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学
習
を
始
め
る
前
に

①
必
ず
用
意
し
て
く
だ
さ
い

・
国
語
の
ノ
ー
ト
と
漢
字
ノ
ー
ト

・
筆
記
用
具

②
注
意

・
大
事
だ
と
思
う
と
こ
ろ
は
ノ
ー
ト
に
書
い

て
く
だ
い
さ
い
。

・
こ
の
ビ
デ
オ
で
使
っ
て
い
る
ス
ラ
イ
ド
を

印
刷
し
た
い
人
は
、
最
後
の
お
知
ら
せ
を

見
て
く
だ
さ
い
。

・
「
ビ
デ
オ
を
止
め
て
く
だ
さ
い
。
」
と
言

わ
れ
た
ら
、
ビ
デ
オ
を
止
め
て
、
先
生
の

指
示
に
し
た
が
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
ビ
デ
オ
を
止
め
た

り
、
も
う
一
度
ビ
デ
オ
を
見
た
り
し
て
く

だ
さ
い
。



①

共
に
生
き
る
町

自
分
た
ち
の
暮
ら
し
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
た
い
と
い
う
の
は
、
す
べ
て

の
人
の
願
い
で
す
。
だ
れ
も
が
平
等
に
、
そ
れ
を
追
求
す
る
権
利
が
あ
り
、

同
時
に
他
人
の
権
利
を
さ
ま
た
げ
ず
に
、
一
人
一
人
が
で
き
る
こ
と
を
考
え

実
行
す
る
義
務
も
あ
り
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
、
生
活
し
て
い
る
中
で
、
自
分
と
社
会
と
の
か
か
わ
り
、

特
に
自
分
と
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
と
の
か
か
わ
り
を
見
つ
め
、
考
え
て
き
ま
し

た
。今

回
の
学
習
で
は
、
自
分
の
身
の
回
り
の
施
設
や
物
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

そ
し
て
、
だ
れ
も
が
よ
り
よ
い
暮
ら
し
を
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
共
に
生
き

る
町
に
す
る
た
め
の
提
案
を
し
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
一
人
一
人
が
、
い
ま
生

活
し
て
い
る
社
会
や
地
域
に
つ
い
て
、
自
分
の
立
場
で
発
言
、
提
案
し
、
社

会
全
体
で
考
え
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
身
の
回
り
の
施
設
や
物
に
つ
い
て
考

え
る
視
点
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

〈
光
村
図
書

国
語
六

参
照
〉

し



②

多
く
の
人
が
使
え
る
よ
う
に

古
瀬

敏

ま
ず
、
多
く
の
人
が
使
う
施
設
や
、
そ
こ
に
あ
る
物
を
思
い
う
か
べ
て
み
ま

し
ょ
う
。
例
え
ば
、
駅
や
市
庁
舎
・
県
庁
者
、
そ
こ
に
あ
る
ト
イ
レ
や
公
衆
電

話
な
ど
で
す
。
次
に
、
そ
れ
を
利
用
し
そ
う
な
人
を
で
き
る
だ
け
考
え
て
く
だ

さ
い
。
わ
た
し
は
公
共
図
書
館
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
ま
す
。
あ
な
た
が
思

い
う
か
べ
た
施
設
や
物
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
に
考
え
な
が
ら
読
ん
で
く
だ

さ
い
。

公
共
図
書
館
は
、
そ
の
地
域
に
住
ん
で
い
る
人
や
、
そ
の
地
域
で
働
い
て

い
る
人
が
利
用
す
る
施
設
で
す
。
そ
の
人
た
ち
の
だ
れ
も
が
、
そ
こ
へ
行
き
、

自
分
が
読
み
た
い
本
を
探
し
て
、
読
ん
だ
り
借
り
た
り
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、

ど
ん
な
人
に
も
利
用
し
や
す
く
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ

せ

さ
と
し



③

そ
れ
で
は
、
図
書
館
の
入
り
口
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
入
り
口
に
階

段
が
あ
る
場
合
と
、
階
段
が
な
く
平
ら
に
な
っ
て
い
る
場
合
と
で
は
、
ど
ち

ら
が
入
り
や
す
い
で
し
ょ
う
か
。
先
ほ
ど
思
い
う
か
べ
た
、
た
く
さ
ん
の
人

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
図
書
館
に
は
、

一
階
だ
け
で
な
く
、
地
下
に
も
二
階
に
も
読
み
た
い
本
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
な
か
っ
た
ら
ど
う
で
す
か
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が

