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確
か
な
言
葉
と
豊
か
な
人
間
関
係
を

─
─
新
版
教
科
書
に
込
め
た
願
い

光
村
図
書
出
版

中
学
校
国
語
編
集
部

い
よ
い
よ
、生
徒
た
ち
が
新
し
い
教
科
書
を
手
に
し
ま
す
。

新
版
教
科
書
で
は
、
生
徒
た
ち
の
「
国
語
の
力
」
を
育

む
た
め
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し

て
い
ま
す
。
本
特
集
で
は
、
先
生
方
か
ら
い
た
だ
い
た

ご
質
問
に
答
え
る
か
た
ち
で
、
そ
の
工
夫
の
一
部
を
ご

紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
が
た
ち
ま
し
た
。
私

た
ち
は
、
こ
の
未
曽
有
の
災
害
の
中
で
、
人
と
人

と
の
結
び
つ
き
の
大
切
さ
を
改
め
て
痛
感
し
ま
し

た
。
復
興
へ
の
取
り
組
み
の
な
か
で
「
絆
」
と
い

う
言
葉
を
よ
く
目
に
し
ま
す
が
、
そ
れ
が
象
徴
し

て
い
る
も
の
は
、
ま
さ
に
言
葉
の
力
、
国
語
の
力

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

言
葉
の
力
は
、
人
を
勇
気
づ
け
、
心
を
開
き
、

人
と
人
と
を
つ
な
ぎ
、
未
来
を
切
り
開
い
て
い
き

ま
す
。私
た
ち
は
、そ
れ
を
国
語
の
教
科
書
で
し
っ

か
り
具
現
化
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま

す
。

　

こ
う
し
た
考
え
に
基
づ
き
、
新
版
教
科
書
で
は
、

生
徒
た
ち
の
生
涯
に
寄
り
添
い
、
確
か
な
言
葉
を

身
に
つ
け
、
豊
か
な
人
間
関
係
を
築
く
力
を
培
っ

て
い
く
た
め
に
、
次
の
三
つ
を
大
き
な
柱
に
据
え

ま
し
た
。

一 

学
習
の
ス
タ
ー
ト
と
ゴ
ー
ル
が

　 

は
っ
き
り
と
見
え
る
教
科
書

　

国
語
は「
ど
ん
な
力
が
身
に
つ
く
の
か
」、「
ゴ
ー

ル
が
見
え
に
く
い
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、

「
学
習
目
標
を
明
確
に
立
て
」「
自
分
が
今
何
を
学

習
し
て
い
る
の
か
わ
か
り
」「
ス
タ
ー
ト
と
過
程
、

ゴ
ー
ル
が
は
っ
き
り
見
え
る
」
こ
と
を
心
が
け
ま

し
た
。

二 

自
分
で
考
え
、
表
現
す
る
た
め
の

　 

具
体
的
な
手
立
て
を
示
し
た
教
科
書

　

単
に
「
自
分
の
言
葉
で
考
え
よ
う
」「
わ
か
り

や
す
く
話
そ
う
」
な
ど
と
言
う
だ
け
で
は
、
な
か

な
か
生
徒
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
そ

の
た
め
の
「
観
点
」
や
「
手
順
」、「
例
示
」
を
丁

寧
に
示
し
ま
し
た
。

三 

学
ん
だ
こ
と
が

　 

日
常
の
場
で
生
き
る
教
科
書

　

国
語
の
授
業
で
学
ん
だ
こ
と
が
そ
の
授
業
の
な

か
だ
け
に
閉
じ
ず
に
、
他
教
科
や
日
常
に
、
そ
し

て
将
来
に
生
き
る
よ
う
に
、す
べ
て
の
教
材
で「
実

用
の
場
、日
常
生
活
へ
の
還
元
」を
意
識
し
ま
し
た
。

　

本
特
集
で
は
、
こ
う
し
た
方
針
の
も
と
で
編
集

し
ま
し
た
教
科
書
を
、
効
果
的
に
お
使
い
い
た
だ

く
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
、
日
々
の
授
業
の
参
考
に
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。
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今
回
の
学
習
指
導
要
領
に
は
、「
伝
統
的
な
言

