
5/２５～ 
・６月 1 日「始業式の持ち物等について」のお知らせ 
・５年生 学習課題 
国語 

1 言葉の意味が分かること① 2 言葉の意味が分かること② 3 言葉の意味が分かること③ 

◎文章の要旨をとらえるため

に、構成とおおまかな内容をた

しかめよう 

詳細は＜国語プリント①＞ 

◎「中」を詳しく読もう 

 

詳細は＜国語プリント②＞ 

◎「中」を詳しく読もう 

 

詳細は＜国語プリント③＞ 

４ 和語と漢語① ５ 和語と漢語② ＜五月中の漢字の課題＞ 

漢字の学習（上巻）のＰ２３

まで 

◎和語・漢語・外来語に 

 ついて理解しよう 

詳細は＜国語プリント③＞ 

◎和語・漢語・外来語に 

分けよう 

詳細は＜国語プリント④＞ 

教科書を見ながら、国語科のノートにまとめていきましょう。 

 

社会 

1 低い土地のくらし 2 国土の気候の特色 3 国土の気候の特色  

◎山脈は日本のどのあたりを通っ

ているのかな 

詳細は＜社会プリント⑨＞ 

◎日本の気候は時間や場所

によってどのように違うの

かな。 

詳細は＜社会プリント⑩＞ 

◎降水量の多い地域は夏と冬

でどのように広がっているの

かな。 

詳細は＜社会プリント⑪＞ 

４地域によって異なる気候   

◎地域ごとの気候は、どのように

ちがっているのかな。 

詳細は＜社会プリント⑫＞ 

  

教科書、地図帳を見ながら、社会科のノートにまとめていきましょう。 

 

算数 

1 直方体や立方体の

体積 

2 直方体や立方体の

体積 

3 直方体や立方体の

体積 

4 直方体や立方体の

体積 

◎くふうして体積を 

 求めよう 

＜算数⑤＞ 

◎大きなものの 

体積の表し方を 

考えよう 

＜算数⑥＞ 

◎入れ物に入る水の

体積、単位の関係

について考えよう 

＜算数⑦＞ 

◎体積のしあげを 

 しよう 

＜算数⑧＞ 

算数課題のプリントを見ながら、指示に従ってやっていきましょう。 

 

理科 

先週の解説 1 メダカのたんじょう ２ 花のつくり 

課題①の解説のみのせてい

ます。 

◎メダカの卵の成長の様子

を見てみよう 

◎植物の花のつくりを見て

みよう 

 



音楽 

１～２ こきょうの人々 

◎こきょうの人々の音名を書こう 

『こきょうの人々』(P.16,17)の音名を書きましょう。 

 

 

図画工作 

1～２ 切り絵 文字の形を 

◎正方形の紙を使い、その特徴を生かして形の面白さを見つけよう 

 

詳細は＜図画工作 課題② のプリント＞ 

 

家庭科 

３ 我が家をピッカピカにクリーン作戦！！ 

◎工夫して整理・整とんをしてみよう  

 詳細は＜家庭科 学習の進め方プリント＞ 

 

体育 

1～３ 不安やなやみへの対処 体を動かそう 

◎不安やなやみをかかえたとき、どうすればよいのか考えよう 

保健教科書「みんなの保健」Ｐ．１２～１３を読み、 

プリント「③不安やなやみへの対処」に書き込みましょう。 

（プリントは教科書と共にお渡ししてあります。） 

◎ストレッチ・トレーニングで体を動かそう 

詳細は≪5 月 18 日体の課題≫のプリントを見てください。 

※学年の HP 内に動画を掲載していますので、ご覧ください。 

 

英語 

1 アルファベット練習 2   Unit1 Hello, friends. 

◎単語を正確に書き写そう 

※Picture Dictionary を使います。 

詳細は＜英語学習プリント＞ 

◎日本と外国の名前のちがいを考えよう 

 

詳細は＜英語学習プリント＞ 

出典教科書：光村図書 東京書籍 教育出版 開隆堂 学研 

 

 

【次のページから、この順番でお知らせ・課題・プリントが表示されます。】 

 

【解答例は、３３ページからこの教科の順番で表示されます。】 
 ※6 月 1 日より、登校予定のため、今週の課題の解答例も一緒に掲載します。 



6月 1日 始業式の持ち物等について 
 
 
 
１．登校時間 10 時開門 10 時 20 分朝礼 下校 12 時過ぎ頃 

 

２．服装   夏の制服  

 

３．持ち物  ランドセル、手提げ タタメット、６点セット、上履き、宿題 

     

４．提出物 

    □5 月の健康観察カード 

    □6 月の健康観察カード（当日の分も検温結果を記録してくる） 

 

・4 年生の終わりに出された宿題 

□すぎな （「これまでの自分、これからの自分」をテーマに書く。）  

□東京のパンフレット （配布した画用紙に自分のテーマをまとめる。） 

□テスト問題 （解答を確認し、丸付けをする。） 

 

・5 年生学年だより「おおぞら」Ｎｏ1 に出された課題 

□国語 「漢字ドリル、漢字の学習」 

□算数 「4 年生の復習プリント」 

□理科 「理科わくわくシート」 

 

・5 年生担任から郵送にて出された課題 

□国語 「4 年生でならった漢字・4 年生で習った言葉」 

□算数 「5 年のじゅんび」 

□社会 「社会科資料集」の別冊 

「白地図作業帳」の P4･5②都道府県名を書こう！ 

□学活 「1 学期の目標」 

    お便りノート 

 

※全ての提出物に記名があることを確認してください。 

※その他の課題については、各教科の授業の始まりに合わせて持って 

きてください。 



 

 

◎
文
章
の
要
旨
を
と
ら
え
る
た
め
に
、 

 

構
成
と
お
お
ま
か
な
内
容
を
た
し
か
め
よ
う 

 

※
答
え
は
ノ
ー
ト
に
書
き
こ
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

（
１
）
次
の
言
葉
の
意
味
を
調
べ
ま
し
ょ
う
。 

 
 

○
奥
深
い
・
・
・ 

 
 

○
事
物
・
・
・
・ 

 
 

○
母
語
・
・
・
・ 

 
 

○
留
学
生
・
・
・ 

 
 

○
同
様
・
・
・
・ 

 
 

※
そ
の
ほ
か
、
分
か
ら
な
い
言
葉
は
調
べ
ま
し
ょ
う 

  

（
２
）
教
科
書
Ｐ
４
８
～
５
３
を
読
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
に 

分
け
ま
し
ょ
う
。
（
教
科
書
に
段
落
を
付
け
る
） 

○
１
段
落
・
・ 

     

（
３
）
段
落
番
号
で
、
初
め
・
中
・
終
わ
り
に
分
け
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

 
 

○
初
め
・
・
・ 

  
 

○
中
・
・
・
・ 

  
 

○
終
わ
り
・
・ 

  
 

 

 
 

 

 

（
４
）「
中
」
に
は
、
言
葉
の
意
味
に
は
広
が
り
が
あ
る
こ
と
を 

 
 

 

説
明
す
る
た
め
の
、
大
き
く
二
つ
の
例
を
あ
げ
て
い
ま
す
。 

 
 

 

具
体
例
を
二
つ
こ
た
え
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

 
 

 

 

国
語
プ
リ
ン
ト
①
（５
月
２
５
日
～
） 

言
葉
の
意
味
が
分
か
る
こ
と
① 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ど
ん
な
話
題
が
出
て
い
る
か
な
？ 

「
中
」
の
前
半
に
は
、
あ
る
も
の
を
例
に
あ
げ
て
い
る
の
で
、
何
回
も

使
っ
て
い
る
ワ
ー
ド
が
あ
る
ね
。 

後
半
の
内
容
は
、
イ
ラ
ス
ト
を
見
る
と
分
か
り
や
す
い
！ 

ヒ
ン
ト 

初
め
・・・筆
者
の
考
え
や
問
い
が
あ
る 

中
・・・具
体
的
な
例
を
あ
げ
て
い
る
段
落 

終
わ
り
・・・例
を
ま
と
め
て
、
筆
者
の 

考
え
を
改
め
て
述
べ
て
い
る 

 

段
落
が
変
わ
る
の
は
、
内
容
が
一
区
切
り
つ
い
た
と
き
。 

分
か
り
や
す
い
の
は
文
字
が
一
段
下
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
ど
、

内
容
で
見
分
け
ら
れ
る
と
素
晴
ら
し
い
！ 



 

 

◎
「
中
」
を
詳
し
く
読
も
う 

 

※
答
え
は
ノ
ー
ト
に
書
き
こ
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

（
１
）
Ｐ
４
８
の
９
行
目
に
、
小
さ
な
子
ど
も
に
「
コ
ッ
プ
」
の
意
味
を 

 
 

 

教
え
る
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
し
た
ら
い
い
と
書
か
れ
て
い
ま
す
か
。 

 
 

 

（ 
 

 

）
を
埋
め
な
が
ら
ノ
ー
ト
に
書
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

・
言
葉
で
く
わ
し
く
説
明
し
て
も
、 

子
ど
も
は
出
て
く
る
言
葉
を
知
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。 

 

 
 

 
 

  

・（ 
 

 
 

）
を
見
せ
れ
ば
い
い
と
思
う
人
も
い
る
。 

 

 
 

 
 

  

・
コ
ッ
プ
に
は
、（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
が
あ
る
。 

   

・
ど
の
よ
う
な
も
の
を
コ
ッ
プ
と
し
て
見
せ
れ
ば
い
い
の
か
。 

 

 
 

 
 

   

・
コ
ッ
プ
の
（ 

 
 

）
も
理
解
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、「
コ
ッ
プ
」
と
い
う
一
つ
の
言
葉
が
指
す 

 

も
の
の
中
に
も
、（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
を 

も
っ
た
も
の
が
ふ
く
ま
れ
る
。 

 

 

 

 

・「
コ
ッ
プ
」
の
（ 

 
 

 
 

 
 

 

）
が
あ
る
。 

国
語
プ
リ
ン
ト
②
（５
月
２
５
日
～
） 

言
葉
の
意
味
が
分
か
る
こ
と
② 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

だから しかし すると 

そう考えると 

コ
ッ
プ
に
似
て
い
る
よ
う
で
、 

花
び
ん
や
お
皿
か
も
し
れ
な
い 

つまり！ 
筆
者
が
「初
め
」
で
述
べ
て
い
た
内
容
と
同
じ
言
葉
が

こ
こ
に
で
て
き
ま
す
。 

コ
ッ
プ
を
例
に
と
っ
て
、
筆
者
は
君
た
ち
に
こ
の
こ
と

を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
ね
！ 

 

わ
ざ
わ
ざ
例
を
あ
げ
て
ま
で
説
明
し
て
い
る
の
で
、 

要
旨
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
大
事
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に 

な
り
ま
す
！ 

 



 

 

◎
「
中
」
を
詳
し
く
読
も
う 

 