あ
っ
て
も
、
ボ
タ
ン
が
高
い
位
置
に
付
い
て
い
た
ら
、
使
い
に
く
い
人
は
い

な
い
で
し
ょ
う
か
。

多
く
の
人
が
使
う
物
や
公
共
の
施
設
は
、
「
だ
れ
も
が
利
用
し
や
す
い
」

と
い
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
で
き
る
だ
け
多
く
の
、
い
ろ
い
ろ
な
条
件
の
人

が
使
え
る
物
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
の
が
私
の
提
案
で
す
。
こ
の
よ

う
な
物
作
り
の
考
え
方
を
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
と
い
い
ま
す
。
「
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
」
は
「
す
べ
て
の
、
共
通
に
あ
る
」
と
い
う
意
味
、
「
デ
ザ
イ

ン
」
は
「
設
計
、
計
画
」
と
い
う
意
味
で
す
。
で
す
か
ら
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

デ
ザ
イ
ン
の
提
案
は
、
「
物
を
作
る
と
き
、
で
き
る
か
ぎ
り
多
く
の
人
が
使

え
る
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
考
え
ま
し
ょ
う
。
」
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。



④

例
え
ば
、
こ
ん
な
ふ
う
に
物
作
り
を
考
え
て
い
き
ま
す
。
建
物
の
入
り

口
に
取
っ
手
を
付
け
る
と
し
ま
す
。
取
っ
手
は
、
使
う
人
を
考
え
て
取
り

付
け
る
高
さ
を
工
夫
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
縦
に
長
い
取
っ
手
を
付

け
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
。
こ
う
す
る
と
、
身
長
や
姿
勢
な
ど
に
関
係
な
く
。

だ
れ
も
が
、
同
じ
取
っ
手
を
使
っ
て
と
び
ら
を
開
け
た
り
閉
め
た
り
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
、
こ
の
考
え
方
は
、
食
器
や
文
具
な
ど
身
近
な
道
具
か

ら
、
建
物
、
公
園
や
道
路
、
さ
ら
に
は
町
全
体
の
つ
く
り
方
に
ま
で
お
よ

び
ま
す
。

物
を
作
る
人
は
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
物
を
使
う
人
た
ち
も
、
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
の
考
え
方
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
自

身
が
使
っ
て
い
て
不
便
を
感
じ
た
ら
、
積
極
的
に
声
を
出
す
こ
と
が
大
切

な
の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
新
し
く
作
ら
れ
る
物
に
は
、
あ
な
た
の
意
見

も
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
多
く
の
人
が
共
に
考
え
、

工
夫
し
合
う
こ
と
で
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
で
の
物
作
り
が
あ
た
り

ま
え
に
な
り
、
い
ろ
い
ろ
な
人
が
、
い
し
ょ
に
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会

が
実
現
す
る
と
思
い
ま
す
。



ま
と
め
の
問
題
を
し
ま
し
ょ
う
。

①
多
く
の
人
が
使
う
物
や
公
共
の
施
設
は
、
「
だ
れ
も
が
利
用
し
や
す

い
」
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
で
き
る
だ
け
多
く
の
、
い
ろ
い
ろ
な
条

②

件
の
人
が
使
え
る
物
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
提
案

で
す
。
こ
の
よ
う
な
物
作
り
の
考
え
方
を
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
と

い
い
ま
す
。
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
」
は
「
す
べ
て
の
、
共
通
に
あ
る
」
と
い

う
意
味
、
「
デ
ザ
イ
ン
」
は
「
設
計
、
計
画
」
と
い
う
意
味
で
す
。
で
す

か
ら
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
提
案
は
、
「
物
を
作
る
と
き
、
で
き

る
か
ぎ
り

と
い
う
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
考
え
ま
し
ょ

う
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑴

―

線
①
「
多
く
の
人
が
使
う
物
や
公
共
の
施
設
」
に
つ
い
て
、
筆
者

は
ど
ん
な
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
か
。
次
か
ら
選
び
ま
し
ょ

