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「
新
し
い
国
語
」で
で
き
る
こ
と

記
号
︵
●
な
ど
︶
に
よ
る
視
覚
化
と
手
を
叩
い
た
り
握
っ
た
り
す
る
動
作
化
に

よ
り
、
多
感
覚
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
、
音
節
の
仕
組
み
を
理
解
し
て
表
記
に

つ
な
げ
や
す
く
し
て
い
ま
す
。
特
別
な
支
援
を
必
要
と
し
な
い
児
童
も
含
め
、

多
く
の
児
童
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
い
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
、
科
学
的
根
拠
に

基
づ
い
た
指
導
法
で
す
。

促
音
︵﹁
っ
﹂︶
や
拗
音
︵﹁
し
ゃ
﹂
な
ど
︶
な
ど
、
文
字
と
音
が
一
対
一
で
対
応

し
な
い
特
殊
音
節
は
、
平
仮
名
の
習
得
で
特
に
つ
ま
ず
き
や
す
い
と
い
わ
れ

ま
す
。
そ
こ
で
、
読
み
書
き
に
つ
ま
ず
き
を
抱
え
や
す
い
児
童
を
支
援
す
る

指
導
モ
デ
ル（「
多
層
指
導
モ
デ
ル
Mミ

ム
I

M
」）
の
一
環
と
し
て
開
発
さ
れ
た
指
導

法
を
基
に
教
材
化
し
ま
し
た
。

特
別
支
援
教
育
の
知
見
を
生
か
し
、
読
み
書
き
の

つ
ま
ず
き
や
す
い
ポ
イ
ン
ト
を
フ
ォ
ロ
ー

1

特
殊
音
節
と
文
字
は
視
覚
化
と
動
作
化
で
つ
な
ぐ

特
殊
音
節
と
並
ん
で
つ
ま
ず
き
や
す
い
と
い
わ
れ
る
助
詞﹁
は
﹂﹁
へ
﹂﹁
を
﹂は
、

文
の
読
み
書
き
の
基
本
。
そ
の
意
味
と
使
い
方
を
理
解
す
る
こ
と
に
焦
点
化
し
た

教
材
を
設
け
ま
し
た
。
助
詞
を
入
れ
る
過
程
を
ス
モ
ー
ル
ス
テ
ッ
プ
で
示
す
と

と
も
に
、
視
覚
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
と
ら
え
や
す
く
し
て
い
ま
す
。

助
詞
「
は
」「
へ
」「
を
」
は
、
意
味
と
使
い
方
を
視
覚
化

特
別
支
援
教
育
へ
の
配
慮
と
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

学
び
方
や
得
手
不
得
手
は
、
児
童
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
全
て
の
児
童
に
と
っ
て
学
び
や
す
い
教
科
書
を

目
指
し
た
﹁
新
し
い
国
語
﹂。
不
要
な
つ
ま
ず
き
を
回
避
し
て
、
一
人
一
人
の
学
び
を
保
証
し
ま
す
。

MIMについて詳しくはこちら　 多層指導モデルMIMのホームページ　http://forum.nise.go.jp/mim/ （国立特別支援教育総合研究所）

単
語
を
見
つ
け
る

助
詞
を
入
れ
る

視
写
す
る

文
を
声
に
出
す

ちいさいゃゅょ（一上P78）

全
て
の
物
語
・
説
明
文
教
材
の
脚
注
罫
線
に
は
、
五
行
ご
と
の
行
数
字
だ
け

で
な
く
、
一
行
ご
と
に
点
︵
・
︶
を
示
し
て
い
ま
す
。

色
覚
問
題
研
究
グ
ル
ー
プ
ぱ
す
て
る
の
協
力
を
得
て
、
全
巻
全
ペ
ー
ジ
に
わ
た
り
、

色
に
関
わ
る
表
現
を
一
つ
一
つ
検
討
し
ま
し
た
。
全
て
の
児
童
に
見
分
け
や
す
い

配
色
を
工
夫
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
色
以
外
の
情
報
を
加
え
、
判
別

し
や
す
く
し
て
い
ま
す
。

読
み
や
す
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
書
く
際
の
手
本
と
も
な
る
よ
う
、
手
書
き
文
字

に
近
い
書
体
を
独
自
開
発
。
特
に
、ロ
ー
マ
字
な
ど
に
用
い
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

に
は
、
特
別
支
援
教
育
の
専
門
家
の
助
言
の
も
と
、
英
語
教
科
書
用
に
新
た
に

開
発
し
た
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
書
体
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

全
て
の
児
童
に
と
っ
て
読
み
や
す
い
教
科
書
へ

2

行
を
と
ら
え
や
す
い
脚
注
罫
線

誰
も
が
見
分
け
や
す
い
配
色
や
工
夫

文
字
指
導
に
適
し
た
書
体
の
開
発

一
年
上
・
下
巻
の
付
録
に
、
平
仮
名
と
片
仮
名
の
全
て
の
表
記
を
一
覧
で
き
る

表
を
収
録
し
ま
し
た
。
文
字
の
習
得
度
合
い
に
応
じ
て
付
録
を
活
用
す
る
こ
と

で
、
ど
の
児
童
も
安
心
し
て
文
を
書
く
学
習
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

書
く
学
習
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
仮
名
表
記
一
覧
表

練
習
す
る

はをつかおう（一上P48）

サボテンの花（六年P16）　�　「きって」のようなつまる音
おん

は，次の音のさいしょの字
を重ねて書き表します。
　（れい）　きって� �kitte
次のローマ字を声に出して読んでから，書きましょう。

3

　�　はねる音「ん（n）」のつぎに「a」「i」「u」「e」「o」や「y」
が来るときは，「n」とつぎの文字の間に「�̓�」を入れます。
　（れい）　本屋（ほんや）� �honʼya

4

ressyasippogakkô

次の言葉を読んでみよう。
syôgakkô　　tyûrippu　　senpûki
sakkâbôru　　kinʼiro　　gakusyû

　どうして「 ’ 」を
間に入れるのかな。

81 (5)
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121 （3）

　「きって」のようなつまる音
おん

は，次の音のさいしょの字を重ね

て書き表します。

次のローマ字を声に出して読んでから，書きましょう。

　はねる音「ん（n）」の次に「a」「i」「u」「e」「o」や「y」が

来るときは，「n」と次の文字の間に「’」を入れます。

　金色（きんいろ）→　kin’iro　　本屋（ほんや）→　hon’ya

　ローマ字には，「A」「B」のような大文字と，「a」「b」のよう

な小文字があります。人の名前や地名は，はじめの文字を大文字

で書きます。「-」を使って言葉をつなぐこともあります。また，

地名などは，全部を大文字で書くこともあります。

　Kitano Megumi　　Tanaka Ken’iti

　Hokkaidô　　Tôkyô　　Sendai-si　　OKINAWA

nikki sippogakkô
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従来の書体新たに開発した書体


