
令和６年度スクール・エンパワーメント推進事業「国語の授業づくり」モデル校 

国語科 学習指導案 

茨木市立三島小学校 

１．日    時    令和６年度 ９月１３日（金） 第５時限（１３：５０～１４：３５） 

 

２．場    所    第３学年１組・2組・３組 各教室 

 

３．学 年 ・組    第３学年１組（２９名）・２組（２９名）・３組（３０名） 

 

４．単 元 名    表現に着目して読み、考えたことを伝え合おう （読むこと） 

 

５．教 材 名    「せっちゃくざいの今と昔」  （東京書籍） 

 

６．単元目標     

（１）考えとそれを支える理由や事例、全体と中心など情報と情報との関係について理解できる。   

     〔知識及び技能〕（２）ア 

（２）目的を意識して、中心となる語や文を見つけて要約できる。    

                                 〔思考力、判断力、表現力等〕Ｃ（１）ウ 

（３）言葉がもつよさに気付くとともに、幅広く読書をし、国語を大切にして、思いや考えを伝え合おうとす

る。                                                     「学びに向かう力、人間性等」 

 

７．言語活動    「学校で使う文房具」を新一年生に紹介カードを書いておくろう 

 

８．教 材 観 

本教材は、接着剤について説明した文章である。接着剤が身の回りのどのようなところに使われて

いるのか、また、工場で作られている今の接着剤と、自然にある材料を使っている昔の接着剤とではど

のような違いがあるのかなど、さまざまな観点から接着剤について知ることができる。子どもたち自身

が興味を持ったことを紹介するためにだいじな語や文を見つけて要約することに適した教材文であ

る。 
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９．児 童 観 

 子どもたちは２年時より言語活動に積極的に取り組める学習計画を設定してきた。２年時終わりには

「お手紙」で学習した物語の「読みどころ」をもとに、自分たちのお気に入りの場面を友だちに紹介す

る活動を取り入れ、１年間の読みの力を存分に発揮している姿があった。３年時では１学期説明文「自

然のかくし絵」に取り組んだ際、「事例はいくつあるのか」「筆者はどうしてこの順番で説明しているの

だろう」と「問い」を立て、段落に書かれている内容を読み解きながらさまざまな解釈で話し合っていっ

た。本教材に対しても初発の感想からでた自分なりのふしぎ（私の問い）をもちながら読んでいくこと

を設定した。「話し合うことは聞き合うこと」をコンセプトに「話し合いは聞く相手がいるからこそ成立す

る」ことや、友だちが発表した際、「じゃあ今発表してくれたお友だちが言ったことを近くの人と確認して

ごらん」など、話すことと同時に「聞くこと」についての指導も行っている。このように「話し合うこと」が

定着しつつある子どもたちは本教材では「要約」について学ぶ。ある程度の文字数のある文章から、

「どんなことを伝えたいのか」を考えながら「相手に必要なことを落とさないように文字数を制限して

書きあらわす」という学習の目的をもってコンパクトにまとめる力をつけていきたい。 

 