う
。

ア

い
つ
、
ど
ん
な
と
き
で
も
利
用
で
き
る
こ
と
。

イ

ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
利
用
で
き
る
こ
と
。

ウ

す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
利
用
し
や
す
い
こ
と
。

⑵

―

線
②
「
わ
た
し
の
提
案
」
と
は
、
ど
ん
な
提
案
で
す
か
。
文
中
の

言
葉
を
使
っ
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

⑶

に
合
う
言
葉
を
次
か
ら
選
び
ま
し
ょ
う
。

ア

む
だ
を
省
く

イ

多
く
の
人
が
使
え
る

ウ

美
し
い
形
に
し
あ
げ
る

し



ま
と
め
の
問
題
を
し
ま
し
ょ
う
。

①
多
く
の
人
が
使
う
物
や
公
共
の
施
設
は
、
「
だ
れ
も
が
利
用
し
や
す

い
」
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
で
き
る
だ
け
多
く
の
、
い
ろ
い
ろ
な
条

②

件
の
人
が
使
え
る
物
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
提
案

で
す
。
こ
の
よ
う
な
物
作
り
の
考
え
方
を
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
と

い
い
ま
す
。
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
」
は
「
す
べ
て
の
、
共
通
に
あ
る
」
と
い

う
意
味
、
「
デ
ザ
イ
ン
」
は
「
設
計
、
計
画
」
と
い
う
意
味
で
す
。
で
す

か
ら
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
提
案
は
、
「
物
を
作
る
と
き
、
で
き

る
か
ぎ
り

と
い
う
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
考
え
ま
し
ょ

う
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑴

―

線
①
「
多
く
の
人
が
使
う
物
や
公
共
の
施
設
」
に
つ
い
て
、
筆
者

は
ど
ん
な
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
か
。
次
か
ら
選
び
ま
し
ょ

う
。

ア

い
つ
、
ど
ん
な
と
き
で
も
利
用
で
き
る
こ
と
。

イ

ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
利
用
で
き
る
こ
と
。

ウ

す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
利
用
し
や
す
い
こ
と
。

⑵

―

線
②
「
わ
た
し
の
提
案
」
と
は
、
ど
ん
な
提
案
で
す
か
。
文
中
の

言
葉
を
使
っ
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

例
：
で
き
る
だ
け
多
く
の
、
い
ろ
い
ろ
な
条
件
の
人
が
使
え
る
物
を
作
ろ

う
と
い
う
提
案
。

⑶

に
合
う
言
葉
を
次
か
ら
選
び
ま
し
ょ
う
。

ア

む
だ
を
省
く

イ

多
く
の
人
が
使
え
る

ウ

美
し
い
形
に
し
あ
げ
る

〈文
理

国
語
教
科
書
ワ
ー
ク

参
照
〉

し

〇〇



③

例
え
ば
、
こ
ん
な
ふ
う
に
物
作
り
を
考
え
て
い
き
ま
す
。
建
物
の
入
り
口

に
取
っ
手
を
付
け
る
と
し
ま
す
。
取
っ
手
は
、
使
う
人
を
考
え
て
取
り
付
け

る
高
さ
を
工
夫
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
縦
に
長
い
取
っ
手
を
付
け
る
と

ど
う
で
し
ょ
う
。
こ
う
す
る
と
、
身
長
や
姿
勢
な
ど
に
関
係
な
く
。
だ
れ
も

が
、
同
じ
取
っ
手
を
使
っ
て
と
び
ら
を
開
け
た
り
閉
め
た
り
す
る
こ
と
が

④

で
き
ま
す
。
こ
の
考
え
方
は
、
食
器
や
文
具
な
ど
身
近
な
道
具
か
ら
、
建
物
、

公
園
や
道
路
、
さ
ら
に
は
町
全
体
の
つ
く
り
方
に
ま
で
お
よ
び
ま
す
。

⑷

―

線
③
「
こ
ん
な
ふ
う
に
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
に
す
る
こ
と

を
指
し
て
い
ま
す
か
。
次
の
文
の

に
合
う
言
葉
を
、
文
章
中
か
ら
七

字
で
書
き
出
し
な
さ
い
。

・
使
う
人
の
こ
と
を
考
え
て
、
建
物
の
入
り
口
に
は
、

を
付
け
る
。

⑸

―

線
④
「
こ
の
考
え
方
」
を
ふ
ま
え
た
物
作
り
の
例
と
し
て
ふ
さ
わ
し

く
な
い
も
の
を
次
か
ら
選
び
ま
し
ょ
う
。

ア

段
差
が
な
く
、
平
ら
に
な
っ
て
い
る
建
物
の
入
り
口
。

イ

左
き
き
の
人
に
も
使
い
や
す
く
で
き
て
い
る
は
さ
み
。

ウ

細
か
い
字
で
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
書
か
れ
て
い
る
案
内
板
。