※
答
え
は
ノ
ー
ト
に
書
き
こ
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

（
１
）
Ｐ
５
０
の
１
０
行
目
に
、
小
さ
な
子
ど
も
の
言
い
ま
ち
が
い
に
つ
い
て 

書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が 

起
こ
る
の
か
（ 

）
を
埋
め
な
が
ら
ノ
ー
ト
に
書
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

・「
歯
で
く
ち
び
る
を
ふ
ん
じ
ゃ
っ
た
。」
と
言
い
ま
ち
が
い
を
し
た
。 

 

 
 

 
 

   

・（ 
 

）
も
（ 

 

）
も
、「
あ
る
も
の
を
上
か
ら
押
し
付
け
る
動
作
」 

な
の
で
、（ 

 
 

 
 

 
 

）
で
あ
る
か
ら
。 

 

 
 

 
 

  

・
こ
の
言
い
ま
ち
が
い
の
（ 

 

）
は
、（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

）
と 

し
て
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。 

 
 ・（ 

 
 

 
 

 
 

 

）
を
広
げ
て
使
い
す
ぎ
た
。 

（
２
）
Ｐ
５
１
の
３
行
目
に
、
同
じ
こ
と
は
、
母
語
で
な
い
言
語
を
学
ぶ
と
き 

に
も
起
こ
り
ま
す
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
こ 

と
が
起
こ
る
の
か
（ 

 
 

）
を
埋
め
な
が
ら
答
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

  

・「
朝
食
に
ス
ー
プ
を
食
べ
ま
し
た
。」
と
留
学
生
が
言
っ
た
。 

 

日
本
語
で
は
（ 

 

）
と
表
現
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、 

 

や
や
（ 

 
 

）
で
あ
る
。 

 

 
 

 
 

   

・
そ
れ
は
、（ 

 
 

 
 

 
 

）
で 

「
食
べ
る
」
と
い
う
言
葉
を 

使
っ
た
こ
と
が
（ 

 

）
で
あ
る
。 

※
世
界
中
の
ど
の
言
語
で
も 

 

同
様
の
違
い
が
あ
る
。 

 
 

 
 

 

 

・
一
つ
の
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
ま
で
広
げ
て
使
う
か
は
、 

言
語
に
よ
っ
て
こ
と
な
る
。 

国
語
プ
リ
ン
ト
③
（５
月
２
５
日
～
） 

言
葉
の
意
味
が
分
か
る
こ
と
③ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

つまり 考えてみると 

ひ
と
つ
前
の
プ
リ
ン
ト
の
最
後
の
答
え
と
似
て
い
ま
す
！ 

こ
れ
は
、
言
い
換
え
た
言
葉
で
す
。 

このように どうして 
このような
表現を？ 

日本語と英語の違い 
 
 
 
 
 
 
 

こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
、
言
葉
の
意
味
に
は
広
が
り
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
。

言
葉
を
適
切
に
使
う
に
は
、
そ
の
は
ん
い
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
！ 

最
後
の
ま
と
め
は
、
学
校
の
授
業
で
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
す
。 

 

要
旨
を
と
ら
え
る
た
め
に
も
、
初
め
と
終
わ
り
の
筆
者
の
主
張
、 

中
の
具
体
例
を
交
え
た
説
明
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
ね
！ 



 

 

◎
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
に
つ
い
て
理
解
し
よ
う 

 

※
答
え
は
ノ
ー
ト
に
書
き
こ
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

（
１
）
教
科
書
Ｐ
５
８
、
５
９
を
読
ん
で
、
次
の
こ
と
を
ノ
ー
ト
に 

 
 

 

書
き
写
し
ま
し
ょ
う
。 

  
 

○
和
語
と
漢
語
と
外
来
語
の
違
い 

 
 

 

和
語
・
・
・
も
と
も
と
日
本
に
あ
っ
た
言
葉
で
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

漢
字
で
書
い
て
あ
っ
て
も
訓
読
み
す
る
言
葉
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

※
ひ
ら
が
な
で
書
い
て
あ
っ
た
り
、 

送
り
仮
名
が
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
。 

 

漢
語
・
・
・
古
く
に
中
国
か
ら
日
本
に
入
っ
た
言
葉
で
、 

 
 

 
 

 

漢
字
を
音
読
み
す
る
言
葉
。 

 
 

 
 

 

※
ひ
ら
が
な
で
書
い
て
あ
っ
て
も
、 

 
 

 
 

 
 

音
読
み
す
る
も
の
は
漢
語
で
す
。
注
意
！ 

 
 

 
 

 
 

【
に
く
（
肉
）、
ぼ
く
（
僕
）、
き
く
（
菊
）
等
】 

 

外
来
語
・
・
外
国
殿
か
ら
交
わ
り
の
中
で
、
日
本
語
の
中
に 

取
り
入
れ
ら
れ
た
外
国
の
言
葉
。 

※
カ
タ
カ
ナ
で
書
く
こ
と
が
多
い
。 

（
２
）
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
に
あ
た
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ 

 
 

 

５
個
以
上
書
き
ま
し
ょ
う
。
（
教
科
書
の
例
以
外
で
） 

 

和
語 

 

  

漢
語 

 
 

  

外
来
語 

 

   

【
で
き
た
ら
考
え
て
み
よ
う
】 

和
語
・
漢
語
・
外
来
語
を
使
い
分
け
る
こ
と
で
、
文
章
か
ら
受
け
る 

印
象
が
変
わ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
印
象
の
違
い
が
あ
る
か
な
？ 

（
教
科
書
Ｐ
５
８
の
①
と
②
の
例
文
で
も
印
象
は
違
う
と
思
う
よ
！
） 

 
 

 
 

 
 

和
語 

 

光
の
よ
う
な
速
さ
で
駆
け
抜
け
る 

  
 

漢
語 

 
光
の
よ
う
な
速
度
で
駆
け
抜
け
る 

  
 

外
来
語 

光
の
よ
う
な
ス
ピ
ー
ド
で
駆
け
抜
け
る 

国
語
プ
リ
ン
ト
④
（５
月
２
５
日
～
） 

和
語
と
漢
語
① 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（１
）で
書
い
て
あ
る
、
※
マ
ー
ク
の

と
こ
ろ
を
見
て
考
え
る
と
分
か
り

や
す
い
で
す
。 

ま
た
、
今
の
自
分
の
身
の
回
り
の

物
を
声
に
出
し
て
読
む
と
見
つ
か

る
か
も
ね
‼ 

意
外
と
た
く
さ
ん
あ
る
よ
！ 



 

 

◎
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
に
分
け
よ
う 

 

※
答
え
は
ノ
ー
ト
に
書
き
こ
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

（
１
）
次
の
波
線
の
言
葉
が
ど
れ
に
当
て
は
ま
る
か
を
答
え
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

例 

夏
休
み 

 
 

 

（ 

和
語 

 

） 

  
 

 

① 

プ
レ
ゼ
ン
ト 

 

（ 
 

 
 

 
） 

 
 

 

② 

朝
食 

 
 

 
 

（ 
 

 
 

 

） 

 
 

 

③ 

新
聞
紙 

 
 

 

（ 
 

 
 

 

） 

 
 

 

④ 

ち
か
ら 

 
 

 

（ 
 

 
 

 

） 

 
 

 

⑤ 

青
空 

 
 

 
 

（ 
 

 
 

 

） 

 
 

 

⑥ 

木
登
り 
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テ
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徒
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ハ
ン
ガ
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⑬ 

ル
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⑭ 

規
則 
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） 
 

 

⑮ 

き
ま
り 

 
 

 

（ 
 

 
 

 

） 

（
２
）
次
の
文
中
の
線
の
言
葉
は
、
和
語
と
漢
語
で
意
味
が
ち
が
い
ま
す
。 

 
 

 

和
語
な
ら
ひ
ら
が
な
、
漢
語
な
ら
カ
タ
カ
ナ
で
読
み
を
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

ま
た
、
言
葉
の
意
味
も
書
き
ま
し
ょ
う
。 

  

例 

・
湖
に
す
む
生
物
の
数
を
計
測
す
る
。 

 
 

 
 

読
み 

（ 

セ
イ
ブ
ツ 

） 

意
味
（ 

い
き
も
の 

 
 

 
 

 

） 
 

 
 

 
 

 
 

 

・
生
物
で
す
か
ら
早
く
め
し
あ
が
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

読
み 

（ 

な
ま
も
の 

） 

意
味
（ 

生
の
食
べ
物 

 
 

 
 

） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

① 

・
風
車
小
屋
の
近
く
は
立
ち
入
り
禁
止
に
な
っ
た
。 

 
 

 
 

読
み 
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） 
 

意
味
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・
妹
に
風
車
を
貸
す
。 

 
 

 
 

読
み 
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） 

意
味
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 
  

② 

・
色
紙
で
つ
る
を
折
る
。 

 
 

 
 

読
み 
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） 
 

意
味
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 
 

 
 

 
 

 
 

 

・
サ
イ
ン
を
し
て
も
ら
っ
た
色
紙
を
か
ざ
る
。 

 
 

 
 

読
み 
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） 
 

意
味
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国
語
プ
リ
ン
ト
⑤
（５
月
２
５
日
～
） 

和
語
と
漢
語
② 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

ど
れ
も
同
じ
意
味
の
言
葉

だ
け
ど
、
印
象
が
ち
ょ
っ
と

変
わ
っ
て
く
る
ね
！ 



５ 月２ ５ 日～⑨ 
P2８～３１ 

目当て 

海津市の農業は、どのように変わってきたのか。 

豊かな水を生かした農業 

昔は排水が十分にできていなかった。 

沼のような田だった。 

    

 

   田の広さや形を整える工事。 

   水路を埋め立てた。 

 

 

 

 

 

  （    ）・・・いらない水を排水する。 

  （    ）・・・必要な時に必要な量の水を 

パイプラインで田畑に送れる 

ようになった。 

 

 

 

今は機械を使った農業ができるようになった。 

 米だけでなく、野菜や果物も生産できるようになった。 

 

輪中では昔から農業を行っていたが、揚水機場、パイプライ

ンなどの整備により、豊かな水を生かした、だいきぼ農業が

できるようになった。 

 

 

◎水を生かした生活 

 木曽川、長良川、揖斐川や河川じきの自然を生かしたしせつがあり、レクリエーションを

楽しむことが出来る。 

 公園、ヨット、魚料理、温泉などの観光 

（    ）・・・治水工事で川の流れが整えられて岸辺にできた、普段は川の水が流れて 

いない、平らな土地。 



５ 月２ ５ 日～⑩ 
P４２，４３ 

目当て 

日本の気候は時間や場所によってどのように違うのかな。 

（   ）の変化がある日本の気候 

※（   ）・・・その地域の天気、気温、風などの長い年月の平均的な状態。 

 

 

 

 

桜のさきはじめる時期は場所によってちがう。 

なぜだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同じ 3 月でも沖縄と北海道ではあたたかさ

が大きくことなる。 

 

 

 

                    

 

日本の気候は地域によって違うのだろうか。 

  

 

 

 

 

 

 

👉考えるきっかけになる言葉 

 梅雨と台風、季節風 

 各地の気候の特色 

 



