
水ｰ

さ
ん
ず
い
』
と
い
い
ま
す
。『
さ
ん
ず
い
』

の
付
く
字
で
、
ど
ん
な
も
の
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。」

【
留
意
点
】

１

「
絵
↓
く
ず
し
た
絵
↓
で
き
た
字
」
の
順
に
示
す
。

２

実
態
に
応
じ
て
ヒ
ン
ト
を
出
し
、
楽
し
く
進
め
る
。

３

「
毎
」
の
字
に
つ
い
て
は
、「
母
」
と
の
違
い
を
確
認

す
る
。

４

「
海
」
の
字
が
未
習
の
場
合
は
、
教
師
が
示
す
。

○

未
習
の
漢
字
で
も
、
知
っ
て
い
れ
ば
出
さ
せ
る
。

「
『
池
』
も
水
に
関
係
が
あ
り
ま
す
ね
。『
汽
』
は
ど
う

で
し
ょ
う
。
蒸
気
機
関
車
や
汽
船
な
ど
で
、
湯
気
が

出
て
い
る
様
子
か
ら
で
き
た
そ
う
で
す
。
湯
気
と
い

え
ば
、『
湯
』（
未
習
）
の
字
に
も
『
さ
ん
ず
い
』
が

付
い
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
ほ
か
に
は
、
こ
れ
か
ら

習
っ
て
い
く
『
湖
』『
流
』『
波
』『
港
』『
泳
』
等
が

あ
り
ま
す
。」

☆
参
考
資
料

「
新
二
年
生
の
漢
字
」（
さ
え
ら
書
房
）

「
漢
字
教
室

小
学
２
年
」（
旺
文
社
）



３ 筆順を正しく習得させる指導について①（１年）

【
板
書
事
項
】

○
じ
ゃ
ん
け
ん
ゲ
ー
ム
を
し
よ
う

正
◎
あ
そ
び
か
た

①

じ
ゃ
ん
け
ん
を
す
る
。

②

か
っ
た
人
…
一
か
く
ず
つ

か
く
。

③

か
ん
字
が
で
き
あ
が
っ
た

人
の
か
ち
。

＊

早
く
お
わ
っ
た
ら
、

二
か
い
せ
ん
を
す
る
。

【
指
導
の
流
れ
】

１
「
漢
字
を
使
っ
て
、
じ
ゃ
ん
け
ん
ゲ
ー
ム
を
し
ま

し
ょ
う
。
」

２
「
今
日
は
、『
正
』
の
漢
字
を
使
っ
て
ゲ
ー
ム
を
し

ま
す
。
」

３
「
ゲ
ー
ム
を
す
る
ま
え
に
、『
正
』
の
筆
順
を
確
か

め
ま
し
ょ
う
。
『
よ
こ
・
た
て
・
よ
こ
・
た
て
・

よ
こ
』
で
す
ね
。
」

＊

板
書
、
空
書
き
で
確
か
め
る
。

４
「
ゲ
ー
ム
の
や
り
方
を
説
明
し
ま
す
よ
。
ま
ず
、

お
隣
の
人
と
じ
ゃ
ん
け
ん
を
し
ま
す
。
勝
っ
た

ら
、
一
画
ず
つ
書
い
て
い
き
ま
す
。
早
く
漢
字

が
出
来
上
が
っ
た
人
の
勝
ち
で
す
よ
。
」

５
「
そ
れ
で
は
、
ゲ
ー
ム
を
始
め
ま
し
ょ
う
。
」

【
留
意
点
】

１

紙
と
鉛
筆
を
準
備
し
て
始
め
る
。

３

正
し
い
筆
順
で
ゲ
ー
ム
が
で
き
る
よ
う
に
、

全
員
で
筆
順
を
確
か
め
、
短
冊
黒
板
に
色
分
け

し
て
書
く
な
ど
、
ど
の
児
童
も
正
し
く
書
け
る

よ
う
に
配
慮
す
る
。

４

児
童
同
士
で
確
認
し
な
が
ら
、
ル
ー
ル
を
守

っ
て
遊
べ
る
よ
う
に
、
遊
び
方
を
簡
単
に
黒
板

に
書
い
て
お
く
。

５

二
人
で
一
つ
の
漢
字
を
書
こ
う
と
す
る
ペ
ア

が
い
る
の
で
、
自
分
の
紙
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
漢

字
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
し
っ
か
り
と
指
示
す

る
。
ま
た
、
ゲ
ー
ム
が
始
ま
っ
た
ら
、
机
間
指

導
を
し
な
が
ら
、
筆
順
を
正
し
く
書
い
て
い
る

か
、
仲
良
く
遊
べ
て
い
る
か
な
ど
、
活
動
の
様

子
を
見
守
る
。

○
「
右
」
や
「
左
」
な
ど
、
筆
順
を
間
違
え
や
す

い
漢
字
を
使
っ
た
り
、
日
直
に
好
き
な
漢
字
を

選
ば
せ
た
り
、
漢
字
カ
ー
ド
か
ら
ラ
ン
ダ
ム
に

選
ん
だ
り
す
る
な
ど
、
変
化