③

例
え
ば
、
こ
ん
な
ふ
う
に
物
作
り
を
考
え
て
い
き
ま
す
。
建
物
の
入
り
口

に
取
っ
手
を
付
け
る
と
し
ま
す
。
取
っ
手
は
、
使
う
人
を
考
え
て
取
り
付
け

る
高
さ
を
工
夫
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
縦
に
長
い
取
っ
手
を
付
け
る
と

ど
う
で
し
ょ
う
。
こ
う
す
る
と
、
身
長
や
姿
勢
な
ど
に
関
係
な
く
。
だ
れ
も

が
、
同
じ
取
っ
手
を
使
っ
て
と
び
ら
を
開
け
た
り
閉
め
た
り
す
る
こ
と
が

④

で
き
ま
す
。
こ
の
考
え
方
は
、
食
器
や
文
具
な
ど
身
近
な
道
具
か
ら
、
建
物
、

公
園
や
道
路
、
さ
ら
に
は
町
全
体
の
つ
く
り
方
に
ま
で
お
よ
び
ま
す
。

⑷

―

線
③
「
こ
ん
な
ふ
う
に
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
に
す
る
こ
と

を
指
し
て
い
ま
す
か
。
次
の
文
の

に
合
う
言
葉
を
、
文
章
中
か
ら
七

字
で
書
き
出
し
な
さ
い
。

・
使
う
人
の
こ
と
を
考
え
て
、
建
物
の
入
り
口
に
は
、

縦

に

長

い

取

っ

手

を
付
け
る
。

⑸

―

線
④
「
こ
の
考
え
方
」
を
ふ
ま
え
た
物
作
り
の
例
と
し
て
ふ
さ
わ
し

く
な
い
も
の
を
次
か
ら
選
び
ま
し
ょ
う
。

ア

段
差
が
な
く
、
平
ら
に
な
っ
て
い
る
建
物
の
入
り
口
。

イ

左
き
き
の
人
に
も
使
い
や
す
く
で
き
て
い
る
は
さ
み
。

ウ

細
か
い
字
で
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
書
か
れ
て
い
る
案
内
板
。

〇



提
案
書
を
書
き
ま
し
ょ
う

⑴
調
べ
ま
し
ょ
う
。

学
校
、
公
園
な
ど

身
の
回
り
に
あ
る
公
共
の
施
設
や
、
そ
こ
に
あ
る
物

に
つ
い
て
調
べ
ま
し
ょ
う
。

❶
だ
れ
も
が
使
え
る
よ
う
に
、
ど
ん
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
か
。

❷
足
り
な
い
と
こ
ろ
は
ど
こ
な
の
か
。

❸
ど
う
す
れ
ば
よ
く
な
る
の
か
。

⑵
提
案
書
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

調
べ
た
こ
と
を
も
と
に
、
自
分
の
提
案
を
文
章
に
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

提
案
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
具
体
的
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

な
ぜ
そ
う
考
え
た
の
か
と
い
う
理
由
も
述
べ
ま
し
ょ
う
。

提案の文章例
みんなに便利「音の案内板」

６年１組 斎藤 奈央
東京東小学校のみなさんへ
わたしたちは、国語の学習でよりよい町づくりや学校

づくりについて考えました。その中で、わたしは、県立
公園の案内板について案を考え付きました。ぜひ、いっ
しょに考えてみてください。

〔提案〕
県立公園に、音声で案内してくれる案内板を設置して

ほしい。

〔提案理由〕
県立公園は、たいへん広い場所で、その中に野球場、

アスレチック広場、サイクリング場、売店やトイレなど
さまざまな施設があります。目的の場所を見つけるのは
難しいと感じるい人は多いと思います。それで、公園の
入り口には、案内地図が設置されています。これらの案
内板は、低い位置にななめ上を向けて設置され、どんな
身長の人にも見やすい工夫がしてあります。また、点字
もついています。