５ 月２ ５ 日～⑪ 
P４４，４５ 

目当て 

降水量の多い地域は夏と冬でどのように広がっているのかな。 

梅雨と台風、季節風 

（   ）・・・6月の中ごろから、７月にかけて雨が多くふる期間。 

（   ）・・・夏から秋にかけて来る。大きな被害をもたらすことがる。 

特に、沖縄や九州、四国地方は被害が多い。2019年には千葉県が大きな被 

害を受けた。 

（   ）・・・季節によってふく方向が変わる風のこと。 

夏：（   ）（太平洋）からふき、（    ）側に多くの雨をふらせる。 

      冬：（   ）（ユーラシア大陸）からふき、（   ）側

に雨や雪をもたらす。 

※海から吹く風にはたくさんの水じょう気がふくまれていて、た

くさんの雨をふらせる。 

 

・夏は日本全体で雨が多い。特に太平洋側で多く雨がふる。 

ただし、北海道は雨が少なく梅雨がない。 

・冬は日本海側では雪が多くふり、太平洋側では晴れる日が

多い。 

 

 

 

 

 

 

太平洋（南東）からの風が吹いて太平洋側に雨を降らせる。 

 

 

 

 

 

 

ユーラシア大陸（北西）からの風が吹いて、日本海側に雪を

降らせる。 

※たくさんの水分をふくんだ雲は重いので山にぶつかる。 

そのため、冬は関東では雪が少ない。 



５ 月２ ５ 日～⑫ 
P４６，４７ 

地域によって異なる気候 

目当て 

地域ごとの気候は、どのようにちがっているのかな。 

北海道の気候（帯広）・・・冬が長く寒さが厳しい。（    ）はほかの地域よりも（    ）。 

日本海側の気候（上越）・・・夏の気温は太平洋側と同じくらいだが、冬にたくさん（ ）がふる。 

中央高地の気候（軽井沢）・・・夏と冬の（        ）、一年中（   ）が少ない。 

太平洋側の気候（静岡）・・・あたたかい地域が多く、（    ）によく雨がふる。 

瀬戸内海の気候（高松）・・・太平洋側の気候とにているが、（    ）がやや少ない。 

南西諸島の気候（那覇）・・・気温が高く、（    ）が多い。冬も（     ）。 



今週の課題 

簡単でいいので、アイディアをノートに書き出してみよう！ 

p155 の図を切り取り、ノートにはりましょう。その図に直

接線を引くなどして考えをかいて、式も近くにかきましょ

う！（教科書のしほさんを参考に） 

3つだけでは足りない！もっとかきたい！という人は、教科

書の図（p21）に直接かいたり、あらかじめコピーして使っ

たりするなど、工夫してみてください。 

いろんな考え方をしてみましょう。 

⑤ 

教科書の目次にある QRコードを読み取ると、

インターネット上で立体を分けたり、立体に

線をかきこんだりできます。 

おうちの人に相談して、使える人は使ってみ

ましょう！ 

（体積の求め方を考えよう、のところです。） 



③～⑥はノートにかきましょう！ 

どのような図にして考えたのか、教科書にかこう！ 



今回の立体（階段のような形）の体積は、どのように

すれば求めることができたのか、自分の言葉でノート

にまとめてみよう！（まずは一言かいてみることが力

につながります） 

難しい人は、まとめを参考にして、分かったことをか

いてみよう。 

ノートにやろう！ 

どのように考えたのかを説明する線は

教科書にかこう。 

4年生で学習したね！覚えているかな…？ 

この 3つも参考にしてみよう！ 



どのように表したらいいか、 

自分の考えをノートにかこう！ 

⑥ 

読んで理解しよう！ 

大きさのイメージ！ 

重要！ノートに書きましょう。 

また、声に出して読みましょう。 

□には教科書に直接書きこみ、 

立方体が全部で何個ならぶか、かこう。 

式と答えをノートにかこう！ 

ノートにやろう！ 

ヒント：1ｍ＝？ｃｍ 



重要！忘れたときにも、②、③の考え

方を思い出して、自分で導けるように

しよう！ 

教科書に書きこもう！ 

ノートに式と答えを

かこう！ 

もし家に長いものやテープなどが

あれば、作ってみましょう。 

⑦ 

ノートにかこう！ 



重要！ノートにかきましょう！ 

たて、横、深さはノートに、□には教科書に書きこもう！ 

ヒント：それぞれ厚さが何かしょあるのかに気をつけましょう。 

容積のときは、高さではなく「深さ」といいます。 

重要！！ 

1 辺が 10ｃｍの立方体の大きさのイメージ

をもっておくといいでしょう。 

ノートにかこう！ 

ヒント：1L＝1000ｃｍ3でもあるから…？ 

こちらも重要！ 

④ができたら□をうめよう。 



右のヒントをもとに、ノートにやろう！（式もかこう） 

何 L？ 

 

表をたて、横に見て、気づいたことをノートにかきましょう！ 

思いつかない人は、教科書の 3 人のふきだしを参考にして分かった

ことをかいてみましょう。 

ノートに式と答えをかこう！ 

先生問題（ますりん通信を読んで答えましょう。） 

 

水そうの内のりはたて１０ｃｍ、横１０ｃｍです。水

面が１ｃｍ上がったときの入れた石の体積は何ｃｍ３

ですか。 



式と答えをノートにかきましょう！ 

線は教科書に、説明はノートにかきま

しょう！ 

ノートに式と答えをかきましょう！ 

線も教科書にかきましょう。 

教科書に書きこもう！ 

⑧ 



 

問題をよく読んで、 

教科書に書きこもう！ 

 

学習をふり返って、できなかったところは

もう一度復習しましょう！ 



「植物が成長するために必要な条件を調べる」

植物を栽培する場合、どんな条件で栽培するようにするか考えると、

先生が考える場合
・空気がある・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・水をしっかりあげる・・・・・・・・・・・・・・・・
・暑すぎず、寒すぎない適した温度・・・・・
・日当たりが良い
・肥料を適度に与える
・愛情を注ぐ

実験の計画を表にすると、

先生の実験例

結果は教科書を見てください。

今回の実験で難しかったと思われる部分は実験の結果部分だと思います。上の表を見てもらえば
わかりますが、結果の予想はそれぞれ少しずつ書き方がちがいます。これは、「より成長する条件」
を確かめるためです。今回は成長できるかどうかの条件（生きられるかどうか）ではなく、より成長す
るための条件（どの程度成長に影響するか）を調べる実験でした。
まとめでも書きましたが、植物の成長には日光や肥料が必要です。ただし、あくまで適した量を与

えた場合の話です。発芽の条件にもいえますが、どんな条件も与えすぎると悪影響が出ます。

理科
皆さんこんにちは条件を調べる実験の計画のしかたは理解できましたか？決まったパターンで計画

できればそれほど難しくはないのではないでしょうか。今週は実験的な内容ではなく生き物のしくみを
学習していきます。５年生の理科は「生命の誕生」が大きなテーマとなっています。今週の内容はここ
に深くかかわってきます。生き物はどのようにして命をつないでいるのか学習していきましょう。

先週の解説

課題①の解説

日光 肥料 愛情 結果の予想

コントロール ○ ○ ○ よく成長する

日光なし × ○ ○ ほとんど成長しない

肥料なし ○ × ○ 少し成長する

愛情なし ○ ○ × 全く成長しない

発芽時点で必要な条件であることから、
成長にも必要だと仮定したため、
今回は実験から除外します。
（確認をするためにあえて入れた人は
それでもかまいません）

「愛情を与える」とは・・・親身になって世話をする。世話をするとき以外も語りかける様子を
見るなどして積極的にかかわる。

「愛情を与えない」とは・・・世話をするときだけかかわる。条件を整えるために世話はしっかりする。
しかし、世話というよりは作業に近い行為にする。愛してはならない。



理科

今週の課題①

用意するもの
・理科の教科書
・理科のノート
・筆箱

メダカのたんじょう
ここでは、メダカの卵ができて、生まれてくるまでの様子について学習していきます。

めあて
メダカの卵の成長の様子を見てみよう。

学習内容

１）メダカの卵はメスが産んだ卵とオスが出した精子が結びつくことでできます。
このたまごと精子が結びつくことを受精といい、受精してできた卵を受精卵といいます。
新しい用語がたくさん出てきたので、ノートにまとめましょう。

受精と受精卵
言葉が似ていますが、受精は「受精する『こと』」、受精卵は「受精してできた

『もの』」をさします。しっかり使い分けましょう。

無精卵と有精卵
卵には受精していて赤ちゃんになれる卵（受精卵）と受精しないまま卵として

終わる卵があります。受精している卵（受精卵）のことを有精卵と受精していない
卵のことを無精卵といいます。よくスーパーに売られているニワトリの卵は受精
していない無精卵です。ウズラの卵には極々まれに有精卵が混ざっていること
があるそうです。

２）受精卵の中はどのようになっているのか、時間とともにどうなっていくのか教科書の
P５９～P６１を見てみましょう。

次のページに続きます

ノート

メスが産んだ卵

メダカのたんじょう

オスが出した精子

受精

受精卵

メダカの卵のでき方



学習内容

３）教科書P５９～P６１を見ながら、下の内容をノートに書きましょう。
（ ）の中は教科書を見て書いてください。かっこ自体は書かなくて良いです。

メダカは最初つぶのような存在から始まり、少しずつ変化をしてメダカの形へと
成長していきます。

４）最後に教科書P62を読んだら、課題①は終了です。

ノート

受精卵の変化

①受精直後・・・中にメダカのすがたは見られない

②２時間後・・・つぶのようなものができてくる

③１２時間後・・・（ ）がたくさん見られる

④１日後・・・（ ）のようなものが見える

⑤（ ）・・・心臓の動きや血液の流れがわかる

⑥卵からかえった直後・・・おなかに大きなふくらみがある
（１１日後）

（ ）がたくわえられている



理科

今週の課題②

用意するもの
・理科の教科書
・理科のノート
・筆箱

花のつくり
今週の１つ目の課題では、メダカのたんじょうの様子を学習しました。植物も似た方法で子孫を

残しています。子孫を残すうえで重要なつくりが花です。今回はそんな花について２回に分けて
学習していきます。

めあて
植物の花のつくりを見てみよう。

学習内容

１）教科書P７０を見て、アサガオの花のつくりをノートに書きます。
ノート例も示すので参考にしてください（ノート例①）
各部位の名前を書き込みましょう。

２）教科書P70を見て、ヘチマの花のつくりをノートに書きます。
こちらもノート例を示すので参考にしてください。（ノート例②）
こちらも各部位の名前を書き込みましょう。

３）アサガオとヘチマの花にはどんなちがいがあるでしょうか？
ノートに書きだしてみましょう。

４）アサガオのように１つの花におしべとめしべがある花を両性花、ヘチマのようにおしべをもつ
花とめしべをもつ花の２つに分かれている花を単性花といいます。この用語は覚える必要は
ありません。