１０．指導観 

 第１時は文章と出会うことを大事に、ていねいに読む時間とした。若干子どもたちにとってなじみのな

い「接着剤」にどれくらい興味を示すのかは未知数であるため、題名からどんなことが書かれている

のかまとめていく。「せっちゃくざい」「今」「昔」の３つから、本文はどのようなことが書かれているのか

読み広めていく。また本授業を行う前に、こちらからおさえておきたい言葉を先に意味調べを行ってか

ら本文を通読する。子どもたちは難しい言葉（にかわ・ゼラチン・美術品など）を先に知っておくことで

音読の際、にがて意識を少しさげて読み進めることができると考えられる。 

 第２時は「私の問い」を立てる。しかし、３年生の子どもたちが説明文を読んで問いを立てることは難

しいことが予想されるため、初発の感想からでた「ふしぎ・ぎもん」をベースに「つけたい力」「言語活

動をなしとげるため」の「問い」を４つ用意し、子どもたち自身が問いを選ぶ際、「なぜその問いにした

のか」の理由も書くことでより自分がこの教材を学ぶ中で解決していく問い（私の問い）になっていく。 

 第３・４時は筆者がどのような書き方で読み手を説得しようとしているのかを読み解く時間とする。説

明文の文章構成図を書いていくと、題名では「今と昔」が並列に書かれているが、本文では「昔」のせ

っちゃくざいの説明が多いことに気づかせたい。このことから「筆者は今よりも昔のせっちゃくざいのよ

さを強く伝えたいのか」といった問いから、最後の１１段落の筆者の主張と重ねて読む指導を行う。 

 第５時は教科書本文をもとに「要約文」を書くことを設定する。文章全体を筆者の主張を落とさずに

書く要約ではなく、段落のまとまりから自分が興味をもって伝えたい点をおさえ、全体の意味からずれ

ることなく書くことは子どもたちにとっても初めての経験であり、この単元の朝学時間に「担任の先生

の夏休み日記」をコンパクトに書くことを通して、目的に応じて要約する力をつけていく。 

 第６時は本時とする。この時間では自分が選んだいくつかの資料（文房具が説明された文：教師作
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成）から１つ選び、「新一年生を思い浮かべ、どんなことを伝えるとうれしいかな」といった気持ちを大

事にしながら要約文をカードとして書くための交流を行う。 

 第７・８時では単元を通してつけた力、筆者の書き表し方の工夫を生かして、「来年度入学予定の新

１年生に学校で使う文房具の説明カード」を作成する。新１年生はまだ文字が読むことが難しいことを

伝え、保育所、幼稚園等で読み聞かせしてもらえるように「伝えたいことを落とさず、短く」まとめること

を目的とする。 

 

  １１．単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

考えとそれを支える理由や事

例、全体と中心など情報と情報

との関係について理解してい

る。   

 （２）ア 

 

目的を意識して、中心となる語や

文を見つけて要約している。   

C（ウ））  

 

・自分の興味があるものに関す

る本や資料を活用ながら、粘り

強く調べ、学習の見通しをもっ

てカードを書こうとしている。 

 

１２．単元の指導と評価計画（全９時間 本時 ６/９） 

時 学習内容 

学習評価 

（◎記録に残す評価 〇指導に生かす評価） 

知技 思判表 主体 評価規準・評価方法等 

１ 

 

●「作品」に出会う【構造と内容の把握】 

●単元の見通しをもつ 

・学習課題の確認（単元計画） 

・活動モデル文の提示 

・言葉の学習（押さえておくべき言葉） 

〇 〇  

・行動観察 

・WS 

２ 

 

●「私の問い」を立てる 

【構造と内容の把握】 

・「私の問い」を立てる 

→自分の学習ゴールをイメージ（どんな力をつ

けるのか）して、それに見合う「問い」を立てる 

  〇 

・行動観察 

・WS 

３ 

４ 

●全体をまとまりに分ける   

  【精査・解釈】【考えの形成】 

・各まとまりに書かれていることをまとめる 

・毎回のふりかえり（国語のきろく）にその時

◎   

考えとそれを支える理由や

事例、全体と中心など情報

と情報との関係について理

解しようとしているかの確
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点での問いの解決を書く 認。 

【知・技】（行動観察・WS） 

５ 
●要約文を書く①    【考えの形成】【共有】 

・「教科書」をもとに要約文を書く 
 〇 〇 

・行動観察 

・WS 

６ 

本時 

●自分が選んだ紹介したい文房具カードの

作成準備 

  ◎ 

・自分の興味があるものに

関する本や資料を活用なが

ら、粘り強く調べ、学習の見

通しをもってカードを書こう

としているのか確認。 

【主】 （行動観察・WS） 

７ 

８ 

 

●すきな〇〇のしょうかいカードを書く 

・自分の紹介したい文房具が書かれた文章

を選び、伝えたいことを落とさないように要約

する。 

   【考えの形成】【共有】 

 ◎  

目的を意識して、中心となる

語や文を見つけて要約しよ

うとしているかの確認。 

【思・判・表】 

（行動観察・WS） 

９ 

●単元テスト 

・書いたカードは冊子にして教室で回覧 

 ◎  

目的を意識して、中心となる

語や文を見つけて要約しよ

うとしているかの確認。 

【思・判・表】 

（行動観察・WS） 

 