を
つ
け
な
が
ら
楽

し
く
取
り
組
め
る
よ
う
に
す
る
。



３ 筆順を正しく習得させる指導について②（２年）

【
板
書
事
項
】

【
指
導
の
流
れ
】

１

漢
字
を
板
書
し
、
読
み
方
を
教
え
る
。

そ
の
際
、
一
画
目
を
白
、
二
画
目
を
黄
、
三

画
目
を
赤
（
以
下
、
白
、
黄
、
赤
の
順
で
変
え

る
）
と
チ
ョ
ー
ク
の
色
を
変
え
、
筆
順
を
視
覚

的
に
と
ら
え
さ
せ
る
。

「
『
里
』
と
い
う
字
で
す
。
筆
順
に
気
を
付
け

て
練
習
し
ま
す
。
」

２

空
書
き
を
し
、
書
き
取
り
練
習
を
す
る
。

「
里
は
七
画
で
す
。
空
書
き
を
し
ま
す
。
指
を

出
し
ま
し
ょ
う
（
空
書
き
）
。
ノ
ー
ト
に
練

習
し
ま
し
ょ
う
。
」

３

真
ん
中
の
縦
画
を
横
画
の
後
で
書
く
筆
順
の

き
ま
り
に
気
付
か
せ
る
。

「
里
の
上
の
と
こ
ろ
は
、
日
と
書
い
て
か
ら
縦

画
で
真
ん
中
を
通
し
て
書
き
ま
す
。
似
た
書

き
方
を
す
る
漢
字
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

が
あ
り
ま
す
か
。
」

Ｃ
「
中
で
す
。
」

Ｃ
「
車
で
す
。
」

４

形
は
似
て
い
る
が
筆
順
の
き
ま
り
が
異
な
る

漢
字
に
つ
い
て
知
ら
せ
る
。

「
次
の
三
つ
の
漢
字
の
中
で
、
『
里
』
と
違
っ

て
真
ん
中
の
縦
画
を
横
画
の
後
で
書
か
な
い

字
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
ど
れ
で
し
ょ
う
。

（
①
書

②
東

③
由
）
」

「
答
え
は
③
由
で
す
。
由
の
筆
順
は
田
と
似
て

い
ま
す
。
」

【
留
意
点
】

１

チ
ョ
ー
ク
の
色
分
け
で
は
、
あ
ま
り
に

多
く
の
色
を
使
う
と
筆
順
が
か
え
っ
て
分

か
り
に
く
く
な
る
。
予
め
児
童
と
順
番
に

つ
い
て
決
め
て
お
く
と
よ
い
。

２

「
一
、
二
…
」
と
、
一
画
ご
と
児
童
に

数
を
数
え
な
が
ら
空
書
き
さ
せ
る
。

ノ
ー
ト
に
練
習
さ
せ
る
際
は
、「
ふ
る
里
」

な
ど
、
熟
語
で
練
習
さ
せ
る
。

３

既
習
の
漢
字
か
ら
考
え
さ
せ
る
。
学
習

す
る
漢
字
（
今
回
は
「
里
」
）
と
似
た
左
右

対
称
の
漢
字
か
ら
考
え
さ
せ
る
と
よ
い
。

児
童
の
発
表
が
少
な
い
場
合
に
は
、
こ
ち

ら
か
ら
提
示
し
て
も
よ
い
。

４

既
習
の
漢
字
か
ら
考
え
さ
せ
る
。
「
半
」

「
牛
」
で
も
よ
い
（
「
東
」
「
書
」
は
縦
画

の
後
に
書
く
部
分
が
あ
る
が
、
「
里
」
の
下

の
横
画
も
縦
画
の
後
で
書
く
似
た
筆
順
の

漢
字
あ
る
）
。
こ
こ
で
は
、
左
右
対
称
の
漢

字
で
は
縦
画
を
後
で
書
く
こ
と
が
多
い
こ

と
と
、
し
か
し
な
が
ら
、
左
右
対
称
の
漢

字
す
べ
て
が
縦
画
を
後
で
書
く
わ
け
で
は

な
い
こ
と
の
二
点
を
押
さ
え
る
。



３ 筆順を正しく習得させる指導について③（２年）

【
板
書
事
項
】走

横
画
が
先

た
て
画
が
先

１

２

３
４

５
６

７

土上漢
字
リ
レ
ー
の
ス
ペ
ー
ス

木

茶

十
足
止

点

【
指
導
の
流
れ
】

１
「
『
走
』
の
字
を
ノ
ー
ト
に
書
い
て
、
筆
順
も

書
き
ま
し
ょ
う
。」

Ｃ
（
自
分
の
ノ
ー
ト
に
書
く
。）

「
確
か
め
ま
す
。
数
え
な
が
ら
、
一
緒
に
大
き

く
書
き
ま
し
ょ
う
。（
空
書
き
）」

「
上
の
部
分
と
下
の
部
分
で
は
、
筆
順
が
違
っ

て
い
る
こ
と
を
確
か
め
ま
し
ょ
う
。」

「
上
の
『
土
』
で
は
、
一
画
目
が
横
画
で
、
横

・
縦
・
横
に
な
っ