５）今週の課題②はここまでです。学校が始まったら、花の観察もしてみましょう。

ノート

アサガオとヘチマの花のちがい

・
・
・



ノート例① （大きく描くと良いと思います）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

将来実になるところ



ノート例② （教科書を先に見てください）

（ ）

（ ）

（ ）

将来実になるところ

（ ）



5年生 図画工作 課題② 

 

 

｢ゆめいろらんぷ｣はすてきなものに仕上がりましたか？？完成したものを見るのが楽しみです。 

今週からは新しい課題になります。新学期始まってから指先を使うことが図工では増えます。 

練習として今回は 4年生の時よりも少し難しい切り絵をつくってみましょう！！ 

 

課題 ② 〔  切り絵 文字の形を切って  〕  教科書 １９ページ  

 

○つかうもの  

・折り紙 もしくは 正方形の紙 （大きさは問わない） 

・はさみ 

・下書きするもの（ えん筆・色えん筆・パスティック・カラーペン・・・など ） 

 

● 自分の名前の漢字を１文字   ●自分の好きな漢字を１文字 

  →２種類の切り絵をつくろう！ 

 

 

※ 折り紙が手元にない場合は、家にあるいらない紙などで正方形を作り切り絵にちょう戦してください。 

 

※ 教科書には、ひらがな・カタカナ・アルファベットで作られていますが、今回は漢字のみです。 

興味があったらつくってみてください！！ 

 

※ 小さい紙や折り紙だと細かい作業で作りにくいことがあるかもしれません。 

※ 大きな紙を用意して作るとうまくいくかも！！ 

 

●課題②も始業後授業にて提出してもらいます。ていねいに行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 完成例↑             失敗例↑ 

 

 

下書き例↑ 

 

上手につくるには （赤丸のところ） 

 

① 下書きの段階で必ずどこか｢はじっこ｣とくっつける 

② どの一角もはなれて独立しないようにくっつけるようにする 

 

①  

② 



 



5年家庭科  学習の進め方   家庭科ノートに記録します。 

 

先週は整理・整とんの仕方を学習しました。 

今週は、分かったことをもとに、家庭で実践（チャレンジ）してみましょ

う。 

家庭科のノート、前から7ページあけて、8ページ9ページを見開きで使い

ます。（7ページまでは、授業の時に、プリントをはります） 

 

ノート記入例  見開きで見やすく工夫して記入します 

 8ページ （左側）         9ページ （右側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ どこをするか、場所を決めましょう。 

    家族で使う場所をするときは、事前に確認をしましょう。 

 

 ２ どうしてその場所をすることに決めたのですか？ 

 

 ３ 整理・整とんをするのに、どんな工夫をしようと思いますか？  

    （小さな箱を使う、置く場所を○○のように工夫する 等） 

  

☆ それでは整理・整とんをしてみましょう。 

 

勝手にしないでくださいね 

整理整とんにチャレンジ！！ 

１ 整理整とんするのは・・・ 

  

２ その場所を選んだのは・・・ 

３ こんな形で整理整とんしたい！！ 

４ 実践！！ 

 

５ ふりかえり 

６ お家の人から 

図、写真、言葉

でもOK！！ 

 



４ 自分が考えた工夫は、うまく生かせましたか？ それとも、思ったよう

にいきませんでしたか？ （うまくいかなかった場合はなぜかな？学校

で考える時間もとりますので、正直に書いてくださいね。） 

 

６ ふりかえりをしてみましょう。（感想等） 

    

７ お家の人のことばをひと言書いてもらいましょう。 

   （お忙しいので、急にお願いしないようしてくださいね） 

 

 

 

 

  １ 家族みんなが使う場所、自分だけが使う場所、どちらでもOKです。 

（机、食器棚、本棚等でも、お風呂、キッチン等でも自分でできる範

囲で決めましょう ） 

２ みんなで使う場所の場合は、必ず家族に確認します。 

  （お家の人がいろいろ工夫していると思いますので、必ず確認をして 

ください） 

３ その場所に合わせた工夫を考えます。 

  （この時期なので、買い物はさけ、お家にあるものを工夫して使ったり、

置き方を考えたりするようにしましょう。） 

４ 今までより、 

「取り出しやすくなった？」「安全面はだいじょうぶ？」「使った後、

もとに戻しやすくなった？」 

そのあたりをポイントに目指してチャレンジしてみてください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

☆次回は家庭科室で一緒に学習できることを楽しみにしています。 

☆ プリント類も忘れずにもってきてくださいね。 

 

きちんとみんなで学習をした後の家庭実践ではありません。 

思ったようにいかなかったときは、どうしたらよかったのかな？ と考

えることが大切。 

学校でふりかえりをしながら授業を進めますので、困った事や分からな

かった事などがあれば、きちんと記入しておいてくださいね。 

約 束 



1. アルファベット練習（Picture Dictionary） 

めあて：単語を正確に書き写そう。 

① 音声を聞いて、声に出してくり返す 

② ２回以上用紙に書き写す 

 今週取り組む場所：食べ物（P８） 

 ※赤字のねだんは、書かなくてよいです。 

③ 最後に自分の好きな食べ物を二回書き写す。 

（Picture Dictionary にないものを、自分で調べて書いてもよいです。） 

 

2. 音声や映像を視聴しながら教科書を進める 

今週やる場所：Unit1 Hello, friends.（P16-17） 

めあて： 日本と外国の名前のちがいを考えよう。 

進める順番 

（P16-17） 

P17 

英語国の人の姓の由来を予想して Hints の番号を空らんに書きこむ。 

正かい発表はじゅ業で行います。 

 

P16 

①空らんに自分のことを表す日本語を考えて書く。 

②右側の茶色いノートに気づいたことを書く。 

Hint：自分のことを表す言葉の種類を、日本語と英語でくらべてみると…？ 

 

P17 

⚠できるだけ映像を見てください。音声のみよりわかりやす

いです。 

①インタビュー映像を試ちょうする。 

②ロス・フィンドレーさんの仕事を書く。 

③映像を視聴して気づいたことやわかったことを書く。書ききれなかったら同じページの

あいているところにメモしても良いです。 

２回以内でわかるようにがんばりましょう。もしわからなかったら、わかるまで何度見ても

良いです。 

 



◎
漢
字
の
成
り
立
ち
を
理
解
し
よ
う 

 

※
答
え
は
ノ
ー
ト
に
書
き
こ
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

  

（
１
）
教
科
書
Ｐ
３
４
、
３
５
を
読
ん
で
、
次
の
こ
と
を
ノ
ー
ト
に 

 
 

 

書
き
写
し
ま
し
ょ
う
。 

 

漢
字
の
成
り
立
ち
に
は
大
き
く
わ
け
て
次
の
４
つ
が
あ
る
。 

①
身
に
見
え
る
物
の
形
を
、
具
体
的
に
え
が
い
た
も
の
を 

 

（
象
形
文
字
）
と
い
う 

②
目
に
見
え
な
い
事
が
ら
を
、
印
や
記
号
を
使
って
表
し
た
も
の
を 

 

（
指
事
文
字
）
と
い
う 

③
漢
字
の
意
味
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
を 

 

（
会
意
文
字
）
と
い
う 

④
音
を
表
す
部
分
と
、
意
味
を
表
す
部
分
と
組
み
合
わ
せ
た
も
の
を 

 

（
形
声
文
字
）
と
い
う 

※
漢
字
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
れ
で
す
！ 

と
く
に
会
意
文
字
と
形
声
文
字
は
間
違
い
や
す
い
の
で
注
意
す
る
！ 

    

（
２
）
そ
れ
ぞ
れ
、
①
象
形
文
字
②
指
事
文
字
③
会
意
文
字
④
形
声
文
字
に
は 

 
 

 

ど
ん
な
感
じ
が
あ
る
か
調
べ
た
り
考
え
た
り
し
て 

い
く
つ
か
書
き
だ
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

（
教
科
書
の
例
以
外
） 

 
 

 

 
 

①
象
形
文
字 

 
 

 
 

例 
 

馬 

山 

門 

火 

手 
 

な
ど 

 

②
指
事
文
字 

 
 

 
 

例 
 

上 

下 

三 
 

な
ど 

 

③
会
意
文
字 

 
 

 
 

例 
 

鳴 

信 

林 
 

な
ど 

 

④
象
形
文
字 

 
 

 
 

例 
 

草 

持 
 

な
ど 

 

【
で
き
た
ら
挑
戦
し
て
み
よ
う
】 

教
科
書
Ｐ
３
５
の
□
の
１
と
□
の
２
を
解
こ
う
。 

※
漢
字
辞
典
や
電
子
辞
書
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
調
べ
ら
れ
ま
す
。 

💡
 

ち
ょ
っ
と
知
っ
て
お
こ
う 

💡
 

 

漢
字
の
よ
っ
て
は
会
意
文
字
＆
形
声
文
字
の 

両
方
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
漢
字
が
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
ら
は
形
声
文
字
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
！ 

国
語
プ
リ
ン
ト
①
（５
月
１
８
日
～
） 

漢
字
の
成
り
立
ち 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

会
意
文
字
は
、
二
つ
の
漢
字
を
組
み
合
わ
せ
て
新
し
い
漢
字
を
作
る 

形
声
文
字
は
、
漢
字
を
分
解
し
た
と
き
に
同
じ
読
み
の
漢
字
が
あ
る 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（※
見
分
け
や
す
い
方
法
の
一
つ
で
す
） 

①と②は漢字を二つ

に分解できない 

 

③と④は漢字を二つ

に分解できる 

 

小学校で習う範囲の漢字での答

えは次のページにあります。 



象形文字一覧 

１年 

雨 王 火 貝 九 玉 月 犬 五 口 山 子 四 糸 耳 車 手 十 女 人 

水 生 夕 石 川 足 大 竹 中 虫 田 土 日 入 白 文 木 目 立 力 

六 

２年 

羽 夏 回 角 弓 牛 魚 京 原 戸 古 午 工 交 行 高 黄 才 止 矢 

自 首 心 西 長 鳥 弟 刀 東 肉 馬 米 母 方 北 毎 万 毛 門 用 

来  

３年 

業 曲 血 向 皿 主 州 章 乗 申 身 丁 豆 平 面 由 予 羊 両 

４年 

衣 果 求 欠 士 氏 児 象 臣 束 単 兆 飛 不 包 未 民 無 要 良 

老  

５年 

永 益 示 率 比 非 弁 余 

６年 

異 我 革 干 系 己 冊 至 射 尺 泉 片 卵  

指事文字一覧 

１年 一 下 三 七 小 上 天 二 八 本  

４年 末   ６年 寸 

２年、３年、５年 はない 



会意文字一覧 

１年 

音 休 見 出 森 正 赤 先 男 名 林  

２年 

引 家 会 楽 間 岩 計 元 後 公 光 黒 今 算 思 弱 春 少 食 図 

走 多 太 知 昼 電 同 麦 父 歩 明 鳴 友 里  

３年 

安 員 央 屋 化 寒 宮 去 区 具 庫 祭 死 事 者 取 集 宿 真 世 

全 相 息 族 対 畑 皮 美 品 負 役 旅 

４年 

以 位 胃 印 加 害 官 希 器 共 芸 建 好 康 史 辞 祝 初 信 折 

争 倉 巣 卒 孫 帯 典 得 必 夫 兵 別 法 利 料 量 令 連 労  

５年 

因 衛 易 久 興 再 妻 罪 支 制 設 舌 素 退 断 婦 武 保 暴 夢 

綿 

６年 

延 灰 看 危 郷 筋 孝 降 骨 困 宗 衆 従 処 専 染 善 奏 存 乳 

班 奮 並 亡 枚  

 