でも、問題点として、幼児など地図の見方がわからな
い人には、この案内板を見てもわかりません。また、細
かく書かれているので、視力の弱い人には見づらいと思
います。

そこで、私は行きたいところのボタンをおすと音声で
教えてくれるといいのではないかと思います。目印にな
るものや、分かれ道の標識も教えてもらえれば、よくわ
かると思います。 ＜光村図書 参照＞



＜提案書の形＞

題名＿＿＿＿＿＿
名前＿＿＿＿＿

だれへの提案書ですか。

〔提案〕

＊自分が調べたことをもとに、提案をしてください。

〔提案理由〕

提
案
書
を
書
き
ま
し
ょ
う

⑴
調
べ
ま
し
ょ
う
。
＊
＊
先
週
の
宿
題
で
し
た
＊
＊

学
校
、
公
園
な
ど

身
の
回
り
に
あ
る
公
共
の
施
設
や
、
そ
こ
に
あ
る
物

に
つ
い
て
調
べ
ま
し
ょ
う
。

❶
だ
れ
も
が
使
え
る
よ
う
に
、
ど
ん
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
か
。

❷
足
り
な
い
と
こ
ろ
は
ど
こ
な
の
か
。

❸
ど
う
す
れ
ば
よ
く
な
る
の
か
。

調
べ
て
ど
ん
な
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
か
。

⑵
提
案
書
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

調
べ
た
こ
と
を
も
と
に
、
自
分
の
提
案
を
文
章
に
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

提
案
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
具
体
的
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
な
ぜ
そ
う
考
え
た
の
か
と
い
う
理
由
も
述
べ
ま
し
ょ
う
。先生に書いた提案書を見てもらい場合は、

ｅメールで送ってください。直してすぐ送り返します。
メールアドレスについては最後に説明があります。



提案の文章例
みんなに便利「音の案内板」

６年１組 斎藤 奈央

東京東小学校のみなさんへ
わたしたちは、国語の学習でよりよい町づくりや

学校づくりについて考えました。その中で、わたし
は、県立公園の案内板について案を考え付きました。
ぜひ、いっしょに考えてみてください。

〔提案〕
県立公園に、音声で案内してくれる案内板を設置し

てほしい。

〔提案理由〕
県立公園は、たいへん広い場所で、その中に野球

場、アスレチック広場、サイクリング場、売店やト
イレなどさまざまな施設があります。目的の場所を
見つけるのは難しいと感じるい人は多いと思います。
それで、公園の入り口には、案内地図が設置されて
います。これらの案内板は、低い位置にななめ上を
向けて設置され、どんな身長の人にも見やすい工夫
がしてあります。また、点字もついています。
でも、問題点として、幼児など地図の見方がわか

らない人には、この案内板を見てもわかりません。
また、細かく書かれているので、視力の弱い人には
見づらいと思います。
そこで、私は行きたいところのボタンをおすと音