て
い
ま
す
。」

「
ほ
か
に
、
横
画
を
先
に
書
く
漢
字
を
知
っ
て

い
ま
す
か
？
」

Ｃ
「
木
」「
十
」「
茶
」

「
そ
う
で
す
ね
。」

２
「
で
は
、
『
走
』
の
下
の
部
分
を
見
て
み
ま
し

ょ
う
。
こ
ち
ら
は
、
縦
画
か
ら
始
ま
っ
て
い

ま
す
。
同
じ
仲
間
を
見
付
け
ま
し
ょ
う
。」

Ｃ
「
止
」「
足
」「
点
」

３
「
よ
く
見
付
け
ま
し
た
ね
。
正
し
い
筆
順
で
書

く
と
、
文
字
の
形
が
よ
く
な
り
ま
す
。」

「
そ
れ
で
は
、
間
違
い
や
す
い
筆
順
に
気
を
付

け
て
『
漢
字
リ
レ
ー
』
を
し
ま
し
ょ
う
。
」

【
留
意
点
】

１

筆
順
を
誤
る
と
書
き
に
く
か
っ
た
り
、
字
の
バ
ラ

ン
ス
が
悪
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
を
示
し
て
も
よ

い
。

（
例

「
走
」
の
一
画
目
を
縦
に
す
る
と
、
横
画
の

左
右
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
り
に
く
い
。「
走
」
の
四
・

五
画
目
を
逆
に
す
る
と
、
離
れ
た
り
は
み
出
し
た
り

し
て
し
ま
う
。）

２

「
横
画
を
先
に
書
く
字
」「
縦
画
を
先
に
書
く
字
」

の
例
は
、
児
童
の
実
態
に
応
じ
て
教
師
が
示
し
て
も

よ
い
。

３

漢
字
リ
レ
ー
は
、
筆
順
に
関
心
を
も
た
せ
る
た
め

に
ゲ
ー
ム
感
覚
で
行
わ
せ
る
。
一
人
一
画
ず
つ
順
に

書
い
て
い
き
、
最
終
的
に
指
定
さ
れ
た
漢
字
を
い
か

に
完
成
さ
せ
る
か
を
競
う
（
見
合
う
）
も
の
で
あ
る
。

筆
順
が
あ
や
ふ
や
な
と
き
や
間
違
え
た
と
き
に
は
、

チ
ー
ム
（
グ
ル
ー
プ
）
内
で
教
え
た
り
訂
正
し
た
り

し
て
も
よ
い
こ
と
に
す
る
。
黒
板
で
一
斉
に
行
い
み

ん
な
で
見
合
っ
た
り
、
紙
を
配
っ
て
グ
ル
ー
プ
内
で

行
っ
た
り
と
、
児
童
の
実
態
に
応
じ
て
方
法
を
工
夫

す
る
。

☆
参
考
資
料
「
新
し
い

し
ょ
し
ゃ

二
」（
東
京
書
籍
）



３ 筆順を正しく習得させる指導について④（１・２年）

１

上
か
ら
下
へ

＊
上
の
部
分
か
ら
下
の
部
分
へ

三

言

岩

高

２

左
か
ら
右
へ

＊
左
の
部
分
か
ら
右
の
部
分
へ

川

引

校

３

横
画
と
縦
画

＊
横
画
が
先

＊
縦
画
が
先

十

牛

長

馬

４

外
か
ら
内
へ国

図

円

園

５

し
ん
に
ょ
う
は
最
後
に

近

遠

道

６

突
き
抜
け
る
画

＊
真
ん
中
を
突
き
抜
け
る
た
て
画
は
最
後

＊
字
の
ま
と
ま
り
を
横
か
ら
突
き
抜
け
る
画

は
最
後

中

書

母

毎

【
筆
順
の
原
則
（
低
学
年
）】

筆
順
は
、
先
人
の
知
恵
と
経
験

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
書

き
や
す
く
、
形
を
整
え
や
す
く
、

読
み
誤
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
覚

え
や
す
い
筆
運
び
の
順
序
で
あ

る
。同

じ
部
首
や
部
分
は
、
ほ
ぼ
同

じ
順
序
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
文

字
に
よ
っ
て
は
幾
通
り
か
の
筆
順

が
存
在
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

従
っ
て
、
必
ず
し
も
こ
れ
が
正
し

く
、
そ
れ
以
外
は
誤
り
で
あ
る
と

は
い
え
な
い
面
も
あ
る
。

筆
順
指
導
は
、
昭
和
三
十
三
年

三
月
に
発
行
さ
れ
た
「
筆
順
指
導

の
手
引
き
」(

文
部
省)