語
文
化
」
が
新
設
さ
れ
、
小
学
校
か
ら
古
典
が
扱

わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
中
学

校
で
は
、
小
学
校
で
学
習
し
た
こ
と
を
緩
や
か
に

継
承
し
な
が
ら
も
、
も
う
少
し
古
典
の
世
界
の
奥

深
さ
を
味
わ
う
と
こ
ろ
を
目
ざ
し
ま
し
た
。

　

一
年
の
最
初
に
新
設
し
た
「
七
夕
に
思
う
」
は
、

七
夕
に
ま
つ
わ
る
和
歌
や
俳
句
を
紹
介
し
た
教
材

で
す
。
身
近
な
伝
統
が
、
万
葉
の
昔
か
ら
受
け
継

が
れ
、
今
の
自
分
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を

最
初
に
感
じ
て
も
ら
い
た
い
と
願
い
ま
し
た
。

　

中
学
校
に
お
け
る
古
典
の
学
習
は
、
内
容
を
理

解
し
、
よ
く
読
み
味
わ
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ

の
た
め
、
新
版
で
は
、
現
代
語
訳
を
強
化
し
ま
し

た
。「
竹
取
物
語
」
を
側
注
に
し
た
ほ
か
、
各
学

年
の
最
初
の
古
典
教
材
に
は
、
丁
寧
な
対
訳
を
付

け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
各
学
年
の
古
典
教
材
の
後
ろ
に
は
、
古

典
を
テ
ー
マ
に
書
く
活
動
に
つ
な
げ
る
「
練
習
」

教
材
を
置
き
ま
し
た
。
昔
の
人
の
考
え
方
を
読
み

取
り
、
自
分
た
ち
の
考
え
を
深
め
な
が
ら
書
く
こ

と
を
主
な
テ
ー
マ
に
し
て
い
ま
す
。

小
学
校
と
の
連
携
は

ど
う
図
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

一
年
の
最
初
に
、「
言
葉
に

出
会
う
た
め
に
」
と
い
う
新

教
材
を
位
置
づ
け
ま
し
た
。

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
を
受
け
、

古
典
教
材
の
扱
い
は
ど
う
変
わ
り
ま
し
た
か
。

小
学
校
で
学
習
し
た
こ
と
を
緩
や
か
に
継
承
し
な
が
ら
も
、

古
典
の
世
界
の
奥
深
さ
を
味
わ
う
と
こ
ろ
を
目
ざ
し
、

教
材
化
を
見
直
し
ま
し
た
。

　

新
版
で
は
、
小
中
の
技
能
の
系
統
性
を
重
視
し
、

構
成
を
工
夫
し
ま
し
た
。
ま
た
中
一
ギ
ャ
ッ
プ
の

軽
減
を
図
る
た
め
に
、
一
年
の
最
初
に
、
「
言
葉

に
出
会
う
た
め
に
」
と
い
う
新
教
材
を
位
置
づ
け

ま
し
た
。
言
葉
を
自
分
の
も
の
と
し
て
い
く
た
め

に
必
要
な
技
能
を
八
つ
の
観
点
（
声
を
届
け
る
・

書
き
留
め
る
・
本
と
出
会
う
・
調
べ
る
・
言
葉
を

読
む
・
言
葉
を
知
る
・
言
葉
を
楽
し
む
・
い
に
し

え
の
言
葉
に
出
会
う
）
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

具
体
的
な
学
習
の
し
か
た
を
丁
寧
に
解
説
し
ま
し

た
。

　

こ
れ
は
、
い
わ
ば
「
プ
レ
単
元
」
と
い
う
よ
う

な
考
え
方
で
す
。
声
の
出
し
方
や
ノ
ー
ト
の
取
り

方
、
図
書
館
や
辞
典
の
使
い
方
な
ど
、
四
月
段
階

に
先
生
方
が
ま
ず
は
押
さ
え
ら
れ
る
と
い
う
、
基

本
的
な
学
習
事
項
を
、
小
学
校
で
の
学
習
を
振
り

返
り
な
が
ら
ま
と
め
た
ペ
ー
ジ
で
す
。

「七夕に思う—語り継がれ、読み継がれてきたもの」（１年）

「蓬萊の玉の枝 —「竹取物語」から」（１年）

１年で学習する
「竹取物語」は
側注にしました。
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「言葉に出会うために」（１年）