 

 

 



形声文字一覧 

１年 

右 円 花 学 気 金 空 校 左 字 青 千 早 草 村 町 年 百  

２年 

雲 園 遠 何 科 歌 画 海 絵 外 活 丸 顔 汽 記 帰 強 教 近 兄 

形 言 語 広 考 合 谷 国 細 作 市 姉 紙 寺 時 室 社 秋 週 書 

場 色 新 親 数 声 星 晴 切 雪 船 線 前 組 体 台 地 池 茶 朝 

直 通 店 点 冬 当 答 頭 道 読 内 南 売 買 半 番 風 分 聞 妹 

夜 野 曜 理 話  

３年 

悪 暗 医 委 意 育 院 飲 運 泳 駅 横 温 荷 界 開 階 感 漢 館 

岸 起 期 客 究 急 級 球 橋 局 銀 苦 君 係 軽 決 研 県 湖 幸 

港 号 根 仕 使 始 指 歯 詩 次 持 式 実 写 守 酒 受 拾 終 習 

住 重 所 暑 助 昭 消 商 勝 植 神 深 進 整 昔 送 想 速 他 打 

待 代 第 題 炭 短 談 着 注 柱 帳 調 追 定 庭 笛 鉄 転 都 度 

投 島 湯 登 等 動 童 農 波 配 倍 箱 発 反 坂 板 悲 鼻 筆 氷 

表 秒 病 部 服 福 物 返 勉 放 味 命 問 薬 油 有 遊 洋 葉 陽 

様 落 流 緑 礼 列 練 路 和 

４年 

愛 案 囲 英 栄 塩 億 貨 課 芽 改 械 街 各 覚 完 管 関 観 願 

季 紀 喜 旗 機 議 泣 救 給 挙 漁 協 鏡 競 極 訓 軍 郡 径 型 

景 結 健 験 固 功 候 航 告 差 菜 最 材 昨 札 刷 殺 察 参 産 



散 残 司 試 治 失 借 種 周 順 松 笑 唱 焼 照 賞 成 省 清 静 

席 積 節 説 浅 戦 選 然 側 続 隊 達 置 仲 貯 腸 低 底 停 的 

伝 徒 努 灯 堂 働 特 毒 熱 念 敗 梅 博 飯 費 票 標 付 府 副 

粉 辺 変 便 望 牧 満 脈 約 勇 養 浴 陸 輪 類 冷 例 歴 録 

５年 

圧 移 営 液 演 応 往 桜 恩 可 仮 価 河 過 賀 快 解 格 確 額 

刊 幹 慣 眼 基 寄 規 技 義 逆 旧 居 許 境 均 禁 句 群 経 潔 

件 券 険 検 限 現 減 故 個 護 効 厚 耕 鉱 構 講 混 査 災 採 

際 在 財 雑 酸 賛 志 枝 師 資 飼 似 識 質 舎 謝 授 修 述 術 

準 序 招 承 証 条 状 常 情 織 職 性 政 勢 精 製 税 責 績 接 

絶 銭 祖 総 造 像 増 則 測 属 損 貸 態 団 築 張 提 程 適 敵 

統 銅 導 徳 独 任 燃 能 破 犯 判 版 肥 備 俵 評 貧 布 富 復 

複 仏 編 墓 報 豊 防 貿 務 迷 輸 預 容 略 留 領 

６年 

遺 域 宇 映 沿 拡 閣 割 株 巻 簡 机 揮 貴 疑 吸 供 胸 勤 敬 

警 劇 激 穴 絹 権 憲 源 厳 呼 誤 后 皇 紅 鋼 刻 穀 砂 座 済 

裁 策 蚕 私 姿 視 詞 誌 磁 捨 若 樹 収 就 縦 縮 熟 純 署 諸 

除 将 傷 障 城 蒸 針 仁 垂 推 盛 聖 誠 宣 洗 窓 創 装 層 操 

蔵 臓 尊 宅 担 探 誕 段 暖 値 宙 忠 著 庁 頂 潮 賃 痛 展 討 

党 糖 届 難 認 納 脳 派 拝 背 肺 俳 晩 否 批 秘 腹 陛 閉 補 

暮 宝 訪 忘 棒 幕 密 盟 模 訳 郵 優 幼 欲 翌 乱 覧 裏 律 臨 朗 論 



◎
漢
字
の
成
り
立
ち
を
理
解
し
よ
う 

※
答
え
は
ノ
ー
ト
に
書
き
こ
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

（
１
）
次
の
空
欄
に
当
て
は
ま
る
文
字
を
入
れ
ま
し
ょ
う
。 

 
 

①
漢
字
の
意
味
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
を 

（
会
意
）
文
字
と
い
う
。 

 
 

②
目
に
見
え
る
物
の
形
を
具
体
的
に
え
が
い
た
も
の
を 

 
 

（
象
形
）
文
字
と
い
う
。 

 
 

③
音
を
表
す
部
分
と
、
意
味
を
表
す
部
分
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
を 

 
 

（
形
声
）
文
字
と
い
う
。 

 
 

④
目
に
見
え
な
い
事
が
ら
を
、
印
や
記
号
を
使
っ
て
表
し
た
も
の
を 

 
 

（
指
事
）
文
字
と
い
う
。 

  

（
２
）
次
の
漢
字
の
成
り
立
ち
を
下
の
記
号
か
ら
１
つ
ず
つ
選
び
、 

 
 

 

記
号
で
答
え
ま
し
ょ
う
。 

 
 

例
題
① 

男 
 

 
 

 

答
え
方 

①
男
―
ア 

  
 

 

① 

羊 

（ 

ア 

） 
 

②
末 

（ 

イ 

） 

 
 

 

③ 

際 

（ 

エ 

） 
 

④
炭 

（ 

ウ 

） 

 
 

 

⑤ 

積 

（ 

エ 

） 
 

⑥
集 

（ 

ウ 

） 

 

（
３
）
次
の
漢
字
は
形
声
文
字
で
す
。 

音
を
表
す
部
分
と
意
味
を
表
す
部
分
に
分
け
ま
し
ょ
う
。 

 

ノ
ー
ト
記
入
例 

例
題 

 

課 

音
の
部
分
・
・
・

果 
 

意
味
の
部
分
・
・
・

言 

 

① 
 

貨 

音
の
部
分
・
・
・

化 

意
味
の
部
分
・
・
・

貝 

② 
 

紙 

音
の
部
分
・
・
・

氏 

意
味
の
部
分
・
・
・

糸 

③ 
 

理 

音
の
部
分
・
・
・
里 

意
味
の
部
分
・
・
・
王
（
玉
）  

④ 
 

晴 

音
の
部
分
・
・
・

青 
 

意
味
の
部
分
・
・
・

日 
  

【
で
き
た
ら
挑
戦
し
て
み
よ
う
】 

 

自
分
の
苗
字
・
名
前
の
漢
字
が
そ
れ
ぞ
れ
、 

（ 
 

 
）
文
字
に
属
す
る
の
か
調
べ
て
み
よ
う 

※
漢
字
辞
典
や
電
子
辞
書
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
調
べ
ら
れ
ま
す
。 

国
語
プ
リ
ン
ト
②
（５
月
１
８
日
～
） 

漢
字
の
成
り
立
ち
② 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ア 

象
形
文
字 

イ 

指
事
文
字 

ウ 

会
意
文
字 

エ 

形
声
文
字 

ま
ず
漢
字
を
二
つ
に
分
解
で
き
な
い
か
考
え
て
み
よ
う
！ 

分
解
で
き
る
も
の
は
国
語
プ
リ
ン
ト
①
を
見
て
、 

会
意
文
字
か
形
声
文
字
か
を
考
え
よ
う
！ 

課
も
果
も
、
両
方
と
も
「
カ
」
と

読
む
か
ら
音
の
部
分
で
す
ね
！ 

音
の
部
分
か
ら
探
す

と
分
か
り
や
す
い
！ 



◎
古
文
に
親
し
み
を
も
と
う 

 

※
答
え
は
ノ
ー
ト
に
書
き
こ
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

（
１
）
Ｐ
３
６
の
清
少
納
言
が
書
い
た
「
枕
草
子
」
を 

声
に
出
し
て
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。（
現
代
語
訳
も
読
む
） 

 

（
こ
の
ペ
ー
ジ
で
は
春
だ
け
で
す
が
、
教
科
書
の
夏
秋
冬
も
載
っ
て
い
ま
す
） 

 

（
２
）
作
者
は
、
春
の
い
つ
頃
の
時
間
が
良
い
と
言
っ
て
い
ま
す
か
。 

 
 

 

○
明
け
方 

 

（
３
）
次
の
色
は
、
何
の
色
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
か
。 

 
 

 

現
代
語
訳
を
見
な
が
ら
答
え
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

白
・
・
・
や
ま
ぎ
わ
の
空
の
色 

 
 

 

紫
・
・
・
細
く
た
な
び
く
雲
の
色 

 

 
 

 

（
４
）
作
者
は
、
春
の
ど
ん
な
風
景
に
心
を
ひ
か
れ
て
い
る
の
で
す
か
。 

 
 

 

次
か
ら
１
つ
選
び
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

ア 

少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
く
風
景 

 
 

 

イ 

白
と
紫
で
春
ら
し
い
色
が
見
え
る
風
景 

 
 

 

ウ 

天
気
が
良
く
、
明
る
く
晴
れ
渡
っ
た
風
景 

 

◎
自
分
が
感
じ
る
春
を
書
き
表
そ
う
。 
 

※
答
え
は
ノ
ー
ト
に
書
き
こ
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

（
１
）
枕
草
子
に
な
ら
っ
て
、
あ
な
た
は
春
の
何
が
良
い
と
思
い
ま
す
か
。 

 
 

 

理
由
と
合
わ
せ
て
「
枕
草
子
」
を
真
似
て
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

例 
 

 

春
は
桜
。
花
び
ら
の
色
味
が
き
れ
い
で
、 

散
り
ゆ
く
桜
吹
雪
の
中
に
い
る
と 

春
に
包
ま
れ
て
い
る
気
持
ち
に
な
る
の
が
良
い
。 

 

な
ど 

  

（
２
）
次
の
俳
句
は
、
ど
ん
な
様
子
を
表
し
て
い
る
か
を 

自
分
の
言
葉
で
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

 
 

 

① 

の
ど
か
さ
に 

ね
て
し
ま
ひ
（
い
）
け
り 

草
の
上 

 
 

 
 