に
よ
っ
て

指
導
さ
れ
て
き
た
が
、
昭
和
五
十

二
年
よ
り
教
科
書
検
定
基
準
と
し

て
「
漢
字
の
筆
順
は
、
原
則
と
し

て
一
般
に
通
用
し
て
い
る
常
識
的

な
も
の
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
」
と

さ
れ
た
。

以
下
に
低
学
年
に
お
け
る
一
般

的
な
筆
順
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い

て
記
す
。



４ 少しずつ確実に漢字の練習を継続させる指導について①（１年）

【
実
践
例
】

１

一
日
一
ペ
ー
ジ
の
漢
字
練
習
を
家
庭
学
習
と

し
、
一
年
間
継
続
す
る
。

２

ノ
ー
ト
に
す
き
間
な
く
び
っ
し
り
と
書
く
の
で

は
な
く
、

『
森
□
森
□
森
□
森
』

『
大
き
い
□
大
き
い
□
』

と
い
う
よ
う
に
、
一
ま
す
ず
つ
空
け
て
書
く
こ
と

を
約
束
す
る
。
（
例
）

【
留
意
点
】

１

（
例
）
文
字
を
丁
寧
に
書
か
せ
る
た
め
、
一
ま
す
ず
つ
空
け
て
書
く
よ
う
に
す
る
。

○
新
出
漢
字
を
学
習
す
る
曜
日
を
決
め
て
お
く
と
、
漢
字
練
習
の
パ
タ
ー
ン
が
で
き
、
取
り
組
み

や
す
く
な
る
。

★
例
：
火
曜
日
…
新
出
漢
字
を
五
個
覚
え
る
。

火
・
水
・
木
曜
日
…
そ
の
五
個
を
一
行
ず
つ
練
習
し
て
く
る
。
（
家
庭
学
習
）

金
曜
日
…
練
習
し
て
き
た
五
個
を
小
テ
ス
ト
で
確
認
し
、
新
し
い
五
個
を
覚
え
る
。

金
・
土
・
日
・
月
曜
日
…
そ
の
五
個
を
一
行
ず
つ
練
習
し
て
く
る
。
（
家
庭
学
習
）

火
曜
日
…
練
習
し
て
き
た
五
個
を
小
テ
ス
ト
で
確
認
し
、
新
し
い
五
個
を
覚
え
る
。

以
上
を
繰
り
返
し
て
い
く
。

○
毎
回
、
し
っ
か
り
評
価
を
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

★
文
字
を
正
し
く
、
と
て
も
き
れ
い
に
書
い
て
い
る
場
合
に
は
、
特
別
に
『
葉
っ
ぱ
付
き
の
花
丸
』

な
ど
を
付
け
、
き
れ
い
に
文
字
を
書
こ
う
と
す
る
児
童
を
育
て
て
い
く
。
『
葉
っ
ぱ
付
き
の
花

丸
』
が
十
個
に
な
っ
た
ら
シ
ー
ル
を
与
え
る
。
更
に
、
シ
ー
ル
が
十
個
に
な
っ
た
ら
キ
ラ
キ
ラ

シ
ー
ル
を
は
る
な
ど
、
ご
ほ
う
び
シ
ー
ル
を
与
え
な
が
ら
児
童
の
意
欲
を
高
め
る
。



４ 少しずつ確実に漢字の練習を継続させる指導について②（２年）

【
使
用
す
る
漢
字
テ
ス
ト
（
例
）】

【
指
導
の
流
れ
】

１

五
問
漢
字
テ
ス
ト
を
す
る
。

「
漢
字
テ
ス
ト
を
し
ま
す
。
三
分
間
で

す
。
始
め
ま
し
ょ
う
。
」

２

答
え
合
わ
せ
を
す
る
。

「
答
え
合
わ
せ
を
し
ま
す
。
当
た
っ
た

漢
字
は
赤
鉛
筆
で
丸
、
間
違
え
た
漢

字
は
青
鉛
筆
で
直
し
ま
し
ょ
う
。
」

３

復
習
を
す
る
。

「
当
た
っ
た
漢
字
は
、
そ
の
漢
字
を
使

っ
て
短
い
文
を
作
り
ま
し
ょ
う
。
間

違
え
た
漢
字
は
五
回
練
習
し
ま
し
ょ

う
。
」

４

テ
ス
ト
用
紙
を
回
収
し
、
点
検
す
る
。

「
練
習
を
終
え
た
テ
ス
ト
用
紙
を
集
め

ま
す
。
」

【
留
意
点
】

１

問
題
を
板
書
す
る
。

出
題
す
る
漢
字
は
予
め
児
童
に
知
ら

せ
て
お
く
。
学
級
の
実
態
に
応
じ
て
出
題

数
は
増
や
し
て
も
よ
い
。
そ
の
場
合
は
、

解
答
時
間
を
五
分
間
と
し
て
も
よ
い
。

２

答
え
を
板
書
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
机

間
指
導
を
し
、
正
し
い
答
え
合
わ
せ
が

行
わ
れ
て
い
る
か
確
認
す
る
。

３

間
違
え
た
漢
字
は
、
書
き
取
り
練
習

を
さ
せ
、
当
た
っ
た
漢
字
は
、
短
文
作

り
を
さ
せ
る
。
漢
字
練
習
は
、
通
常
の

ま
す
を
使
用
す
る
が
、
短
文
の
際
は
、

四
分
の
一
の
小
さ
な
ま
す
に
一
文
字
を

書
か
せ
る
（
二
十
字
書
く
こ
と
が
で
き

る
）
。
漢
字
を
書
く
こ
と
を
習
得
さ
せ
た

上
で
、
文
中
で
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
。

４

回
収
し
た
テ
ス
ト
用
紙
は
、
正
し
く

漢
字
練
習
が
で
き
て
い
る
か
、
正
し
く

短
文
中
で
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
か
点

検
す
る
。
テ
ス
ト
の
正
答
率
が
目
標
（
例

え
ば
八
割
）
を
下
回
っ
た
場
合
に
は
、

も
う
一
度
行
う
よ
う
に
す
る
。



４ 少しずつ確実に漢字の練習を継続させる指導について③（２年）

【
提
示
例
】

門も
ん
＝
家
の

門

校
門

走走
る
＝
は
や
く

走
る

走
り
方

と
き
ょ
う
走

牛う
し
＝
牛
を

か
う

【
取
組
例
】

１

自
作
の
漢
字
プ
リ
ン
ト
を
用
い
る
取
組

週
初
め
に
、
十
個
の
漢
字
が
書
い
て
あ
る
ワ
ー
ク
シ

ー
ト
（
筆

順
、
音
訓
の
熟
語
入
り
）
を
フ
ァ
イ
ル
に

と
じ
、
月
～
金
曜
日
で
毎
日
二
つ
ず
つ
漢
字
練
習
帳
に

書
い
て
く
る
こ
と
と
す
る
。

練
習
の
仕
方
は
、
「
指
で
な
ぞ
る
↓
文
字
の
上
を
鉛

筆
で
な
ぞ
る
」
ま
で
を
プ
リ
ン
ト
で
行
っ
た
後
、
自
分

の
練
習
帳
に
書
く
。

練
習
帳
に
書
く
際
に
は
、
指
定
し
た
熟
語
を
覚
え
る

ま
で
書
き
、覚
え
た
ら
同
じ
漢
字
を
用
い
る
ほ
か
の
熟

語
で
練
習
す
る
。

週
末
に
十
個
の
漢
字
の
確
認
テ
ス
ト
を
行
う
。
早
く

終
わ
っ
た
児
童
は
、指
定
さ
れ
た
熟
語
以
外
に
も
覚
え

た
も
の
を
書
く
と
さ
ら
に
点
数
が
加
算
さ
れ
る
シ
ス

テ
ム
と
し
、
意
欲
を
喚
起
す
る
。

土
・
日
は
、
間
違
っ
た
字
や
こ
れ
ま
で
に
習
っ
た
字

の
復
習
を
す
る
。

２

市
販
の
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
等
を
用
い
る
取
組

漢
字
を
指
定
し
、
「
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
に
練
習
↓
漢
字