１３．本時の展開 

（１）本時の目標 

・自分の興味がある文房具の説明書を活用ながら、自分がカードに書きたいことを友だちと伝え合お

うとする。 

 

（２）本時の評価規準 

・自分の興味がある文房具の説明書を活用ながら、自分がカードに書きたいことを友だちと伝え合お

うとしている。【主】 

 

（３）本時の判断基準 

おおむね満足できる状況（B） 努力を要する状況（C）への支援 

・自分の興味がある文房具の説明書を活用な

がら、自分がカードに書きたいことを粘り強く友

・文房具の説明書に書いてある文房具の中で好

きなランキングをきめ、その中で一番のお気に入
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だちと伝え合おうとしている。【主】 りを選ぶように促す。【主】 

 

（４）本時の学習過程 

（〇指導に生かす評価・◎記録に残す評価） 

時間 学習内容・学習活動 指導上の留意点 評価規準・評価方法 

５分 

 

 

 

２０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５分 

 

 

 

 

 

５分 

 

 

①本時のめあてをつかむ 

 

 

 

②各自が選んだ説明文を

要約する。 

・自分の選んだ説明文に

「伝えたい」「大切」だと

思うところに線を引き、

友だちと確認。 

・線を引いたところを伝

えアドバイスをし合う。 

 

③線を引いたところを自分

の言葉で繋げて、要約

文を完成させる。 

・完成させた要約文を友

だちと確認 

 

ふりかえりを「国語の記

録」として書く。 

・クラス全体で共有 

・前時をふりかえり、本時の

見通しをもつ 

 

 

・ほとんどの箇所が大事だ

と考える児童には「一番伝

えたいこと」だけを入れる

など、コンパクトにまとめる

ことを促す。 

・今までの要約文を参考に

書いていく。 

 

 

・友だちと自分の同じとこ

ろ、ちがうところを見つけ

る。 

 

 

 

・次時の見通しを伝える。 

 

 

 

 

◎主体的に学習に取り組

む態度（行動観察） 

 

 

 

おすすめの文房具紹介カードを作成しよう 



き
ょ
う
み
を
持
っ
た
こ
と
を
し
ょ
う
か
い
し
よ
う 

「
せ
っ
ち
ゃ
く
ざ
い
の
今
と
昔
」 

【
つ
け
た
い
力
】 

・
文
章
を
読
ん
で
、
目
的
を
意
識
し
て
、
大
事
な
言
葉
や
文
を
読
む
人
に
わ
か
り
や
す
い

よ
う
に
ま
と
め
る
力
（
要
約
の
力
）
を
つ
け
ま
す
。 

【
そ
の
た
め
に
】 

・
大
事
な
言
葉
、
伝
え
た
い
こ
と
を
短
く
す
る
だ
け
で
な
く
、
ち
が
う
言
葉
を
つ
か
っ
た

り
、
書
き
か
え
た
り
し
て
、
わ
か
り
や
す
い
文
章
に
し
ま
す
。 

【
言
語
活
動
（
げ
ん
ご
か
つ
ど
う
）】 

・
来
年
度
入
学
す
る
１
年
生
に
「
学
校
で
使
う
文
房
具
」
紹
介
カ
ー
ド
を
作
成
し
、
体
験

入
学
の
時
に
体
育
館
い
っ
ぱ
い
に
掲
示
し
よ
う
！ 

⑨ ⑦ ⑧ ⑥ ⑤ ③ ④ ② ① 

 ／ ／ 

 ／ 

 ／ ／ 
 

・ 
 

／ ／ 

〇
評
価
テ
ス
ト 

 

〇
紹
介
カ
ー
ド
を
完
成
さ
せ
る 

 

・
例
「
で
ん
ぷ
ん
の
り
」
で
カ
ー
ド
を
作
成
し
よ
う 
 

・
自
分
の
選
ん
だ
文
房
具
で
カ
ー
ド
を
作
成
し
よ
う 

〇
自
分
の
紹
介
し
た
い
文
の
作
成
準
備 

・
ど
の
文
房
具
を
紹
介
し
た
い
の
か 

・
紹
介
し
た
い
文
房
具
が
書
か
れ
た
文
章
を
読
む 

・
書
か
れ
て
い
る
文
章
の
分
析 

 