○
気
持
ち
の
良
い
天
気
で
、 

草
の
上
で
つ
い
つ
い
寝
て
し
ま
っ
た
様
子 

等 

  
 

 
 

 

（
３
）
春
を
連
想
す
る
言
葉
を
使
っ
て
、 

俳
句
や
短
歌
を
一
句
詠
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。 

国
語
プ
リ
ン
ト
③
（５
月
１
８
日
～
） 

春
の
空 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

だ
ん
だ
ん
白
く
な
っ
て
～
、
少
し
明
る
く
な
っ
て
～
な
ど
、 

日
の
出
と
と
も
に
少
し
ず
つ
姿
を
変
え
る
春
の
風
景
を 

み
て
書
い
て
い
ま
す
ね
。 

天
気
が
良
く
て
、 

静
か
で
穏
や
か
な
様
子
だ
よ
！ 



◎
文
章
の
要
旨
を
捉
え
よ
う 

 

※
答
え
は
ノ
ー
ト
に
書
き
こ
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

（
１
）
教
科
書
Ｐ
４
５
～
５
７
ま
で
し
っ
か
り
目
を
通
し
て
か
ら
、 

 
 

 

次
の
こ
と
を
ノ
ー
ト
に
書
き
写
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

 
 

要
旨
と
は
・
・
・
筆
者
が
文
章
で
取
り
上
げ
て
い
る
内
容
の
中
心
と
な
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

事
が
ら
や
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
え
の
中
心
と 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

な
る
事
が
ら
の
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

筆
者
が
一
番
伝
え
た
い
・
言
い
た
い
こ
と
な
の
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

文
章
の
初
め
や
終
わ
り
に
書
い
て
あ
る
こ
と
が
多
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       

（
２
）
Ｐ
４
６
～
４
７
の
見
立
て
る
を
読
み
な
が
ら
、 

次
の
こ
と
に
答
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 
 

①
第
一
段
落
に
あ
る
「
見
立
て
る
」
と
は
、
ど
う
す
る
こ
と
で
す
か
。 

 
 

 

○
あ
る
も
の
を
別
の
も
の
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と 

 
 

 

○
た
が
い
に
関
係
の
な
い
二
つ
を
結
び
つ
け
る
こ
と 

   
 

 
 

②
第
二
段
落
に
「
あ
や
取
り
を
例
に
」
と
あ
り
ま
す
が
、 

何
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
。 

 
 

 

※
見
立
て
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
？ 

①
の
答
え
が
ヒ
ン
ト
！ 

 
 

 
 

 

○
ひ
も
が
作
り
出
し
た
形
に
名
前
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
の
例 

 
 

 
 

 

○
作
っ
た
形
と
実
在
す
る
も
の
が
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
の
例 

  
 

 
 

③
第
四
段
落
と
第
五
段
落
の
よ
う
に
、
日
本
各
地
や
世
界
各
地
に 

よ
っ
て
同
じ
形
な
の
に
、
つ
け
ら
れ
る
名
前
が
違
う
の
は 

ど
う
し
て
で
す
か
。 

※
第
四
段
落
と
第
五
段
落
は
、
各
地
の
詳
し
い
例
と
し
て 

挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
そ
れ
よ
り
の
前
の
段
落
に
説
明
が
・・・ 

○
そ
の
土
地
の
自
然
や
人
々
の
生
活
の
し
か
た
な
ど
に
よ
っ
て
、 

結
び
付
け
ら
れ
る
も
の
が
こ
と
な
る
か
ら 

  
 

 
（
３
）
見
立
て
る 

の
要
旨
を
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。
（
百
文
字
程
度
） 

 
 

 
今
回
は
初
め
て
要
旨
に
ま
と
め
る
の
で
、
次
の
ペ
ー
ジ
に 

 
 

 
 

 
模
範
解
答
を
載
せ
ま
す
。
自
分
で
ま
と
め
た
あ
と
に 

 
 

 
 

 

見
比
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

国
語
プ
リ
ン
ト
④
（５
月
１
８
日
～
） 

見
立
て
る 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

著 
 

野
口 

廣 
 
 
 
 

 

Ｐ５６の 

「たいせつ」を 

しっかりと読もう！ 

 

💡

前
学
年
ま
で
の
お
さ
ら
い
と
前
学
年
ま
で
と
の
違
い
！ 

 

３
年
生
で
は
要
点
（
中
心
文
）
を
習
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
段
落
の
中
で
一
番
言

い
た
い
こ
と
が
書
い
て
あ
る
一
文
や
キ
ー
ワ
ー
ド
の
こ
と
で
し
た
。 

 

４
年
生
で
は
要
約
を
習
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
段
落
の
中
で
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
っ

て
内
容
を
短
く
ま
と
め
る
こ
と
で
し
た
。 

 

５
年
生
の
要
旨
で
は
、
筆
者
が
言
い
た
い
こ
と
を
短
く
ま
と
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

想
像
力
が 

働
く
み
た
い
！ 



 
 

○
模
範
解
答 

 
 

 
 

 

わ
た
し
た
ち
は
、
あ
る
も
の
を
別
の
も
の
と
し
て
見
る
「
見
立
て

る
」
と
い
う
行
為
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
想
像
力
に
支
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
想
像
力
は
、
わ
た
し
た
ち
を
育
ん
で
く
れ
た
自
然

や
生
活
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
（
８
８
文
字
） 

  
 

 
 

 
 

 

※
必
ず
入
れ
て
ほ
し
い
言
葉
は
緑
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

     

💡

要
旨
に
ま
と
め
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト 

・
繰
り
返
し
出
て
き
て
い
る
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
う
。 

 

今
回
な
ら
「
見
立
て
る
」「
想
像
力
」
と
い
う
言
葉
は 

必
ず
入
れ
よ
う
！ 

 ・
初
め
と
終
わ
り
に
書
い
て
あ
る
事
が
ら
を
中
心
に
ま
と
め
る
。 

 

筆
者
の
考
え
や
言
い
た
い
こ
と
は
初
め
と
終
わ
り
に 

書
い
て
あ
る
こ
と
が
多
い
！ 

「
見
立
て
る
」
の
場
合
、
初
め
も
終
わ
り
も
筆
者
の
考
え
と 

な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
か
ら
ま
と
め
よ
う
！ 

 

※
初
め
だ
け
に
考
え
や
意
見
が
書
い
て
あ
る
文
の
こ
と
を 

（
頭
括
型
）
と
い
う 

 

終
わ
り
だ
け
に
考
え
や
意
見
が
書
い
て
あ
る
文
の
こ
と
を 

（
尾
括
型
）
と
い
う 

 

初
め
と
終
わ
り
に
考
え
や
意
見
が
書
い
て
あ
る
文
の
こ
と
を 

（
双
括
型
）
と
い
う 

日
本
で
は
、 

「
あ
み
」
「
田
ん
ぼ
」
「
ざ
る
」 

「
た
た
み
」
「
か
き
ね
」 

「
し
ょ
う
じ
」「
油
あ
げ
」 

に
見
え
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

見
え
る
か
な
？ 

外
国
で
は
、 

「
か
も
め
」
や
「
ロ
グ
ハ
ウ
ス
」 

に
見
え
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

「
か
も
め
」
は
内
側
の
一
部
。 

「
ロ
グ
ハ
ウ
ス
」
は
全
体
を
見
て
。 

視
点
が
違
う
ん
だ
ね
。 



 

 

◎
文
章
の
要
旨
を
と
ら
え
る
た
め
に
、 

 

構
成
と
お
お
ま
か
な
内
容
を
た
し
か
め
よ
う 

 

※
答
え
は
ノ
ー
ト
に
書
き
こ
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

（
１
）
次
の
言
葉
の
意
味
を
調
べ
ま
し
ょ
う
。 

 
 

○
奥
深
い
・
・
・
深
い
意
味
を
も
っ
て
い
る 

 
 

○
事
物
・
・
・
・
さ
ま
ざ
ま
な
事
が
ら
や
も
の 

 
 

○
母
語
・
・
・
・
初
め
に
覚
え
、
も
っ
と
も
自
由
に
使
え
る
言
語 

 
 

○
留
学
生
・
・
・
外
国
に
住
ん
で
勉
強
し
て
い
る
学
生 

 
 

○
同
様
・
・
・
・
同
じ
様
子
、
同
じ
こ
と 

 
 

※
そ
の
ほ
か
、
分
か
ら
な
い
言
葉
は
調
べ
ま
し
ょ
う 

  

（
２
）
教
科
書
Ｐ
４
８
～
５
３
を
読
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
に 

分
け
ま
し
ょ
う
。
（
教
科
書
に
段
落
を
付
け
る
） 

○
１
段
落
・
・
Ｐ
４
８ 

①
行
目
～ 

○
７
段
落
・
・
Ｐ
５
０ 

⑪
行
目
～ 

○
２
段
落
・
・
Ｐ
４
８ 

⑦
行
目
～ 

○
８
段
落
・
・
Ｐ
５
１ 

③
行
目
～ 

○
３
段
落
・
・
Ｐ
４
８ 

⑨
行
目
～ 

○
９
段
落
・
・
Ｐ
５
１ 

⑩
行
目
～ 

○
４
段
落
・
・
Ｐ
４
９ 

⑪
行
目
～ 

○
１
０
段
落
・
・
Ｐ
５
２ 

③
行
目
～ 

○
５
段
落
・
・
Ｐ
５
０ 

③
行
目
～ 

○
１
１
段
落
・
・
Ｐ
５
２ 

⑭
行
目
～ 

○
６
段
落
・
・
Ｐ
５
０ 

⑦
行
目
～ 

○
１
２
段
落
・
・
Ｐ
４
８ 

⑥
行
目
～ 

（
３
）
段
落
番
号
で
、
初
め
・
中
・
終
わ
り
に
分
け
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

 
 

○
初
め
・
・
・
① 

  
 

○
中
・
・
・
・
②
～
⑩ 

  
 

○
終
わ
り
・
・
⑪
～
⑫ 

  
 

 

 
 

 

 

（
４
）「
中
」
に
は
、
言
葉
の
意
味
に
は
広
が
り
が
あ
る
こ
と
を 

 
 

 

説
明
す
る
た
め
の
、
大
き
く
二
つ
の
例
を
あ
げ
て
い
ま
す
。 

 
 

 

具
体
例
を
二
つ
こ
た
え
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

 
 

○
コ
ッ
プ
の
例
、 

 
 

 

小
さ
な
子
ど
も
の
「
コ
ッ
プ
」
の
意
味
を
教
え
る
こ
と 

 
 

 

※
コ
ッ
プ
を
例
に
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
れ
ば
Ｏ
Ｋ 

  
 

○
言
い
間
違
い
の
例
、
言
葉
の
意
味
の
範
囲
を
広
げ
て
使
い
す
ぎ
た
こ
と 

 
 

 

母
語
で
な
い
言
語
を
学
ぶ
と
き
に
お
こ
る
間
違
い
の
例 

 
 

 