練
習
帳
に
練
習
」
の
流
れ
で
毎
日
取
り
組
ま
せ
、
学
級

の
実
態
に
応
じ
た
頻
度
で
三
～
十
問
程
度
の
確
認
テ

ス
ト
を
行
う
。

３

教
科
書
の
巻
末
「
新
し
く
習
っ
た
漢
字
」
を
活
用
す

る
取
組

毎
日
二
～
三
個
の
漢
字
を
指
定
し
、
そ
れ
ら
を
漢
字

練
習
帳
に
書
か
せ
る
。

４

検
定
制
に
し
、
意
欲
を
も
た
せ
る
取
組

週
一
～
二
回
、
朝
自
習
や
帰
り
の
会
な
ど
で
時
間
を

決
め
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
級
に
挑
戦
さ
せ
る
。

【
留
意
点
】

○

漢
字
を
板
書
す
る
際
や
掲
示
物
を
作
成
す
る
際
に
は

一
～
三
画
目
を
色
別
で
示
し
、
筆
順
を
意
識
さ
せ
る
。

○

検
定
制
に
す
る
場
合
、
問
題
は
所
定
の
場
所
に
入
れ
て

お
き
、
児
童
が
自
由
に
取
っ
て
練
習
で
き
る
よ
う
に
す

る
。



５ 文や文章の中で読ませる指導について①（１年）

【
板
書
事
項
】

○
か
ん
字
を
見
つ
け
よ
う
。

【
指
導
の
流
れ
】

１
「
こ
れ
ま
で
、
た
く
さ
ん
の
漢
字
を
習
い
ま
し

た
ね
。
今
日
は
、
学
校
の
図
書
室
の
本
の
中

か
ら
、
漢
字
の
出
て
く
る
文
を
見
つ
け
て
、

ノ
ー
ト
に
書
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
習
っ
て

い
な
い
漢
字
で
も
、
読
み
方
を
知
っ
て
い
る

漢
字
は
、
使
っ
て
も
い
い
で
す
よ
。
」

２
「
さ
あ
、
で
は
、
好
き
な
本
を
持
っ
て
き
ま
し

ょ
う
。
漢
字
探
し
ゲ
ー
ム
を
始
め
ま
す
。
時

間
は
二
十
分
間
で
す
。
」

３
「
時
間
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
見
つ
け

た
文
の
中
か
ら
、
好
き
な
も
の
を
一
つ
選
び

ま
す
。
選
ん
だ
文
を
書
き
方
ペ
ン
を
使
っ
て
、

大
き
く
カ
ー
ド
に
書
き
ま
し
ょ
う
。
」

４
「
み
ん
な
、
書
き
終
わ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
そ

れ
で
は
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
前
に
出
て
、
発

表
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
ど
の
本
か
ら
見

つ
け
た
か
も
、
お
話
し
ま
し
ょ
う
ね
。
」

５
「
今
日
は
、
漢
字
を
使
っ
た
文
を
た
く
さ
ん
見

つ
け
て
、
み
ん
な
で
読
む
こ
と
が
で
き
ま
し

た
ね
。
」

【
留
意
点
】

１

ど
の
本
か
ら
見
つ
け
た
か
を
紹
介
し
な
が
ら

発
表
す
る
と
、
図
書
室
の
本
に
親
し
む
活
動
と

も
な
り
、
読
書
意
欲
の
高
ま
り
に
つ
な
が
る
。

２

本
の
扱
い
は
、
丁
寧
に
す
る
こ
と
を
確
認
す

る
。

３

短
冊
に
切
っ
た
画
用
紙
に
見
つ
け
た
文
を
書

か
せ
、
全
員
が
書
き
終
わ
っ
た
ら
グ
ル
ー
プ
ご

と
に
発
表
さ
せ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

４

発
表
の
仕
方
の
話
型
を
指
示
し
て
か
ら
、
発

表
会
を
始
め
る
よ
う
に
す
る
。
学
級
の
児
童
数

を
考
え
、
一
年
生
が
集
中
し
て
活
動
で
き
る
よ

う
な
発
表
の
仕
方
を
工
夫
す
る
と
よ
い
。

○

漢
字
が
一
つ
入
っ
て
い
た
ら
一
点
、
二
つ
入

っ
て
い
た
ら
二
点
…
と
い
う
よ
う
に
、
ゲ
ー
ム

形
式
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

○

全
員
の
ノ
ー
ト
は
、
必
ず
確
認
し
、
児
童
の

漢
字
の
習
得
や
興
味
・
関
心
の
様
子
を
把
握
す

る
。
花
丸
を
付
け
る
な
ど
し
て
、「
漢
字
を
使
っ

た
文
を
本
の
中
か
ら
見
つ
け
た
こ
と
」
を
ほ
め
、

児
童
の
学
習
意
欲
を
高
め
る
。

○

短
冊
カ
ー
ド
は
、
教
室
に
掲
示
す
る
。

き
れ
い
な
貝
を
ひ
ろ
い
ま
し
た
。

（
○
美
）

お
い
し
い
お
い
し
い
水
で
し
た
。

（
△
男
）

中
は
、
と
て
も
ひ
ろ
い
の
で
す
。

（
○
子
）

花
村
さ
ん
が
い
っ
た
。

（
△
介
）



５ 文や文章の中で読ませる指導について②（２年）

【
板
書
事
項
】

一

図
工
室
で

図
画
を

か
く
。

二

兄
が

上
京
す
る
。

三

朝
会
で

校
長
先
生
の

話

を

聞
く
。

四

海
水
よ
く
に

行
く
。

【
指
導
の
流
れ
】

１

一
と
二
の
文
を
板
書
し
、
読
み
方
を
考

え
さ
せ
る
。

「
こ
の
文
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
」

Ｃ
「
ず
こ
う
し
つ
で
ず
が
を
か
く
。
」

Ｃ
「
あ
に
が
じ
ょ
う
き
ょ
う
す
る
。
」

「
教
科
書
で
習
っ
た
読
み
方
を
使
う
と
、

教
科
書
で
習
っ
て
い
な
い
言
葉
も
読
む

こ
と
が
で
き
ま
す
。
」

２

三
と
四
の
文
を
板
書
し
、
読
み
方
を
考

え
さ
せ
る
。

「
こ
の
中
に
は
、
教
科
書
で
習
っ
た
こ
と

の
な
い
読
み
方
の
漢
字
が
あ
り
ま
す
。

読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
」

Ｃ
「
ち
ょ
う
か
い
で
こ
う
ち
ょ
う
せ
ん

せ
い
の
は
な
し
を
き
く
。
」

Ｃ
「
か
い
す
い
よ
く
に
い
く
。
」

「
朝
会
は
あ
さ
の
会
と
考
え
る
と
読
む
こ

と
が
で
き
ま
す
。
海
水
は
う
み
の
水
と

考
え
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
」

３

教
科
書
に
出
て
こ
な
い
言
葉
の
読
み
方

を
ま
と
め
る
。

「
教
わ
っ
た
読
み
方
を
使
う
と
、
初
め
て

見
た
言
葉
も
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
漢
字
の
意
味
を
考
え
る
と
、
読