・
ど
こ
を
伝
え
る
の
か 

〇
要
約
文
を
書
く
① 

 

・
教
科
書
を
も
と
に
書
く 

〇
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
つ
か
む 

・
は
じ
め 

な
か 

お
わ
り 

に
わ
け
る 

・
な
か
は
ど
ん
な
工
夫
で
書
か
れ
て
い
る
の
か 

〇
私
の
問
い
を
立
て
る 

 

・
ま
と
め
る
た
め
に
は 

・
１
年
生
に
伝
え
る
た
め
に
は 

 

・ 

〇
文
章
と
出
会
う 

・
読
む 
・
学
習
の
計
画 

・
モ
デ
ル
文 

 

・
だ
い
た
い
の
内
容
を
つ
か
む 

 
・
み
ん
な
に
聞
き
た
い
こ
と 

 

毎時のふりかえりで「私の問い」について自分なりの解決

を書く たくさんの説明文にふれ、要約する機会の設定 



せ
っ
ち
ゃ
く
ざ
い
の
今
と
昔 

三
年 

 
 

組 
 
 
 

番 

名
前
（  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

） 

○め
え
ら
ん
だ
「
文
ぼ
う
具
」
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
要
約
し
よ
う
。
（
え
ん
ぴ
つ
） 

え
ん
ぴ
つ
は
、
手
で
持
つ
部
分
は
木
、
書
く
部
分
の
し
ん
は
「
こ
く
え
ん
」
と
い
う
ま
っ
く
ろ

の
粉
を
ね
ん
ど
に
ま
ぜ
て
焼
い
て
か
た
め
た
も
の
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。
使
う
時
は
え
ん
ぴ
つ

け
ず
り
で
け
ず
っ
て
、
黒
い
し
ん
を
と
が
ら
せ
ま
す
。
え
ん
ぴ
つ
は
、
ノ
ー
ト
に
文
字
を
書
い
た

り
、
画
用
紙
に
絵
を
か
い
た
り
す
る
と
き
に
使
わ
れ
ま
す
。
文
字
を
書
く
と
き
は
黒
い
え
ん
ぴ
つ

で
す
が
、
赤
や
青
な
ど
の
色
え
ん
ぴ
つ
も
あ
り
ま
す
。
色
え
ん
ぴ
つ
の
し
ん
は
「
こ
く
え
ん
」
と

「
ね
ん
ど
」
を
使
い
ま
せ
ん
。
色
の
も
と
に
な
る
「
が
ん
り
ょ
う
」
や
ろ
う
そ
く
の
「
ろ
う
」
を

ま
ぜ
て
、
す
り
つ
ぶ
し
、
形
を
と
と
の
え
て
、
色
え
ん
ぴ
つ
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



国
語
の
記
ろ
く 

 
 

 

      



せ
っ
ち
ゃ
く
ざ
い
の
今
と
昔 

三
年 

 
 

組 
 
 
 

番 

名
前
（  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

） 

○め
「
文
ぼ
う
具
」
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
要
約
し
よ
う
。 

で
ん
ぷ
ん
の
り
は
と
う
も
ろ
こ
し
や
、
タ
ピ
オ
カ
な
ど
の
植
物
を
原
料
に
し
た
「
で
ん
ぷ
ん
」

と
い
う
さ
と
う
の
仲
間
を
、
火
に
か
け
て
と
か
し
た
り
、
か
わ
か
し
た
り
し
な
が
ら
作
り
ま
す
。

使
う
と
き
に
は
ふ
た
を
あ
け
て
、
ひ
つ
よ
う
な
量
を
指
に
つ
け
て
、
く
っ
つ
け
た
い
と
こ
ろ
に
ぬ

り
つ
け
る
よ
う
に
使
い
、
使
わ
な
い
と
き
に
は
ふ
た
を
し
て
お
き
ま
す
。
の
り
は
、
紙
と
紙
を
く

っ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
図
工
な
ど
の
工
作
の
時
間
や
、
ノ
ー
ト
に
プ
リ
ン
ト
を
は
る
と

き
、
手
紙
を
入
れ
た
ふ
う
と
う
を
閉
じ
る
と
き
に
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
し
ょ
う
か
い
し
た