※
言
語
、
言
葉
の
扱
い
方
が
違
う
こ
と
に
触
れ
て
い
れ
ば
Ｏ
Ｋ 

国
語
プ
リ
ン
ト
①
（５
月
２
５
日
～
） 

言
葉
の
意
味
が
分
か
る
こ
と
① 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ヒ
ン
ト 

初
め
・・・筆
者
の
考
え
や
問
い
が
あ
る 

中
・・・具
体
的
な
例
を
あ
げ
て
い
る
段
落 

終
わ
り
・・・例
を
ま
と
め
て
、
筆
者
の 

考
え
を
改
め
て
述
べ
て
い
る 

 



 

 

◎
「
中
」
を
詳
し
く
読
も
う 

 

※
答
え
は
ノ
ー
ト
に
書
き
こ
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

（
１
）
Ｐ
４
８
の
９
行
目
に
、
小
さ
な
子
ど
も
に
「
コ
ッ
プ
」
の
意
味
を 

 
 

 

教
え
る
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
し
た
ら
い
い
と
書
か
れ
て
い
ま
す
か
。 

 
 

 

（ 
 

 

）
を
埋
め
な
が
ら
答
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

・
言
葉
で
く
わ
し
く
説
明
し
て
も
、 

子
ど
も
は
出
て
く
る
言
葉
を
知
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。 

 

 
 

 
 

  

・（ 

実
物 

）
を
見
せ
れ
ば
い
い
と
思
う
人
も
い
る
。 

 

 
 

 
 

  

・
コ
ッ
プ
に
は
、（
色
や
形
、
大
き
さ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
）
が
あ
る
。 

   

・
ど
の
よ
う
な
も
の
を
コ
ッ
プ
と
し
て
見
せ
れ
ば
い
い
の
か
。 

 

 
 

 
 

   

・
コ
ッ
プ
の
（
使
い
方
）
も
理
解
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、「
コ
ッ
プ
」
と
い
う
一
つ
の
言
葉
が
指
す 

 

も
の
の
中
に
も
、（
色
や
形
、
大
き
さ
、
使
い
方
な
ど
、
様
々
な
特
徴
）
を 

も
っ
た
も
の
が
ふ
く
ま
れ
る
。 

 

 

 

 

・「
コ
ッ
プ
」
の
（
意
味
に
は
広
が
り
）
が
あ
る
。 

国
語
プ
リ
ン
ト
②
（５
月
２
５
日
～
） 

言
葉
の
意
味
が
分
か
る
こ
と
② 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

だから しかし すると 

そう考えると 

コ
ッ
プ
に
似
て
い
る
よ
う
で
、 

花
び
ん
や
お
皿
か
も
し
れ
な
い 

つまり！ 
筆
者
が
「初
め
」
で
述
べ
て
い
た
内
容
と
同
じ
言
葉
が

こ
こ
に
で
て
き
ま
す
。 

コ
ッ
プ
を
例
に
と
っ
て
、
筆
者
は
君
た
ち
に
こ
の
こ
と

を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
ね
！ 

 

わ
ざ
わ
ざ
例
を
あ
げ
て
ま
で
説
明
し
て
い
る
の
で
、 

要
旨
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
大
事
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に 

な
り
ま
す
！ 

 



 

 

◎
「
中
」
を
詳
し
く
読
も
う 

 

※
答
え
は
ノ
ー
ト
に
書
き
こ
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

（
１
）
Ｐ
５
０
の
１
０
行
目
に
、
小
さ
な
子
ど
も
の
言
い
ま
ち
が
い
に
つ
い
て 

書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が 

起
こ
る
の
か
（ 

 
 

）
を
埋
め
な
が
ら
答
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

・「
歯
で
く
ち
び
る
を
ふ
ん
じ
ゃ
っ
た
。」
と
言
い
ま
ち
が
い
を
し
た
。 

 

 
 

 
 

   

・（
ふ
む
）
も
（
か
む
）
も
、「
あ
る
も
の
を
上
か
ら
押
し
付
け
る
動
作
」 

な
の
で
、（
似
た
意
味
の
言
葉
）
で
あ
る
か
ら
。 

 

 
 

 
 

  

・
こ
の
言
い
ま
ち
が
い
の
（
原
因
）
は
、（
自
分
が
覚
え
た
言
葉
を
、 

別
の
場
面
で
使
お
う
）
と
し
て
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。 

 
 ・（

言
葉
の
意
味
の
は
ん
い
）
を
広
げ
て
使
い
す
ぎ
た 

（
２
）
Ｐ
５
１
の
３
行
目
に
、
同
じ
こ
と
は
、
母
語
で
な
い
言
語
を
学
ぶ
と
き 

に
も
起
こ
り
ま
す
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
こ 

と
が
起
こ
る
の
か
（ 

 
 

）
を
埋
め
な
が
ら
答
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

  

・「
朝
食
に
ス
ー
プ
を
食
べ
ま
し
た
。」
と
留
学
生
が
言
っ
た
。 

 

日
本
語
で
は
（
飲
む
）
と
表
現
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、 

 

や
や
（
不
自
然
）
で
あ
る
。 

 

 
 

 
 

   

・
そ
れ
は
、（
英
語
と
同
じ
感
覚
）
で 

「
食
べ
る
」
と
い
う
言
葉
を 

使
っ
た
こ
と
が
（
原
因
）
で
あ
る
。 

※
世
界
中
の
ど
の
言
語
で
も 

 

同
様
の
違
い
が
あ
る
。 

 
 

 
 

 

 

・
一
つ
の
（
言
葉
を
ど
の
は
ん
い
）
ま
で
広
げ
て
使
う
か
は
、 

言
語
に
よ
っ
て
こ
と
な
る
。 

国
語
プ
リ
ン
ト
③
（５
月
２
５
日
～
） 

言
葉
の
意
味
が
分
か
る
こ
と
③ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

つまり 考えてみると 

ひ
と
つ
前
の
プ
リ
ン
ト
の
最
後
の
答
え
と
似
て
い
ま
す
！ 

こ
れ
は
、
言
い
換
え
た
言
葉
で
す
。 

このように どうして 
このような
表現を？ 

日本語と英語の（感覚）の違い 
 
 
 
 
 
 
 

こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
、
言
葉
の
意
味
に
は
広
が
り
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
。

言
葉
を
適
切
に
使
う
に
は
、
そ
の
は
ん
い
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
！ 

最
後
の
ま
と
め
は
、
学
校
の
授
業
で
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
す
。 

 

要
旨
を
と
ら
え
る
た
め
に
も
、
初
め
と
終
わ
り
の
筆
者
の
主
張
、 

中
の
具
体
例
を
交
え
た
説
明
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
ね
！ 



 

 

◎
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
に
つ
い
て
理
解
し
よ
う 

 

※
答
え
は
ノ
ー
ト
に
書
き
こ
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

（
１
）
教
科
書
Ｐ
５
８
、
５
９
を
読
ん
で
、
次
の
こ
と
を
ノ
ー
ト
に 

 
 

 

書
き
写
し
ま
し
ょ
う
。 

  
 

○
和
語
と
漢
語
と
外
来
語
の
違
い 

 
 

 

和
語
・
・
・
も
と
も
と
日
本
に
あ
っ
た
言
葉
で
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

漢
字
で
書
い
て
あ
っ
て
も
訓
読
み
す
る
言
葉
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

※
ひ
ら
が
な
で
書
い
て
あ
っ
た
り
、 

送
り
仮
名
が
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
。 

 

漢
語
・
・
・
古
く
に
中
国
か
ら
日
本
に
入
っ
た
言
葉
で
、 

 
 

 
 

 

漢
字
を
音
読
み
す
る
言
葉
。 

 
 

 
 

 

※
ひ
ら
が
な
で
書
い
て
あ
っ
て
も
、 

 
 

 
 

 
 

音
読
み
す
る
も
の
は
漢
語
で
す
。
注
意
！ 

 
 

 
 

 
 

【
に
く
（
肉
）、
ぼ
く
（
僕
）、
き
く
（
菊
）
等
】 

 

外
来
語
・
・
外
国
殿
か
ら
交
わ
り
の
中
で
、
日
本
語
の
中
に 

取
り
入
れ
ら
れ
た
外
国
の
言
葉
。 

※
カ
タ
カ
ナ
で
書
く
こ
と
が
多
い
。 

（
２
）
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
に
あ
た
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ 

 
 

 

５
個
以
上
書
き
ま
し
ょ
う
。
（
教
科
書
の
例
以
外
で
） 

 

和
語 

 

机 

魚 

泳
ぐ 

亀
（
か
め
） 

鞄
（
か
ば
ん
） 

な
ど 

 

漢
語 

 

黒
板 

鉛
筆 

教
科
書 

 
 

 
 

磁
石 

定
規 

 
 

な
ど 

 

外
来
語 

パ
ソ
コ
ン
（
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
） 

 

プ
リ
ン
ト 

コ
ッ
プ 

ノ
ー
ト 

ク
リ
ッ
プ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

な
ど 

 

【
で
き
た
ら
考
え
て
み
よ
う
】 

和
語
・
漢
語
・
外
来
語
を
使
い
分
け
る
こ
と
で
、
文
章
か
ら
受
け
る 

印
象
が
変
わ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
印
象
の
違
い
が
あ
る
か
な
？ 

（
教
科
書
Ｐ
５
８
の
①
と
②
の
例
文
で
も
印
象
は
違
う
と
思
う
よ
！
） 

 
 

 
 

 
 

和
語 

 

光
の
よ
う
な
速
さ
で
駆
け
抜
け
る 

  
 

漢
語 

 
光
の
よ
う
な
速
度
で
駆
け
抜
け
る 

  
 

外
来
語 

光
の
よ
う
な
ス
ピ
ー
ド
で
駆
け
抜
け
る 

国
語
プ
リ
ン
ト
④
（５
月
２
５
日
～
） 

和
語
と
漢
語
① 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

教室の身の回りにあるもので

解答例をあげてみました！ 



 

 

◎
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
に
分
け
よ
う 

 

※
答
え
は
ノ
ー
ト
に
書
き
こ
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

（
１
）
次
の
波
線
の
言
葉
が
ど
れ
に
当
て
は
ま
る
か
を
答
え
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

例 

夏
休
み 

 
 

 

（ 

和
語 

 

） 

  
 

 

① 

プ
レ
ゼ
ン
ト 

 

（ 

外
来
語 
） 

 
 

 

② 

朝
食 

 
 

 
 

（ 

漢
語 

 

） 

 
 

 

③ 

新
聞
紙 

 
 

 

（ 

漢
語 

 

） 

 
 

 

④ 

ち
か
ら 

 
 

 

（ 

和
語 
 

） 

 
 

 

⑤ 

青
空 

 
 

 
 

（ 

和
語 

 

） 

 
 

 

⑥ 

木
登
り 

 
 

 

（ 

和
語 

 

） 

 
 

 

⑦ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（ 

外
来
語 

） 

 
 

 

⑧ 

軽
自
動
車 

 
 

（ 

漢
語 

 

） 

 
 

 

⑨ 

右
側 

 
 

 
 

（ 

和
語 

 

） 

 
 

 

⑩ 

テ
レ
ビ 

 
 