　

こ
れ
ま
で
の
教
科
書
で
は
、
科
学
的
内
容
の
説

明
文
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
回
は
、
哲
学
や

美
術
と
い
っ
た
人
文
科
学
を
含
め
た
幅
広
い
分
野

の
説
明
文
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
二
年
に

「
君
は
『
最
後
の
晩
餐
』
を
知
っ
て
い
る
か
」
と

い
う
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
絵
画
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
説
明
文
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
論
理
構
成
の
し
っ
か
り
し
た
文
章

と
い
う
視
点
で
、
吟
味
を
重
ね
ま
し
た
。
論
理
構

成
と
い
っ
て
も
多
様
な
形
が
あ
り
ま
す
が
、
頭
括

型
、
尾
括
型
、
帰
納
的
あ
る
い
は
演
繹
的
な
叙
述
、

ま
た
、
仮
説
・
検
証
型
な
ど
、
題
材
に
適
し
た
展

開
を
工
夫
し
て
い
ま
す
。
学
習
指
導
要
領
で
さ
ま

ざ
ま
な
文
種
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
例
え

ば
一
年
「
シ
カ
の
『
落
ち
穂
拾
い
』
」
は
「
記

録
」
の
文
章
で
図
表
も
多
く
、
「
非
連
続
テ
キ
ス

ト
」
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
二
年
「
君
は
『
最
後

の
晩
餐
』
を
知
っ
て
い
る
か
」
は
「
評
論
（
美
術

各
学
年
に
位
置
づ
け
ま
し
た
。
一
年
「
星
の
花
が

降
る
こ
ろ
に
」
、
二
年
「
ア
イ
ス
プ
ラ
ネ
ッ
ト
」
、

三
年
「
蟬
の
声
」
で
す
。

　

一
年
「
星
の
花
が
降
る
こ
ろ
に
」
は
、
少
女
期

の
繊
細
な
感
情
を
細
や
か
に
描
き
だ
す
こ
と
に
定

評
の
あ
る
、
安
東
み
き
え
先
生
に
お
願
い
し
ま
し

た
。
こ
の
作
品
で
も
、
心
の
葛
藤
や
迷
い
が
丁
寧

に
描
か
れ
、
ま
た
ラ
ス
ト
の
決
意
が
あ
り
き
た
り

で
な
く
、
考
え
る
余
地
の
あ
る
文
学
性
の
高
い
教

材
で
す
。

　

二
年
の
「
ア
イ
ス
プ
ラ
ネ
ッ
ト
」
は
椎
名
誠
先

生
に
お
願
い
し
ま
し
た
。
男
の
子
が
主
人
公
で
、

魅
力
的
な
お
じ
さ
ん
が
出
て
き
ま
す
。
世
界
を
肯

定
的
に
捉
え
る
こ
と
、
視
野
を
広
く
も
つ
こ
と
な

ど
、
大
切
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
詰
ま
っ
た
教
材
で
す
。

　

三
年
「
蟬
の
声
」
は
、
浅
田
次
郎
先
生
に
お
願

い
し
ま
し
た
。
戦
争
を
扱
っ
た
お
話
で
す
が
、
三

年
の
進
路
を
考
え
始
め
る
と
き
に
、
ふ
と
立
ち
止

ま
っ
て
大
切
な
こ
と
は
何
か
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る

教
材
で
す
。

　

書
き
お
ろ
し
は
、
よ
り
教
材
に
適
し
た
文
章
を

作
者
と
話
し
合
い
な
が
ら
作
り
上
げ
て
い
け
る
と

い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
生
徒
と

等
身
大
の
主
人
公
で
あ
る
こ
と
と
、
作
品
の
続
き

を
生
徒
た
ち
が
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

オ
ー
プ
ン
な
構
成
を
テ
ー
マ
に
お
書
き
い
た
だ
き
、

新
し
い
文
学
作
品
は
ど
う
い
う
観
点
で
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
か
。