で
ん
ぷ
ん
の
り
は
、
ど
ろ
っ
と
し
て
い
ま
す
が
、
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
り
と
い
う
手
が
よ
ご
れ
な
い
の

り
も
あ
り
ま
す
。
で
ん
ぷ
ん
の
り
の
ほ
う
が
く
っ
つ
く
力
が
強
い
の
が
と
く
ち
ょ
う
で
す
。 

国
語
の
記
ろ
く 

 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



   

      



せ
っ
ち
ゃ
く
ざ
い
の
今
と
昔 

三
年 

 
 

組 
 
 
 

番 

名
前
（  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

） 

○め
え
ら
ん
だ
「
文
ぼ
う
具
」
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
要
約
し
よ
う
。
（
こ
む
ぎ
ね
ん
ど
） 

ね
ん
ど
に
は
「
こ
む
ぎ
こ
ね
ん
ど
」
と
い
う
ね
ん
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
む
ぎ
こ
ね
ん
ど
は
ボ
ー

ル
に
小
麦
粉
と
水
、
油
、
塩
を
ま
ぜ
て
作
る
の
で
、
ま
ち
が
っ
て
口
の
中
に
入
れ
て
も
だ
い
じ
ょ

う
ぶ
で
す
。
こ
む
ぎ
こ
ね
ん
ど
を
使
う
と
き
は
、
よ
く
こ
ね
て
、
自
分
の
好
き
な
形
に
し
て
使
い

ま
す
。
小
さ
な
子
ど
も
達
が
工
作
を
す
る
時
に
使
わ
れ
ま
す
。
色
を
つ
け
た
い
と
き
は
、
絵
の
具

を
使
う
と
き
れ
い
な
色
に
な
る
の
で
、
ま
ぜ
る
と
よ
い
で
す
が
、
口
の
中
に
入
れ
る
と
た
い
へ
ん

な
こ
と
に
な
る
の
で
、
あ
ま
り
お
す
す
め
し
ま
せ
ん
。
色
を
つ
け
た
い
と
き
は
「
食
用
色
素
（
し

ょ
く
よ
う
し
き
そ
）」
を
い
う
食
べ
て
も
安
全
な
粉
（
こ
な
）
を
ま
ぜ
て
つ
か
い
ま
す
。 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



国
語
の
記
ろ
く 

 
 

  

      



せ
っ
ち
ゃ
く
ざ
い
の
今
と
昔 

三
年 

 
 

組 
 
 
 

番 

名
前
（  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

） 

○め
え
ら
ん
だ
「
文
ぼ
う
具
」
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
要
約
し
よ
う
。
（
け
し
ご
む
） 

け
し
ご
む
は
、
け
し
ご
む
の
や
わ
ら
か
さ
を
出
す
た
め
に
使
う
特
別
な
材
料
と
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
を
き
か
い
で
ま
ぜ
て
作
り
ま
す
。
使
う
と
き
に
は
書
い
た
文
字
や
絵
に
け
し
ご
む
を
あ
て
、
何

度
も
こ
す
る
よ
う
に
し
ま
す
。
け
し
ご
む
は
、
え
ん
ぴ
つ
で
書
い
た
も
の
を
消
す
と
き
に
使
わ
れ

ま
す
。
ど
ん
な
も
の
で
も
消
せ
る
の
で
は
な
く
、
ペ
ン
や
絵
の
具
で
か
い
た
も
の
は
消
す
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
赤
え
ん
ぴ
つ
で
書
い
た
も
の
も
消
し
に
く
い
で
す
。
ま
た
、
長
細
い
も
の
や
、
と

が
っ
た
も
の
、
手
の
ひ
ら
く
ら
い
の
大
き
な
も
の
な
ど
、
使
い
方
に
合
わ
せ
た
形
の
け
し
ご
む
も

あ
り
ま
す
。
け
し
ご
む
は
白
色
が
き
ほ
ん
の
色
で
す
が
、
赤
や
青
な
ど
の
色
を
ま
ぜ
こ
ん
だ
カ
ラ

フ
ル
な
け
し
ご
む
や
、
と
う
め
い
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



国
語
の
記
ろ
く 

 
 

  

      



 