 

（ 

外
来
語 

） 

 
 

 

⑪ 

徒
歩 

 
 

 
 

（ 

漢
語 

 

） 

 
 

 

⑫ 

ハ
ン
ガ
ー 

 
 

（ 

外
来
語 

） 

 
 

 

⑬ 

ル
ー
ル 

 
 

 

（ 

外
来
語 

） 

 
 

 

⑭ 

規
則 

 
 

 
 

（ 

漢
語 

 

） 
 

 

⑮ 

き
ま
り 

 
 

 

（ 

和
語 

 

） 

（
２
）
次
の
文
中
の
線
の
言
葉
は
、
和
語
と
漢
語
で
意
味
が
ち
が
い
ま
す
。 

 
 

 

和
語
な
ら
ひ
ら
が
な
、
漢
語
な
ら
カ
タ
カ
ナ
で
読
み
を
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

ま
た
、
言
葉
の
意
味
も
書
き
ま
し
ょ
う
。 

  

例 

・
湖
に
す
む
生
物
の
数
を
計
測
す
る
。 

 
 

 
 

読
み 

（ 

セ
イ
ブ
ツ 

） 

意
味
（ 

い
き
も
の 

 
 

 
 

 

） 
 

 
 

 
 

 
 

 

・
生
物
で
す
か
ら
早
く
め
し
あ
が
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

読
み 

（ 

な
ま
も
の 

） 

意
味
（ 

生
の
食
べ
物 

 
 

 
 

） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

① 

・
風
車
小
屋
の
近
く
は
立
ち
入
り
禁
止
に
な
っ
た
。 

 
 

 
 

読
み 

（ 

フ
ウ
シ
ャ 

） 
 

意
味
（
風
力
か
ら
動
力
を
得
る
装
置
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
妹
に
風
車
を
貸
す
。 

 
 

 
 

読
み 

（
か
ざ
ぐ
る
ま 

） 

意
味
（
風
で
回
す
お
も
ち
ゃ 

 
 

） 
  

② 

・
色
紙
で
つ
る
を
折
る
。 

 
 

 
 

読
み 

（ 

い
ろ
が
み 

） 
 

意
味
（
色
の
つ
い
た
紙
、
折
り
紙
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
サ
イ
ン
を
し
て
も
ら
っ
た
色
紙
を
か
ざ
る
。 

 
 

 
 

読
み  

（ 

シ
キ
シ 

 

） 
 

意
味
（ 

四
角
の
厚
手
の
紙 

 

） 
  

 
 

 

国
語
プ
リ
ン
ト
⑤
（５
月
２
５
日
～
） 

和
語
と
漢
語
② 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

ど
れ
も
同
じ
意
味
の
言
葉

だ
け
ど
、
印
象
が
ち
ょ
っ
と

変
わ
っ
て
く
る
ね
！ 



５ 月１ ８ 日～⑤ 

１－２ 国土の地形の特色 

P16～１９ 

目当て 

山脈は日本のどのあたりを通っているのかな 

①国土の様々な地形 

日本には、多くの山脈や山地がある。 

山地・・・山が集まっている地形。 

 山脈 連続して細長く連なっている。 

 高地 山がはば広く連なる。 

 高原 標高は高いが、平らに広がる土地。 

 丘陵（きゅうりょう） あまり高くなく、小さな山が続いている。 

平地・・・平らな地形 

 平野 海に面している。 

 盆地 山に囲まれている。 

 台地 平地の中で周りより高くて平らになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

👉やってみよう！！ 

１．４年生の時に学習した山地、平野をふり返って、名前と

場所を確認しよう。 

２．日本のどの部分に山脈があるか確認しながら、山脈を赤

で囲もう。 

 



 

５ 月１ ８ 日～⑥ 
P20 

目当て 

日本の川は地形とどのようなかかわりがあるのかな。 

②日本の川や湖の特色 

・日本の川は世界の川と比べると、高いところから流

れていて、流れが急で短い。 

 

 

 

 

・湖は山地にある湖や、平地にある湖がある。

日本で一番大きな湖は琵琶湖である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

👉やってみよう！！ 

１．前のページの山脈と見比べながら、木曽川や

信濃川がどこにあるか、確認して、赤で丸を

つけよう。 

２．日本で一番大きな湖の琵琶湖の場所を確認し

て赤で丸をつけよう。 

 



５ 月１ ８ 日～⑦ 
P2２，２３選択学習では、「低い土地のくらし」を選択します。 

目当て 

海津市の地形はどうなっているのだろうか。 

岐阜県海津市・・・三つの大きな川の下流にあり、川と川にはさまれた土地の多くは海面よ

りも低く、日本を代表する低地。 

 

堤防に囲まれた土地は「輪中（わじゅう）」と呼ばれている。 

堤防・・・こう水や高波などから、人々の生活を守るために作られる。 

 

 

 

 

 

・川に囲まれた土地での生活での工夫は？ 

水害の心配はないのかな？ 

水害・・・台風や大雨などによる災害。  

低い土地ならではのくらしの工夫があるのではないのか？ 

👉やってみよう！！ 

１．海面の高さ（０ｍ）よりも低いところに色をぬってみよう。 

２．地図帳で川の名前を調べて、書き込んでみよう。 
① 

③ ② 

 ①
木
曽
川 

③
揖
斐

い

び

川 
 

②
長
良
川 

ど
ん
な
地
形
に
な
っ

て
い
る
か
比
べ
よ
う 



５ 月１ ８ 日～⑧ 
P２６，２７ 

目当て 

水害からくらしを守るために、どのような人々の協力があったのだろうか。 

 

・水害からくらしを守る人々の生活の工夫 

 

治水・・・川の流れや水路など改良し水害を防ぎ、水をくらしや産業に利用できるようにす

ること。 

 

堤防を築いた。 

少しでも高い土地に家を建てた。 

水屋・・・こう水の時に家族が避難する。    

排水機場・・・輪中に水がたまる前に外に流し出すようにする。 

→江戸時代の治水工事で 

長良川と揖斐川を分けた。（千本松原） 

 

→明治時代、大規模な工事を行い、 

輪中は８０から３０ほどに減った。 

 

大きな水害の発生件数は大幅に減った。 

しかし、水害が無くなったわけではない。 

 

今でも水防演習を行う。 

水防倉庫を備える。 

 

 

 

水防演習 水防演習 水防倉庫 

   

水害の発生件数は大幅に減ったが、今でも地域の人々は協力して水害に備えている。 

 

 

 

 

 

江戸時代 

 

 

 

120年前 

 

 

 

現在 

長
良
川 

揖
斐
川 

千
本
松
原 



５ 月２ ５ 日～⑨ 
P2８～３１ 

目当て 

海津市の農業は、どのように変わってきたのか。 

豊かな水を生かした農業 

昔は排水が十分にできていなかった。 

沼のような田だった。 

    

 

   田の広さや形を整える工事。 

   水路を埋め立てた。 

 

 

 

 

 

   排水機場・・・いらない水を排水する。 

   揚水機場・・・必要な時に必要な量の水を 

パイプラインで田畑に送れる 

ようになった。 

 

 

 

今は機械を使った農業ができるようになった。 

 米だけでなく、野菜や果物も生産できるようになった。 

 

輪中では昔から農業を行っていたが、揚水機場、パイプライ

ンなどの整備により、豊かな水を生かした、だいきぼ農業が

できるようになった。 

 

 

◎水を生かした生活 

 木曽川、長良川、揖斐川や河川じきの自然を生かしたしせつがあり、レクリエーションを

楽しむことが出来る。 

 公園、ヨット、魚料理、温泉などの観光 

河川じき・・・治水工事で川の流れが整えられて岸辺にできた、普段は川の水が流れていな 

い、平らな土地。 



５ 月２ ５ 日～⑩ 
P４２，４３ 

目当て 

日本の気候は時間や場所によってどのように違うのかな。 

四季の変化がある日本の気候 

※気候・・・その地域の天気、気温、風などの長い年月の平均的な状態。 

 

 

 

 

桜のさきはじめる時期は場所によってちがう。 

なぜだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同じ 3 月でも沖縄と北海道ではあたたかさ

が大きくことなる。 

 

 

 

                    

 

日本の気候は地域によって違うのだろうか。 

  

 

 

 

 

 

 

👉考えるきっかけになる言葉 

 梅雨と台風、季節風 

 各地の気候の特色 

 



５ 月２ ５ 日～⑪ 
P４４，４５ 

目当て 

降水量の多い地域は夏と冬でどのように広がっているのかな。 

梅雨と台風、季節風 

梅雨・・・6月の中ごろから、７月にかけて雨が多くふる期間。 

台風・・・夏から秋にかけて来る。大きな被害をもたらすことがる。 

特に、沖縄や九州、四国地方は被害が多い。2019年には千葉県が大きな被害を 

受けた。 

季節風・・・季節によってふく方向が変わる風のこと。 

夏：南東（太平洋）からふき、太平洋側に多くの雨をふらせる。 

      冬：北西（ユーラシア大陸）からふき、日本海側に雨や雪

をもたらす。 

※海から吹く風にはたくさんの水じょう気がふくまれていて、た

くさんの雨をふらせる。 

 

・夏は日本全体で雨が多い。特に太平洋側で多く雨がふる。 

ただし、北海道は雨が少なく梅雨がない。 

・冬は日本海側では雪が多くふり、太平洋側では晴れる日が

多い。 

 

 

 

 

 

 

太平洋（南東）からの風が吹いて太平洋側に雨を降らせる。 

 

 

 

 

 

 

ユーラシア大陸（北西）からの風が吹いて、日本海側に雪を

降らせる。 

※たくさんの水分をふくんだ雲は重いので山にぶつかる。 

そのため、冬は関東では雪が少ない。 



５ 月２ ５ 日～⑫ 
P４６，４７ 

地域によって異なる気候 

目当て 

地域ごとの気候は、どのようにちがっているのかな。 

北海道の気候（帯広）・・・冬が長く寒さが厳しい。降水量はほかの地域よりも少ない。 

日本海側の気候（上越）・・・夏の気温は太平洋側と同じくらいだが、冬にたくさん雪がふる。 

中央高地の気候（軽井沢）・・・夏と冬の気温の差が大きく、一年中降水量が少ない。 

太平洋側の気候（静岡）・・・あたたかい地域が多く、夏や秋によく雨がふる。 

瀬戸内海の気候（高松）・・・太平洋側の気候とにているが、降水量がやや少ない。 

南西諸島の気候（那覇）・・・気温が高く、降水量が多い。冬もあたたかい。 



先週の解答編 

P17は省略します。 









今週の解答編 









 



 

  ○「内のり」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

           上から見た図               横から見た図 

 

     たてと横を考えるときは、上下左右に厚さが    深さを考えるときは、底の部分の厚さを 

あるのでそれぞれ２ｃｍひく必要がある！     考えて１ｃｍひく必要がある！ 

 

１２ｃｍ 

１０ｃｍ 

１２ｃｍ １０ｃｍ 
１１ｃｍ １０ｃｍ 







 