予
定
調
和
的
に
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
終
わ
る
の
で
な
く
、
生
徒

に
続
き
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
、
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
の
構
成
を

と
っ
た
書
き
お
ろ
し
の
教
材
を
、
各
学
年
に
位
置
づ
け
ま
し
た
。

新
し
い
説
明
文
の
特
徴
は
何
で
す
か
。

科
学
的
内
容
だ
け
で
な
く
、
哲
学
や
美
術
な
ど
幅
広
い
分
野
の

説
明
文
を
扱
い
ま
し
た
。
ま
た
、「
記
録
」
や
「
論
説
」
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
文
種
を
扱
い
、
論
理
構
成
を
吟
味
し
ま
し
た
。

評
論
）
」
、
三
年
「
ネ
ッ
ト
時
代
の
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
」
は
「
論
説
」
な
ど
、
多
様
な
文
章
に
出
会
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

「星の花が降るころに」（１年）
「水をぱしゃぱしゃと顔にかけた。冷たかった。
溶け出していた魂がもう一度引っ込み、やっと
顔の輪郭が戻ってきたような気がした。」
　友情の微妙なすれ違いや，ほのかな恋愛感情を
テーマにした作品。

「アイスプラネット」（２年）
「いっぱいの『不思議アタマ』になって世界に
出かけていくとおもしろいぞ。」
　居候の叔父に寄せる複雑な心理と，広い世界へのい
ざないを描いた作品。

「蟬の声」（3 年）
「和男は痩せた祖父の体を抱きかかえた。『今の
話も、ないしょだぞ。いいな、カズ。じいちゃ
んと約束しろ。』」

　今まで秘めてきた戦争についての思いを祖父が孫に
語る。戦争とは何か，改めて考えさせる作品。

「君は『最後の晩餐』を
知っているか」（2 年）
　美術をテーマにした説明文。「最
後の晩餐」は修道院に描かれた壁
画です。その迫力を表現するため
に，作品を折り込みページに掲載
し，大きく見せるよう工夫しました。

説明的文章一覧　【　】は文種

１年

【説明】　「ダイコンは大きな根？」　稲垣栄洋　
【説明】　「ちょっと立ち止まって」　桑原茂夫
【随筆】　「江戸からのメッセージ—今に生かしたい江戸の知恵」　
　　　　 杉浦日向子

【記録】　「シカの『落ち穂拾い』—フィールドノートの記録から」
　　　　 辻　大和

【説明】　「流氷とわたしたちの暮らし」　青田昌秋

２年

【説明】　「やさしい日本語」　佐藤和之
【情報】　「メディアと上手に付き合うために」池上　彰
【説明】　「五重の塔はなぜ倒れないか」　上田　篤
【評論】　「君は『最後の晩餐』を知っているか」　布施英利
【論説】　「モアイは語る—地球の未来」　安田喜憲

３年

【論説】　「『批評』の言葉をためる」竹田青嗣
【説明】　「月の起源を探る」　小久保英一郎
【随筆】　「光で見せる展示デザイン」　木下史青
【随筆】　「『記憶』と『資料』」　沢木耕太郎
【論説】　「ネット時代のコペルニクス—知識とは何か」　吉見俊哉
【随筆】　「アラスカとの出会い」　星野道夫
【評論】　「聴くということ」　鷲田清一
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今
回
、
手
引
き
の
設
問
を
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
に

構
造
化
し
て
「
読
み
の
プ
ロ
セ
ス
」
を
明
示
し
ま

し
た
。
こ
れ
は
「
読
む
こ
と
」
教
材
共
通
の
構
成

で
す
。

　