例 

学
校
で
使
う
文
ぼ
う
具
「
で
ん
ぷ
ん
の
り
」 

  
で
ん
ぷ
ん
の
り
は
と
う
も
ろ
こ
し
や
、
タ
ピ
オ
カ
な
ど
の
植
物
を
原
料
に
し
た

「
で
ん
ぷ
ん
」
と
い
う
食
べ
る
こ
と
も
で
き
る
、
さ
と
う
の
仲
間
を
、
火
に
か
け
て

と
か
し
た
り
、
か
わ
か
し
た
り
し
な
が
ら
作
り
ま
す
。
使
う
と
き
に
は
ふ
た
を
あ
け

て
、
ひ
つ
よ
う
な
量
を
指
に
つ
け
て
、
く
っ
つ
け
た
い
と
こ
ろ
に
ぬ
り
つ
け
る
よ
う

に
使
い
、
使
わ
な
い
と
き
に
は
ふ
た
を
し
て
お
き
ま
す
。
の
り
は
、
紙
と
紙
を
く
っ

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
図
工
な
ど
の
工
作
の
時
間
や
、
ノ
ー
ト
に
プ
リ
ン
ト

を
は
る
と
き
、
手
紙
を
入
れ
た
ふ
う
と
う
を
閉
じ
る
と
き
に
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
こ

こ
で
し
ょ
う
か
い
し
た
で
ん
ぷ
ん
の
り
は
、
ど
ろ
っ
と
し
て
い
ま
す
が
、
ス
テ
ィ
ッ

ク
の
り
と
い
う
手
が
よ
ご
れ
な
い
の
り
も
あ
り
ま
す
。
で
ん
ぷ
ん
の
り
の
ほ
う
が
く

っ
つ
く
力
が
強
い
の
が
と
く
ち
ょ
う
で
す
。
２
９
３
文
字 

 
 要

約
Ａ 

で
ん
ぷ
ん
の
り
は
で
ん
ぷ
ん
と
い
う
さ
と
う
の
仲
間
か
ら
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
紙
と

紙
を
く
っ
つ
け
る
た
め
に
使
い
ま
す
。
で
ん
ぷ
ん
の
り
は
ど
ろ
っ
と
し
て
い
て
、
ス

テ
ィ
ッ
ク
の
り
は
手
が
よ
ぼ
れ
ま
せ
ん
。
８
０
文
字 

 

要
約
Ｂ 

で
ん
ぷ
ん
の
り
は
で
ん
ぷ
ん
と
い
う
植
物
か
ら
作
っ
た
の
り
で
す
。
使
う
時
に
は
ひ

つ
よ
う
な
量
を
ゆ
び
に
つ
け
て
く
っ
つ
け
る
場
所
に
ぬ
り
ま
す
。
で
ん
ぷ
ん
の
り
は

く
っ
つ
く
力
が
強
い
の
が
と
く
ち
ょ
う
で
す
。
８
２
文
字 

 

要
約
Ｃ 

で
ん
ぷ
ん
の
り
は
「
で
ん
ぷ
ん
」
と
い
う
植
物
か
ら
で
き
た
、
ど
ろ
っ
と
し
た
の
り

で
す
。
工
作
な
ど
で
使
う
と
き
に
、
ひ
つ
よ
う
な
り
ょ
う
を
ゆ
び
に
つ
け
て
く
っ
つ

け
た
い
と
こ
ろ
に
ぬ
り
ま
す
。
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
り
は
て
が
よ
ご
れ
ま
せ
ん
が
、
で
ん

ぷ
ん
の
り
は
く
っ
つ
く
力
が
強
い
の
が
と
く
ち
ょ
う
で
す
。
１
１
８
文
字 

        



① 

学
校
で
使
う
文
ぼ
う
具
「
け
し
ご
む
」 

 
け
し
ご
む
は
、
け
し
ご
む
の
や
わ
ら
か
さ
を
出
す
た
め
に
使
う
特
別
な
材
料
と
、
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
を
き
か
い
で
ま
ぜ
て
作
り
ま
す
。
使
う
と
き
に
は
書
い
た
文
字
や
絵
に

