
１
言 語

言
葉
の
力
を
つ
け
よ
う
（
音
読
２
年
⑤
）

〔
随
筆

ず
い
ひ
つ

「
徒
然
草

つ
れ
づ
れ
ぐ
さ

」
〕

名 前

読
ん
で
み
よ
う

「
徒
然
草

つ
れ
づ
れ
ぐ
さ

」
は
二
四
三
段
か
ら
成
る
随

筆

集

ず
い
ひ
つ
し
ゅ
う

で
す
。
鎌
倉
時
代
に
兼
好

け
ん
こ
う

法
師

ほ
う
し

に
よ
っ
て
書
か
れ
ま
し
た
。

人
生
や
世
の
中
の
こ
と
な
ど
多
方
面
に
わ
た
っ
て
、
自
由
な
立
場
で
感
想
や
意
見
、
批
評

ひ
ひ
ょ
う

が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

筑
紫

つ

く

し

に
、
な
に
が
し
の
押
領
使

お
う
り
ょ
う
し

な
ど
い
ふウ

やヨ

う
な
る
も
の
の
あ
り

け
る
が
、
土つ

ち

大
根

お

お

ね

を

万
よ
ろ
ず

に
い
み
じ
き
薬
と
て
、
朝
ご
と
に
二
つ
づズ

つ

焼
き
て
食く

ひイ

け
る
事
、
年と

し

久ひ
さ

し
く
な
り
ぬ
。
或あ

る

時と
き

、
館た

ち

の
内
に
人
も

な
か
り
け
る
隙ひ

ま

を
は
か
り
て
、
敵
襲お

そ

ひイ

来き

た
り
て
囲か

こ

み
攻せ

め
け
る

に
、
館
の
う
ち
に
兵
二
人
出い

で
来
て
、
命
を
惜お

し
ま
ず
戦
ひイ

て
皆
追

ひイ

か
へエ

し
て
け
り
。
い
と
不
思
議
に
覚お

ぼ

え
て
、
「
日
ご
ろ
こ
こ
に
も

の
し
給た

ま

ふウ

と
も
見
ぬ
人
々
の
、
か
く
戦
ひイ

し
給た

ま

ふウ

は
、
い
か
な
る
人

ぞ
」
と
問
ひイ

け
れ
ば
「
年と

し

ご
ろ
頼た

の

み
て
、
朝
な
朝
な
召め

し
つ
る
土つ

ち

大
根

お

お

ね

ら
に
さ
ぶ
ら
ふ

ロ

ウ

」
と
い
ひイ

て
失う

せ
に
け
り
。

深
く
信し

ん

を
い
た
し
ぬ
れ
ば
、
か
か
る
徳
も
あ
り
け
る
に
こ
そ
。

モ

モ

《
口
語
訳
》

九
州
の
筑
紫
に
、
盗
賊

と
う
ぞ
く

を
逮
捕
す
る
押
領
使

お
う
り
ょ
う
し

と
い
う
者
が
い
た
が
、
大
根
を
全
て
に
よ
く
効き

く
薬
で
あ
る

と
考
え
、
毎
朝
二
切
れ
ず
つ
焼
い
て
食
べ
る
こ
と
が
、
長
年
の
習
慣
に
な
っ
て
い
た
。

あ
る
時
、
屋
敷
の
中
に
誰
も
い
な
い
す
き
を
ね
ら
っ
て
、
敵
が
襲お

そ

っ
て
き
て
屋
敷
を
囲
ん
で
攻
め
て
き
た

と
き
に
、
屋
敷
の
中
か
ら
武
士
が
二
人
出
て
き
て
、
命
を
惜お

し
ま
ず
戦
っ
て
、
敵
を
全
て
追
い
返
し
た
。
押

領
使
は
と
て
も
不
思
議
に
思
っ
て
「
日
頃

ひ

ご

ろ

こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
え
な
い
人
々
が
こ
の
よ
う
に
戦
っ
て

い
た
だ
い
た
の
は
ど
ん
な
方
な
の
で
し
ょ
う
か
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
長
年
頼
り
に
し
て
、
毎
朝
食
べ
て
い

