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践
事
例
四
】 

     

１ 

学
習
材 

 
 

「
見
付
け
よ
う
！
主
語
は
ど
れ
か
な
。」 

 
 
 
 
 

～
ミ
ラ
イ
シ
ー
ド
「
オ
ク
リ
ン
ク
」
を
活
用
し
て
～ 

２ 

ね
ら
い 

○ 

主
語
と
述
語
と
の
関
係
を
中
心
に
、
文
の
構
成
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

３ 

学
習
活
動
の
流
れ 

一 

主
語
・
述
語
の
関
係
を
お
さ
え
る
。 

二 

主
語
・
述
語
に
照
応
す
る
主
語
を
見
付
け
る
。 

三 

主
語
・
述
語
以
外
の
語
句
が
主
語
と
述
語
の
ど
ち
ら
を
修
飾
し
て
い
る
か
を
考
え

る
。 

 

４ 

学
習
活
動
の
実
際 

一 
 

主
語
・
述
語
の
関
係
を
お
さ
え
る
。 

 

は
じ
め
に
、
既
習
事
項
の
「
何
が
・
何
は
」
に
あ
た
る
言
葉
を
主
語
「
ど
う
す
る
・
何

だ
・
ど
ん
な
だ
」
に
あ
た
る
言
葉
を
述
語
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
関
係
を
ま
と
め

た
。
【
資
料
①
】 

 

二 

主
語
・
述
語
に
照
応
す
る
主
語
を
見
付
け
る
。 

 

ミ
ラ
イ
シ
ー
ド
「
オ
ク
リ
ン
ク
」
を
活
用
し
、
述
語
に
照
応
す
る
主
語
を
見
付
け
さ
せ

た
。
ま
ず
、
「
わ
た
し
は 

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
が 

好
き
で
す
。
」
と
い
う
文
節
ご
と
に

カ
ー
ド
に
分
け
た
文
を
例
示
し
、
述
語
を
見
付
け
さ
せ
た
。
す
る
と
、
述
語
と
し
て
、
好

き
で
す
。
と
い
う
カ
ー
ド
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
次
に
、
述
語
を
手
掛
か
り
に
主
語
を

見
付
け
さ
せ
た
。
わ
た
し
は 

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
が 

で
迷
っ
て
い
る
児
童
に
は
「
誰

が
好
き
な
の
か
。」
と
い
う
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
と
主
語
は
「
わ
た
し
は
」
で
あ
る
こ
と
に

気
付
く
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
他
の
例
文
も
活
用
し
同
じ
よ
う
に
述
語
か
ら
主
語
を

見
付
け
る
学
習
を
重
ね
た
。
分
節
ご
と
に
カ
ー
ド
に
し
て
お
く
こ
と
で
、
画
面
上
で
移
動

さ
せ
な
が
ら
、
主
語
・
述
語
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。【
資
料
②
】 

              

三 

主
語
・
述
語
以
外
の
語
句
が
主
語
と
述
語
の
ど
ち
ら
を
修
飾
し
て
い
る
か
を
考
え
る
。 

 

「
庭
に
は 
色
と
り
ど
り
の 

花
が 

さ
い
た
。
」
と
い
う
例
文
を
活
用
し
、
主
語
の

花
が
述
語
の
さ
い
た
。
以
外
の
語
句
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
た
。
す
る
と
色
と
り
ど
り

の
が
主
語
を
、
庭
に
は
が
述
語
を
詳
し
く
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
け
た
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
主
語
と
述
語
と
の
関
係
、
修
飾
と
被
修
飾
と
の
関
係
と
い
う
文
の
構
成
に
関
す
る

《
第
三
・
四
学
年
》 

領
域
「
言
葉
の
特
徴
や
使
い
方
に
関
す
る
事
項
」 

主
語
と
述
語
と
の
関
係
を
中
心
に
、
文
の
構
成
に
関
し
て
の
理
解
を
図
る
た
め
に 

 

【資料②】主語・述語の照応 

【
資
料
①
】
主
語
・
述
語 



理
解
を
図
っ
た
。
こ
の
時
も
、
他
の
例
文
を
活
用
し
な
が
ら
同
じ
よ
う
に
語
句
の
役
割
に

つ
い
て
整
理
し
、
理
解
を
深
め
た
。【
資
料
③
】 

              

５ 

取
組
を
終
え
て 

 

は
じ
め
に
、
ミ
ラ
イ
シ
ー
ド
「
オ
ク
リ
ン
ク
」
を
活
用
し
カ
ー
ド
を
移
動
さ
せ
な
が
ら
、

学
習
し
た
こ
と
は
主
語
・
述
語
を
見
付
け
た
り
、
ど
の
言
葉
を
修
飾
す
る
か
考
え
た
り
す

る
こ
と
に
有
効
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
考
え
た
こ
と
を
「
ひ
ろ
ば
」
で
共
有
す
る
こ
と
で
、

誤
り
に
気
付
く
こ
と
も
で
き
た
。
し
か
し
、
主
語
と
述
語
の
関
係
や
修
飾
と
被
修
飾
の
関

係
を
捉
え
る
こ
と
を
難
し
い
と
感
じ
る
児
童
も
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
文
章
の
内
容
を

理
解
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
表
現
す
る
場
合
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
文
の
中
で
、
語
句
の
役

割
や
語
句
相
互
の
関
係
に
気
付
い
て
い
る
こ
と
は
、
と
て
も
大
切
で
あ
る
。 

今
後
も
機
会
を
捉
え
、
文
の
構
成
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
学
習
繰
り
返
し
重
ね
て
い

き
た
い
。 

【資料③】主語・述語の修飾 