み
方
を
知
ら
な
い
言
葉
も
読
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。
」

【
留
意
点
】

１

黙
読
し
な
が
ら
待
つ
よ
う
に
働
き
掛

け
る
（
「
心
の
中
で
読
み
な
が
ら
待
ち

ま
し
ょ
う
」
）
。
一
と
二
の
文
は
、
読
み

方
は
既
習
で
あ
る
が
、
既
習
の
教
材
文

中
で
は
未
出
の
言
葉
を
用
い
る
。
正
し

く
読
め
な
い
場
合
に
は
、
教
師
側
か
ら

読
み
方
を
教
え
、
教
科
書
の
ど
こ
で
習

っ
た
読
み
方
で
あ
る
か
を
知
ら
せ
る
。

２

１
と
同
様
に
黙
読
し
な
が
ら
待
つ
よ

う
に
働
き
掛
け
る
。
こ
の
文
に
用
い
る

漢
字
は
既
習
で
あ
る
が
、
読
み
方
は
未

習
で
あ
る
も
の
を
用
い
る
。
漢
字
が
使

わ
れ
る
言
葉
は
、
児
童
の
身
近
な
も
の

と
し
、
意
味
か
ら
読
み
方
を
推
測
で
き

る
も
の
と
す
る
。

読
み
方
を
答
え
た
児
童
に
は
、
ど
う

し
て
そ
う
考
え
た
の
か
を
話
さ
せ
、
意

味
と
読
み
方
の
つ
な
が
り
を
と
ら
え
さ

せ
る
。

３

教
科
書
で
未
出
の
言
葉
の
読
み
方
を

上
記
の
二
点
で
ま
と
め
る
。
１
と
２
の

読
み
方
の
練
習
問
題
を
行
っ
て
も
よ

い
。
読
書
活
動
に
つ
な
げ
て
い
く
の
も

よ
い
。



５ 文や文章の中で読ませる指導について③（２年）

【
板
書
事
項
】

①

②

人
は
昔
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
道
具
を
は
つ
明

し
て
き
ま
し
た
。

③

鳥
の
よ
う
に
空
を
飛
び
た
い
と
い
う
思
い

④

か
ら
、
ひ
こ
う
き
が
発
明
さ
れ
ま
し
た
。

⑤人
間
に
は
、
二
本
の
足
が
あ
り
、
そ
れ
を

⑥

つ
か
っ
て
じ
ゆ
う
に
歩
く
こ
と
が
で
き
る
し
、

⑦

い
そ
い
で
い
る
と
き
に
は
、
走
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。⑧

車
や
自
転
車
を
つ
か
う
と
さ
ら
に
べ
ん
り

で
す
。

【
指
導
の
流
れ
】

１
「
こ
の
文
章
を
目
で
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
全
部
、
読
め
ま
し

た
か
。
実
は
、
①
か
ら
⑧
の
漢
字
は
、
二
年
生
で
こ
れ
か
ら

習
う
も
の
や
三
年
生
以
上
で
勉
強
す
る
も
の
で
す
。
で
も
、

前
後
の
意
味
の
つ
な
が
り
か
ら
、
予
想
し
て
読
む
こ
と
が
で

き
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
」

「
②
は
、
『
発
明
し
て
き
た
』
と
あ
る
の
で
、
『
発
明
す
る
も

の
』
と
考
え
ま
し
ょ
う
。
」

Ｃ
「
『
ど
う
ぐ
』
か
な
。
」

２
「
正
解
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
①
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
」

Ｃ
「
『
～
か
ら
』
と
あ
る
の
で
、
『
む
か
し
』
か
な
。
」

３
「
正
解
。
次
に
③
④
⑤
を
予
想
し
て
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