た
だ
い
た
大
根
た
ち
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
言
っ
て
消
え
て
し
ま
っ
た
。

深
く
信
じ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
御
利
益

ご

り

や

く

も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

《
読
ん
だ
回
数
》

１回２回何度も ５回 ４回 ３回
合計

回

朗
読

暗
唱

読めたら

色をぬろう！



１
言 語

言
葉
の
力
を
つ
け
よ
う
（
音
読
２
年
⑤
）

〔
随
筆

ず
い
ひ
つ

「
徒
然
草

つ
れ
づ
れ
ぐ
さ

」
〕

名 前

解

説

読
ん
で
み
よ
う

《
「
方
丈
記
」
冒
頭
文
》

ゆ
く
河か

わ

の
流
れ
は
絶た

え
ず
し
て
、

し
か
も
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。

よ
ど
み
に
浮
か
ぶ
う
た
か
た
は
、

か
つ
消
え
、
か
つ
結
び
て
、
久
し

く
と
ど
ま
り
た
る

例
た
め
し

な
し
。
世よ

の
中
に
あ
る
人
と

栖
す
み
か

と
、
ま
た

か
く
の
ご
と
し
。

古
典
の
随
筆
作
品
か
ら
は
、
遠
い
時
代
に
生
き
た
人
々
の

生
活
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
当
時
の
人
た
ち
の

考
え
方
や
、
感
じ
方
を
知
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
現
代
の
私

た
ち
が
読
ん
で
も
新
鮮
な
発
見
が
あ
り
、
共
感
で
き
る
部
分

が
あ
り
ま
す
。
短
編
小
説
を
読
む
感
覚
で
、
ぜ
ひ
読
ん
で
み

ま
し
ょ
う
。

《
「
枕
の
草
子
」
冒
頭
文
》

春
は
あ
け
ぼ
の
。
やヨ

う
やヨ

う
白

く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
、
す
こ
し

あ
か
り
て
、

紫
む
ら
さ
き

だ
ち
た
る
雲

の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
。

《
「
徒
然
草
」
冒
頭
文
》

つ
れ
ず
れ
な
る
ま
ま
に
、
日
暮

ひ

く

ら
し
、
硯

す
ず
り

に
む
か
ひイ

て
心
に
う

つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
事
を
、
そ

こ
は
か
と
な
く
書
き
つ
く
れ

ば
、
あ
や
し
う

シ

ュ

ウ

こ
そ
も
の
ぐ
る

ほオ

し
け
れ
。

★
知
っ
て
お
き
た
い
古
典
の
知
識

筆
者
の
体
験
や
、
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
こ
と
を
基も

と

に
、

そ
こ
か
ら
感
じ
取
っ
た
こ
と
を
自
由
な
形
式
で
書
い
た
文

章
を
随
筆

ず
い
ひ
つ

と
い
い
ま
す
。

古
典
作
品
の
中
で
三さ

ん

大
随
筆

だ
い
ず
い
ひ
つ

と
い
わ
れ
る
作
品
は
次
の

三
つ
で
す
。

古
典
の
文
章
に
は
、
現
代
文
と
は
異
な
る
仮
名
遣づ

か

い
や

言
葉
の
き
ま
り
が
あ
り
ま
す
。
主
語
が
省
略
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
多
く
あ
り
ま
す
。
繰
り
返
し
音
読
し
て
情
景
を
想

像
し
な
が
ら
、
読
み
味
わ
い
ま
し
ょ
う
。

平
安
時
代
・
・
・
「
枕
草
子

ま
く
ら
の
そ
う
し

」

清
少
納
言

せ
い
し
ょ
う
な
ご
ん

鎌
倉
時
代
・
・
・
「
方
丈
記

ほ
う
じ
ょ
う
き

」

鴨

長

明

か
も
の
ち
ょ
う
め
い

｢

徒
然
草

つ
れ
づ
れ
ぐ
さ

」

兼
好

け
ん
こ
う

法
師

ほ

う

し