声で教えてくれるといいのではないかと思います。
目印になるものや、分かれ道の標識の教えてもらえ
れば、よくわかると思います。

題名

名前

だれへの提案書ですか。

〔提案〕

＊自分が調べたことをもとに、提案をしてください。

〔提案理由〕



宿
題次

回
の
授
業
ま
で
に
や
る
勉
強
で
す
。

１
．
音
読

「
提
案
の
文
章
例
（
斎
藤
奈
央
さ
ん
の
提
案
）
」
を
読
み

ま
し
ょ
う
。

２
．
提
案
書
の
推
敲

授
業
で
書
い
た
自
分
の
提
案
書
を
読
ん
で
、
直
し
た
方

が
い
い
所
を
見
つ
け
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
を
直
し

ま
し
ょ
う
。

３
．
提
案
書
の
発
表

自
分
が
書
い
た
提
案
書
を
、
提
案
す
る
相
手
に
提
案
す

る
よ
う
に
、
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

（
お
家
の
人
に
聞
い
て
も
ら
う
と
い
い
で
す
ね
。
）

す
い
こ
う



お知らせ

１．質問があったら、メールをください。すぐお返事します。

２．自分が書いた文章を見てもらいたいときはメールで送って

くれれば、直して送り返します。

❖ メールアドレスは、 Akiko@JPNClass.com です。

❖ このビデオのスライドはWebページ http://JPNClass.com から

ダウンロードや印刷ができます。

JPN Class
Online school –日本語で学ぼう

mailto:Akiko@JPNClass.com
http://jpnclass.com/


国
語
の
学
習

小
学
校六

年
生

年
間
学
習
表

JPN Class
Online school –日本語で学ぼう



身につけたい力
８月 ７月 ６月 ５月 ４月

討
論
会
の
を
し
よ
う

討
論
会
の
流
れ
と
進

め
方
を
学
習
し
よ
う
。

１
年
間
の
学
習
を
通
し

て先
生
の
話
を
聞
き
、

学
習
を
進
め
よ
う
。

話
す
／
聞
く

森
へ

「
森
へ
」
を
読
ん
で
、

ど
ん
な
こ
と
を
考
え

た
か
、
テ
ー
マ
を
決

め
て
書
こ
う
。

本
は
友
達

自
分
の
好
き
な
本
を

紹
介
し
よ
う
。

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
作
ろ

う読
み
手
に
必
要
な
情

報
、
自
分
が
伝
え
た

い
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、

文
章
を
書
こ
う
。

生
き
物
は
つ
な
が
り
の

中
に

文
章
全
体
を
短
く
ま

と
め
よ
う
。
（
要
約

し
よ
う
。
）

カ
レ
ー
ラ
イ
ス

主
人
公
と
似
た
経
験

に
つ
い
て
書
こ
う
。

新
聞
記
事

記
事
の
要
約
を
し
、

記
事
に
対
す
る
自
分

の
意
見
を
書
こ
う
。

書
く

船

り
ん
ご

詩
の
言
葉
に
現
れ
た

筆
者
の
気
持
ち
を
読

み
取
ろ
う
。

森
へ

情
景
を
想
像
し
な
が

ら
読
ん
で
、
森
の
イ

メ
ー
ジ
を
豊
か
に
伝

え
る
効
果
的
な
表
現

を
味
わ
お
う
。

短
歌
・
俳
句
の
世
界

短
歌
や
俳
句
を
読
ん

で
、
リ
ズ
ム
や
言
葉

の
美
し
さ
を
感
じ
よ

う
。

生
き
物
は
つ
な
が
り
の

中
に

筆
者
が
文
章
を
通
し

て
一
番
言
い
た
い
こ

と
は
何
か
考
え
よ
う
。

カ
レ
ー
ラ
イ
ス

主
人
公
の
気
持
ち
を

考
え
、
自
分
と
重
ね

合
わ
せ
て
読
ん
で
み

よ
う
。

新
聞
記
事

記
事
の
内
容
を
読
み

取
ろ
う
。

読
む

同
じ
訓
を
持
つ
漢
字

同
じ
訓
を
持
つ
漢
字

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
と

使
い
方
を
知
ろ
う
。

暮
ら
し
の
中
の
言
葉

こ
と
わ
ざ
や
漢
字
四

字
の
言
葉
の
、
意
味

や
使
い
方
を
理
解
し

よ
う
。

漢
字
の
形
と
音
・
意
味

漢
字
の
音
を
表
す
部

分
、
意
味
を
表
す
部

分
を
知
り
、
漢
字
の

組
み
立
て
を
理
解
し

よ
う
。

言
葉



み
や
ざ
わ
け
ん
じ

１月 １２月 １１月 １０月 ９月

今
、
わ
た
し
は
、
ぼ
く

は自
分
の
思