③
は
送
り
仮
名
を
ヒ
ン
ト
に
し
ま
し
ょ
う
。
④
は

｢

発．
表｣

の
中
に
使
わ
れ
る
漢
字
が
入
っ
て
い
ま

す
よ
。
」

Ｃ
「
空
を
『
と
び
た
い
』
と
、
飛
行
機
が
『
は
つ
め
い
さ
れ

た
』
だ
。
」

Ｃ
「
⑤
は
『
人
』
と
同
じ
意
味
の
『
に
ん
げ
ん
』
だ
。
」

４
「
正
解
。
次
に
、
⑥
⑦
が
読
め
る
人
は
手
を
挙
げ
て
く
だ
さ

い
。
」

Ｃ
「
『
あ
る
く
』
『
は
し
る
』
か
な
。
」

５
「
正
解
で
す
。
ど
う
や
っ
て
分
か
り
ま
し
た
か
。
」

Ｃ
「
足
で
歩
い
た
り
走
っ
た
り
す
る
か
ら
で
す
。
そ
れ

と
、
送
り
仮
名
を
ヒ
ン
ト
に
し
ま
し
た
。
」

６
「
よ
く
気
が
付
き
ま
し
た
ね
。
文
の
中
で
の
意
味
や
、
前
・

後
ろ
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
と
読
め
る
ん
で
す
ね
。

で
は
、
同
じ
よ
う
に
⑧
も
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
」

Ｃ
「
車
と
同
じ
よ
う
に
便
利
な
も
の
だ
か
ら
『
じ
て
ん
し

ゃ
』
だ
。
」

７
「
そ
う
で
す
。
車
と
い
う
字
は
『
し
ゃ
』
と
も
読
み
ま

す
ね
。
」

【
留
意
点
】

１

未
習
の
漢
字
や
、
思
い
出
せ
な
い
既
習
漢
字
を
文
章
の

中
で
読
む
工
夫
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。

２

文
の
前
後
の
つ
な
が
り
か
ら
推
測
さ
せ
る
。

３
・
４

ほ
か
の
読
み
方
（
音
読
み
、
訓
読
み
）
や
、
漢
字

の
意
味
な
ど
か
ら
推
測
さ
せ
る
。

５

送
り
仮
名
が
あ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
さ

せ
る
。

※
誤
っ
た
予
想
や
類
似
の
読
み
方
を
し
た
場
合

は
、
そ
の
発
言
を
手
が
か
り
と
し
て
考
え
ら

れ
る
よ
う
児
童
に
返
し
て
い
く
。



６ 文や文章の中で使うようにさせる指導について①（１年）

【
板
書
事
項
】

○
文
づ
く
り
ゲ
ー
ム
を
し
よ
う
。

赤
い

花
が
さ
い
て
い
る
。

木
の
ち
か
く
で

休
む
。

水
を
の
む
。

人

中

白

日

山

川

本

口

目

犬

【
指
導
の
流
れ
】

１
「
今
日
は
、
今
ま
で
に
習
っ
た
漢
字
を
使
っ

て
、
文
作
り
ゲ
ー
ム
を
し
ま
し
ょ
う
。
」

２
「
漢
字
カ
ー
ド
を
黒
板
に
は
り
ま
す
よ
。
一

緒
に
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
」

３
「
少
し
練
習
し
て
み
ま
し
ょ
う
ね
。
」

（
『
白
』
の
カ
ー
ド
を
提
示
し
な
が
ら
）

「
『
白
』
を
使
っ
て
、
文
が
で
き
た
人
は
い

ま
す
か
。
」

＊
『
白
く
ま
が
い
る
』『
白
い
帽
子
を
か
ぶ
る
』

な
ど
、
児
童
の
考
え
を
い
く
つ
か
発
表
さ

せ
、
文
の
作
り
方
を
確
認
す
る
。

４
（
『
白
』
の
カ
ー
ド
を
黒
板
に
戻
し
て
か
ら
）

「
や
り
方
は
、
分
か
り
ま
し
た
ね
。
そ
れ
で

は
、
ゲ
ー
ム
を
始
め
ま
し
ょ
う
。
カ
ー
ド

は
、
一
枚
十
点
で
す
。
何
枚
の
カ
ー
ド
を

使
え
る
か
な
？
グ
ル
ー
プ
で
協
力
し
て
、

頑
張
り
ま
し
ょ
う
。
最
初
は
、
○
グ
ル
ー

プ
の
挑
戦
で
す
。
制
限
時
間
は
、
三
分
。

そ
れ
で
は
、
用
意
、
始
め
。
」

５
「
時
間
で
す
。
止
め
。
で
き
た
文
を
○
グ
ル

ー
プ
に
読
ん
で
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
ど
う

ぞ
。
」

６
「
上
手
に
で
き
ま
し
た
ね
。
○
グ
ル
ー
プ
は
、

カ
ー
ド
を
八
枚
使
っ
た
の
で
、
八
十
点
で

す
。
次
は
、
△
グ
ル
ー
プ
の
挑
戦
で
す
。
」

【
留
意
点
】

１

単
元
の
終
わ
り
な
ど
に
、
既
習
の
漢
字
を
使
っ
て

習
熟
を
図
る
。

２

漢
字
カ
ー
ド
の
裏
に
、
マ
グ
ネ
ッ
ト
シ
ー
ル
を
は

り
、
児
童
が
扱
い
や
す
い
よ
う
に
す
る
。
漢
字
カ
ー

ド
は
、
一
枚
ず
つ
声
に
出
し
て
読
み
な
が
ら
、
読
み

方
を
確
認
す
る
。

３

例
文
を
示
す
時
に
は
、『
白
く
ま
』
だ
け
で
な
く
、

『
白
く
ま
が
い
る
』
と
い
う
よ
う
に
、
言
葉
作
り
で

は
な
く
、
文
作
り
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
。

４

制
限
時
間
や
グ
ル
ー
プ
の
人
数
は
、
学
級
の
児
童

数
に
よ
っ
て
調
整
す
る
。

５

班
全
員
で
声
を
そ
ろ
え
て
読
む
よ
う
に
指
示
す

る
。

６

同
様
に
し
て
、
全
部
の
グ
ル
ー
プ
が
終
わ
っ
た

ら
、
『
今
日
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
』
を
決
め
る
。

○

順
番
の
決
め
方
は
、
『
数
字
カ
ー
ド
』
を
使
っ
て

く
じ
引
き
に
す
る
な
ど
、
工
夫
す
る
と
、
よ
り
楽
し

く
ゲ
ー
ム
が
始
め
ら
れ
る
。

○

「
う
ま
い
ね
。
」「
お
も
し
ろ
い
文
だ
ね
。
」「
こ
れ

は
最
高
に
い
い
。
」
な
ど
、
で
き
た
文
を
ほ
め
、
漢

字
を
使
っ
て
文
を
作
る
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
う
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。