ス
テ
ッ
プ
１
「
確
認
し
よ
う
」
は
、
教
材
内
容

を
確
認
す
る
設
問
で
す
。
ど
ん
な
生
徒
で
も
声
を

出
し
た
り
活
動
し
た
り
で
き
る
よ
う
意
識
し
ま
し

た
。
ス
テ
ッ
プ
２
「
読
み
を
深
め
よ
う
」
は
、
読

解
の
た
め
の
設
問
で
す
。
「
学
習
の
窓
」
と
合
わ

せ
て
学
習
で
き
ま
す
。
ス
テ
ッ
プ
３
「
自
分
の
考

え
を
も
と
う
」
は
、
ス
テ
ッ
プ
１
・
２
を
通
し
て

深
ま
っ
た
教
材
理
解
を
も
と
に
、
自
分
と
向
き
合

い
、
自
分
な
ら
ど
う
考
え
る
か
、
ど
う
評
価
す
る

か
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
ふ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
三
つ
の
設
問
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
材
で
繰

り
返
し
行
っ
て
い
く
こ
と
で
、
「
自
分
で
考
え
る

姿
勢
」
を
習
慣
と
し
て
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
と
願

い
ま
す
。

生
徒
が
主
体
的
に
学
習
で
き
る
よ
う
な
配
慮
は
あ
り
ま
す
か
。

生
徒
が
「
自
分
で
考
え
る
姿
勢
」

を
育
て
た
い
と
願
い
、
手
引
き

を
構
造
化
し
ま
し
た
。

「月の起源を探る」（3 年）
の手引き（P49）

「印象に残る説明をしよう」（2 年）

練習「発表資料を工夫しよう」（2 年）

教材内容を確認したり，初
読の感想を発表したりする
設問。予習として家庭学習
で扱うことも可能です。

確認しよう
ステップ １

図表の読み取りや評論の読
み方など，教材に応じた着
目すべき点を挙げて，読み
取りの手立てを丁寧に示し
ました。

読みを深めよう
ステップ 2

「自分ならどう考えるか」
を問う設問です。繰り返し
設問に臨むことで，自分の
意見をもつ姿勢を身につけ
ていきます。

自分の考えをもとう
ステップ 3

身につける力を焦点化し
た，1 時間・1 ページの
コンパクトな教材です。
指導事項が絞られている
ので，観点別評価にも柔
軟に対応できます。

●「練習」教材

少
な
い
時
間
数
で
効
果
的
に
指
導
で
き
る
工
夫
は
あ
り
ま
す
か
？

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
で
は
、
限
ら
れ
た
時
間
で

メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
指
導
が
で
き
る
よ
う
構
成
を
工
夫
し
ま
し
た
。

　

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
「
書
く
こ
と
」
の

「
学
習
の
見
通
し
を
も
と
う
」
で
は
、
指
導
の
重

点
箇
所
に
あ
た
る
過
程
は
白
抜
き
・
太
線
で
目
立

つ
よ
う
に
し
、
時
間
数
が
な
い
中
、
メ
リ
ハ
リ
の

あ
る
指
導
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
「
書
く
こ

と
」
の
「
練
習
」
教
材
は
、
配
当
時
数
一
時
間
、

一
ペ
ー
ジ
構
成
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
教
材
で
す
。
従

来
の
教
科
書
で
は
、
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

「
書
く
こ
と
」
の
教
材
数
が
少
な
い
た
め
、
学
期

ご
と
の
観
点
別
評
価
が
し
づ
ら
い
と
い
う
ご
意
見

が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
取
材
や
話
題
決
定
に
時

間
が
か
か
り
、
目
標
を
達
成
す
る
と
こ
ろ
ま
で
行

き
着
か
な
い
と
い
う
声
も
あ
り
ま
し
た
。
「
練

習
」
教
材
は
、
一
つ
の
力
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
身

に
つ
け
る
教
材
で
す
。
話
し
合
い
例
や
課
題
が
初

め
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
準
備
の
必
要
が
あ

り
ま
せ
ん
。

　

「
練
習
」
教
材
で
身
に
つ
け
た
力
を
、
そ
の
後

の
大
き
な
活
動
の
中
で
生
か
し
て
い
く
と
い
う

「
習
得
→
活
用
」
の
教
材
構
成
を
図
っ
て
い
ま
す
。

どこに重点を置いて指導
すればよいかひと目でわ
かるよう，白抜き・太線
で目立つようにしました。
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