い
が
伝
わ
る

よ
う
な
表
現
を
身
に
付

け
よ
う
。

自
分
の
考
え
を
発
信
し

よ
う

自
分
の
考
え
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
、

友
だ
ち
に
発
信
し
よ
う
。

み
ん
な
で
生
き
る
町

調
べ
た
こ
と
や
考
え
た

こ
と
を
分
か
り
や
す
く

伝
え
よ
う
。

話
す
／
聞
く

今
、
わ
た
し
は
、
ぼ
く

は構
成
を
工
夫
し
て
、
意

図
が
明
確
に
伝
わ
る
方

法
を
考
え
よ
う
。

感
動
を
言
葉
に

見
た
り
感
じ
た
り
し
た

こ
と
を
も
と
に
、
心
の

つ
ぶ
や
き
を
言
葉
に
し

よ
う
。

自
分
の
考
え
を
発
信
し

よ
う

「
平
和
」
に
関
す
る
資

料
を
通
じ
て
、
自
分
の

考
え
を
書
こ
う
。

イ
ー
ト
ハ―

ヴ
の
夢

宮
沢
賢
治
の
考
え
に
つ

い
て
分
か
っ
た
こ
と
、

思
っ
た
こ
と
を
書
こ
う
。

や
ま
な
し

こ
の
作
品
を
読
ん
で

思
っ
た
こ
と
を
、
自
分

な
り
に
ま
と
め
て
み
よ

う
。

み
ん
な
で
生
き
る
町

調
べ
た
こ
と
を
も
と
に
、

提
案
書
を
作
ろ
う
。

書
く

平
和
の
と
り
で
を
築
く

文
の
書
き
方
の
特
徴
に

気
を
つ
け
て
、
筆
者
の

考
え
を
読
み
取
ろ
う
。

イ
ー
ト
ハ―

ヴ
の
夢

宮
沢
賢
治
の
考
え
方
や

生
き
方
を
読
み
取
ろ
う
。

や
ま
な
し

独
特
な
言
葉
や
表
現
を

味
わ
お
う
。
情
景
を
想

像
し
な
が
ら
読
ん
で
、

作
品
の
特
徴
を
考
え
よ

う
。

み
ん
な
で
生
き
る
町

だ
れ
も
が
暮
ら
し
や
す

く
す
る
に
は
ど
う
し
た

ら
い
い
か
考
え
よ
う
。

読
む

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
学

習イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
学

習
に
役
立
て
る
た
め
に
、

注
意
す
る
こ
と
を
確
か

め
よ
う
。

覚
え
て
お
き
た
い
言
葉

教
科
や
社
会
生
活
の
中

で
使
わ
れ
る
言
葉
の
意

味
を
理
解
し
よ
う
。

熟
語
の
成
り
立
ち

漢
字
二
字
・
三
字
・
四

字
以
上
の
熟
語
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
よ
う
。

日
本
で
使
う
文
字

平
仮
名
と
片
仮
名
の
由

来
を
知
ろ
う
。
ロ
ー
マ

字
と
の
か
か
わ
り
を
知

ろ
う
。

言
葉



３月 ２月

話
す
／
聞
く

今
、
君
た
ち
に
伝
え
た

い
こ
と

筆
者
が
伝
え
た
い
こ
と

を
ま
と
め
、
俺
に
対
す

る
自
分
の
考
え
を
書
こ

う
。

生
き
る

「
生
き
る
」
の
形
を
ま

ね
て
、
詩
を
創
っ
て
み

よ
う
。

わ
た
し
た
ち
の
言
葉

い
ろ
い
ろ
な
あ
い
さ
つ

に
つ
い
て
ま
と
め
て
み

よ
う
。 書

く

海
の
命

周
り
の
人
々
と
の
か
か

わ
り
の
中
で
成
長
し
て

い
く
主
人
公
の
姿
を
読

み
取
ろ
う
。
登
場
人
物

の
言
動
か
ら
生
き
方
や

考
え
方
を
読
み
取
ろ
う
。

今
、
君
た
ち
に
伝
え
た

い
こ
と

筆
者
が
経
験
を
と
お
し

て
子
ど
も
た
ち
に
つ
た

え
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

読
み
取
ろ
う
。

生
き
る

そ
れ
ぞ
れ
の
連
に
注
意

し
な
が
ら
、
作
者
の
考

え
る
「
生
き
る
」
を
読

み
取
ろ
う
。

わ
た
し
た
ち
の
言
葉

言
葉
に
つ
い
て
考
え
を

深
め
、
言
葉
の
お
も
し

ろ
さ
を
探
っ
て
み
よ
う
。

言
葉
の
橋

詩
を
味
わ
い
、
心
を
伝

え
る
言
葉
の
働
き
に
つ

い
て
の
筆
者
の
考
え
を

読
み
と
ろ
う
。

読
む

六
年
生
の
漢
字

六
年
生
で
習
っ
た
漢
字

の
復
習
を
し
よ
う
。

漢
字
ク
イ
ズ

小
学
校
で
習
っ
た
漢
字

を
、
正
し
く
理
解
し
て

い
る
か
確
か
め
よ
う
。

言
葉