６ 文や文章の中で使うようにさせる指導について②（２年）

【
板
書
事
項
】

一

き
ょ
う
室
で

大
き
な

音

が

き
こ
え
ま
し
た
。

二

お
と
う
と
が

日
き
を

書

き
ま
し
た
。

三

ひ
が
し
か
ら

か
ぜ
が

ふ

い
て
き
ま
し
た
。

四

は
る
や
す
み
に

ほ
ん
を

よ
み
ま
し
た
。

【
指
導
の
流
れ
】

１

一
の
文
を
板
書
し
、
音
読
さ
せ
る
。

「
こ
の
文
に
は
、
漢
字
で
書
く
こ
と
が
で

き
る
言
葉
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
漢
字
を

使
っ
て
文
を
書
き
ま
し
ょ
う
。
」

Ｃ
「
教
室
で
大
き
な
音
が
聞
こ
え
ま
し

た
。
」

二
の
文
を
板
書
し
、
音
読
さ
せ
る
。
同

じ
よ
う
に
漢
字
を
使
わ
せ
て
ノ
ー
ト
に
書

か
せ
る
。

Ｃ
「
弟
が
日
記
を
書
き
ま
し
た
。
」

「
習
っ
た
漢
字
を
見
つ
け
て
書
く
こ
と
が

で
き
ま
し
た
ね
。
」

２

三
と
四
の
文
を
板
書
し
、
音
読
さ
せ

る
。

「
平
仮
名
の
文
で
す
。
漢
字
に
直
せ
る
と

こ
ろ
を
直
し
て
、
ノ
ー
ト
に
書
き
ま
し

ょ
う
。
」

Ｃ
「
東
か
ら
風
が
ふ
い
て
き
ま
し
た
。
」

Ｃ
「
春
休
み
に
本
を
読
み
ま
し
た
。
」

３

児
童
の
日
記
等
か
ら
と
っ
た
例
題
を
練

習
問
題
と
し
て
行
う
。

「
み
な
さ
ん
の
日
記
の
文
か
ら
問
題
を
考

え
ま
し
た
。
同
じ
よ
う
に
、
ノ
ー
ト
に

漢
字
を
使
っ
て
書
き
ま
し
ょ
う
。
」

【
留
意
点
】

１

始
め
は
、
「
二
つ
」
と
直
す
漢
字
の
数

を
限
定
し
て
問
題
を
解
か
せ
る
。
既
習

の
漢
字
が
使
え
る
こ
と
を
児
童
に
伝
え

る
。

２

次
は
す
べ
て
平
仮
名
と
し
、
漢
字
の

数
を
限
定
し
な
い
で
問
題
を
解
か
せ
る
。

一
つ
で
も
直
せ
た
児
童
を
認
め
、
漢
字

を
使
う
意
欲
を
高
め
る
よ
う
に
す
る
。

３

児
童
の
作
文
や
ノ
ー
ト
か
ら
出
題
す

る
こ
と
で
、
日
常
化
に
つ
な
げ
る
。
こ

の
際
、
児
童
の
氏
名
は
伝
え
な
い
よ
う

に
す
る
。
児
童
の
作
文
を
基
に
し
て
、

教
師
が
作
成
し
て
も
よ
い
。

ま
た
、
児
童
そ
れ
ぞ
れ
が
書
い
た
日

記
等
の
文
章
を
自
分
で
直
さ
せ
て
も
よ

い
。



６ 文や文章の中で使うようにさせる指導について③（２年）

【
板
書
事
項
】

く
ら
べ
て
み
よ
う

・
い
ぬ
は
は
な
を
く
ち
に
く
わ
え
た
。

・
犬
は
花
を
口
に
く
わ
え
た
。

・
と
お
く
の
や
ま
で
、
と
り
が
な
く
。

・
遠
く
の
山
で
、
鳥
が
鳴
く
。

日
記
か
ら

春

き
ょ
う
は
、
は
る
ら
し
い
あ
た
た
か
い

一
日

休
み

い
ち
に
ち
で
し
た
。
や
す
み
だ
っ
た
の
で
、

お
姉
ち
ゃ
ん

わ
た
し
は
、
お
ね
え
ち
ゃ
ん
と
い
っ
し
ょ

海

近
く

歩
き

に
う
み
の
ち
か
く
を
あ
る
き
ま
し
た
。
す

小
さ
い
貝

る
と
、
キ
ラ
キ
ラ
ひ
か
る
ち
い
さ
い
か
い

見

が
ら
を
み
つ
け
て
、
と
て
も
う
れ
し
く
な

り
ま
し
た
。

【
指
導
の
流
れ
】

１
「
こ
の
文
を
見
て
、
何
か
気
付
い
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。
」

Ｃ
「
全
部
、
平
仮
名
で
書
い
て
あ
る
。
」

２
「
習
っ
た
漢
字
を
使
っ
て
直
し
て
み
ま
し
ょ

う
。
」

「
比
べ
て
み
て
、
ど
ち
ら
が
読
み
や
す
い
で
す

か
。
」

Ｃ
「
漢
字
に
し
た
方
が
、
読
み
や
す
い
。
」

３
「
習
っ
た
漢
字
は
、
使
う
よ
う
に
す
る
と
よ

い
で
す
ね
。
」

「
こ
こ
に
、
平
仮
名
だ
け
で
書
か
れ
た
日
記

が
あ
り
ま
す
。
習
っ
た
漢
字
を
使
っ
て
直

し
ま
し
ょ
う
。
」

（
全
体
で
確
認
）

４
「
日
記
や
作
文
、
ノ
ー
ト
な
ど
に
書
く
と
き

も
、
習
っ
た
漢
字
を
使
う
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。
」

【
留
意
点
】

１
・
２

導
入
と
し
て
、
平
仮
名
だ
け
の
表
記
で

は
読
み
に
く
い
短
文
を
あ
え
て
提
示
し
、
学
習

し
た
漢
字
を
用
い
る
と
意
味
が
と
ら
え
や
す
く

な
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
。

３

よ
り
身
近
な
感
じ
が
し
て
取
り
組
み
や
す
く

な
る
よ
う
、
で
き
る
だ
け
児
童
が
書
い
た
作
文

や
日
記
な
ど
を
用
い
る
よ
う
に
す
る
。

４

平
仮
名
だ
け
の
文
を
漢
字
に
直
さ
せ
る
だ
け

で
な
く
、
漢
字
を
正
し
く
用
い
て
書
い
て
い
る

例
を
紹
介
す
る
と
、
さ
ら
に
実
践
意
欲
の
向
上

に
つ
な
が
る
。