け
し
ご
む
を
あ
て
、
何
度
も
こ
す
る
よ
う
に
し
ま
す
。
け
し
ご
む
は
、
え
ん
ぴ
つ
で

書
い
た
も
の
を
消
す
と
き
に
使
わ
れ
ま
す
。
ど
ん
な
も
の
で
も
消
せ
る
の
で
は
な

く
、
ペ
ン
や
絵
の
具
で
か
い
た
も
の
は
消
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
赤
え
ん
ぴ
つ
で

書
い
た
も
の
も
消
し
に
く
い
で
す
。
ま
た
、
長
細
い
も
の
や
、
と
が
っ
た
も
の
、
手

の
ひ
ら
く
ら
い
の
大
き
な
も
の
な
ど
、
使
い
方
に
合
わ
せ
た
形
の
け
し
ご
む
も
あ
り

ま
す
。
け
し
ご
む
は
白
色
が
き
ほ
ん
の
色
で
す
が
、
赤
や
青
な
ど
の
色
を
ま
ぜ
こ
ん

だ
カ
ラ
フ
ル
な
け
し
ご
む
や
、
と
う
め
い
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
２
７
８
文
字 

 
 

 

② 

学
校
で
つ
か
う
文
ぼ
う
具
「
え
ん
ぴ
つ
」 

 え
ん
ぴ
つ
は
、
手
で
持
つ
部
分
は
木
、
書
く
部
分
の
し
ん
は
「
こ
く
え
ん
」
と
い
う

ま
っ
く
ろ
の
粉
を
ね
ん
ど
に
ま
ぜ
て
焼
い
て
か
た
め
た
も
の
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。

使
う
時
は
え
ん
ぴ
つ
け
ず
り
で
け
ず
っ
て
、
黒
い
し
ん
を
と
が
ら
せ
ま
す
。
え
ん
ぴ

つ
は
、
ノ
ー
ト
に
文
字
を
書
い
た
り
、
画
用
紙
に
絵
を
か
い
た
り
す
る
と
き
に
使
わ

れ
ま
す
。
文
字
を
書
く
と
き
は
黒
い
え
ん
ぴ
つ
で
す
が
、
赤
や
青
な
ど
の
色
え
ん
ぴ

つ
も
あ
り
ま
す
。
色
え
ん
ぴ
つ
の
し
ん
は
「
こ
く
え
ん
」
と
「
ね
ん
ど
」
を
使
い
ま

え
ん
。
色
の
も
と
に
な
る
「
が
ん
り
ょ
う
」
や
ろ
う
そ
く
の
「
ろ
う
」
を
ま
ぜ
て
、

す
り
つ
ぶ
し
、
形
を
と
と
の
え
て
、
色
え
ん
ぴ
つ
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
２
５
１
文

字 

  
 

 

③ 

学
校
で
つ
か
う
文
ぼ
う
具
「
こ
む
ぎ
こ
ね
ん
ど
」 

ね
ん
ど
に
は
「
こ
む
ぎ
こ
ね
ん
ど
」
と
い
う
ね
ん
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
む
ぎ
こ
ね
ん

ど
は
ボ
ー
ル
に
小
麦
粉
と
水
、
油
、
塩
を
ま
ぜ
て
作
る
の
で
、
ま
ち
が
っ
て
口
の
中

に
入
れ
て
も
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
で
す
。
こ
む
ぎ
こ
ね
ん
ど
を
使
う
と
き
は
、
よ
く
こ
ね

て
、
自
分
の
好
き
な
形
に
し
て
使
い
ま
す
。
小
さ
な
子
ど
も
達
が
工
作
を
す
る
時
に

使
わ
れ
ま
す
。
色
を
つ
け
た
い
と
き
は
、
絵
の
具
を
使
う
と
き
れ
い
な
色
に
な
る
の

で
、
ま
ぜ
る
と
よ
い
で
す
が
、
口
の
中
に
入
れ
る
と
た
い
へ
ん
な
こ
と
に
な
る
の

で
、
あ
ま
り
お
す
す
め
し
ま
せ
ん
。
色
を
つ
け
た
い
と
き
は
「
食
用
色
素
（
し
ょ
く

よ
う
し
き
そ
）」
を
い
う
食
べ
て
も
安
全
な
粉
（
こ
な
）
を
ま
ぜ
て
つ
か
い
ま
す
。 

 

２
３
０
文
字 



年  組   名前

（  （   （                   

）      

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          


