
説明文の教材研究
特 

集

授
業

リ
ポ
ー
ト

前
ペ
ー
ジ
ま
で
の
教
材
研
究
を
経
て
、
青
山
先
生
は
、
ど
ん
な
授
業
を
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

単
元
前
半
の
「
読
む
こ
と
」
の
第
二
時
の
授
業
の
様
子
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

上／最後に模造紙の左横に１・２，右下に８と書
いて，文章のまとまりを俯瞰できるようにする。
右／デジタル教科書の画面を指さしながら，食品
名を答える児童。全員の視線が，画面に集中する。
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ら
、
自
分
が
見
つ
け
た
食
品
を
発
表
し
た
い
と
い

う
強
い
気
持
ち
が
う
か
が
え
る
。
指
名
さ
れ
た
ら

前
に
出
て
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
指
さ
し
な
が
ら

食
品
名
を
答
え
る
。
先
生
は
そ
れ
に
合
わ
せ
て
、

画
面
上
に
緑
色
の
線
を
引
い
て
い
く
。
九
つ
の
食

品
が
、
テ
ン
ポ
よ
く
確
認
さ
れ
て
い
く
。

　

途
中
、
先
生
は
、「
い
る
」「
に
る
」
な
ど
、
調

理
の
言
葉
が
出
て
く
る
た
び
に
小
さ
な
模
造
紙
に

書
き
留
め
、
意
味
を
確
認
し
て
い
っ
た
。
児
童
の

語
彙
を
広
げ
、
単
元
後
半
の
「
書
く
こ
と
」
で
生

か
そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

食
品
名
を
マ
ッ
プ
で
整
理
す
る

　
「
で
は
、
み
ん
な
で
、
大
豆
が
姿
を
変
え
た
食

べ
物
を
確
か
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
、

青
山
先
生
が
取
り
出
し
た
の
は
大
き
な
模
造
紙
。

こ
こ
か
ら
は
、
大
豆
か
ら
作
ら
れ
る
食
品
を
、
模

造
紙
上
の
マ
ッ
プ
に
整
理
し
て
い
く
。
模
造
紙
を

使
う
の
は
、
こ
の
後
の
授
業
で
も
、
必
要
な
と
き

に
貼
り
出
し
て
確
認
で
き
る
よ
う
に
と
の
工
夫
だ
。

児
童
は
先
生
が
書
く
の
に
合
わ
せ
て
、
自
分
の

ノ
ー
ト
に
マ
ッ
プ
を
書
き
写
し
て
い
く
。

　

文
章
に
出
て
く
る
食
品
の
順
が
確
か
め
ら
れ
る

よ
う
、「
い
ち
ば
ん
最
初
に
出
て
き
た
の
は
何
だ
っ

た
？
」
と
、
児
童
に
問
い
か
け
る
青
山
先
生
。
同

時
に
、
そ
れ
が
書
か
れ
て
い
る
段
落
も
確
認
し
て

い
く
。
食
品
名
は
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
で
使
っ
た

色
に
合
わ
せ
て
、
緑
色
の
線
で
囲
む
。
児
童
た
ち

は
、
張
り
切
っ
て
食
品
名
と
段
落
番
号
を
答
え
て

い
く
。

　

そ
ん
な
な
か
、第
六
段
落
の
「
な
っ
と
う
」「
み

そ
」「
し
ょ
う
ゆ
」
を
書
き
入
れ
よ
う
と
し
た
先

生
の
手
が
止
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
ん
な
言
葉
を

投
げ
か
け
る
。「
こ
こ
は
、食
べ
物
が
三
つ
も
あ
る
。

二
つ
の
段
落
も
あ
っ
た
ね
。
い
つ
で
も
一
つ
の
段

落
に
一
つ
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」。
こ
の
後
、「
中
」
の

段
落
が
食
品
で
な
く
、
工
夫
ご
と
に
な
っ
て
い
る

こ
と
を
押
さ
え
て
い
く
た
め
の
意
識
づ
け
を
す
る

つ
も
り
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

し
か
し
、
そ
れ
を
聞
い
た
児
童
た
ち
は
、
口
々

に
自
分
の
意
見
を
言
い
始
め
た
。
教
室
全
体
に
活

発
な
声
が
あ
ふ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
先
生
は
、「
一

つ
の
段
落
に
一
つ
だ
と
、
九
段
落
に
な
る
」
と
い

う
発
言
を
取
り
上
げ
、こ
う
返
し
た
。「
九
段
落
？

食
べ
物
の
数
は
い
く
つ
？　

段
落
の
数
は
い
く
つ

だ
っ
た
か
な
。
最
後
ま
で
書
い
た
後
、
数
え
て
み

ま
す
よ
」。
児
童
た
ち
の
注
意
は
、
食
品
と
段
落

の
数
に
向
け
ら
れ
て
い
く
。

　

第
七
段
落
の
「
え
だ
豆
」
ま
で
書
き
入
れ
る
と
、

全
員
で
模
造
紙
を
見
な
が
ら
、
食
品
数
と
段
落
数

を
数
え
る
。
食
品
数
は
九
、
段
落
数
は
五
。
二
つ

の
数
が
違
う
こ
と
を
確
認
し
た
後
、先
生
は「
じ
ゃ

あ
、
こ
の
文
章
は
全
部
で
五
段
落
な
ん
だ
ね
」
と

食
品
名
を
発
表
す
る

　
「
今
日
は
、
大
豆
が
何
に
姿
を
変
え
た
の
か
を

発
表
し
て
も
ら
い
ま
す
よ
。
ど
ん
な
食
べ
物
が
ど

こ
に
書
か
れ
て
い
た
か
な
」。
青
山
先
生
は
そ
う

言
っ
て
、
教
室
前
方
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
デ
ジ
タ
ル

教
科
書
を
映
し
出
し
た
。
前
時
、
児
童
が
自
分
の

教
科
書
に
印
を
付
け
た
食
品
を
発
表
さ
せ
、
全
体

で
共
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
だ
。

　

児
童
の
手
が
元
気
よ
く
挙
が
る
。
そ
の
様
子
か

×	

三
年
生

      

（
三
十
九
名
）

文
章
の
ま
と
ま
り
を
捉
え
る
（
第
二
時
）

筑
波
大
学
附
属
小
学
校
　

青
山
由
紀
先
生	

時 学習活動

１

・題名から「問い」を作り，内容に興味をもつ。
・全文通読し，大豆が姿を変えた食品名に印を付
　ける。
・調理の言葉に興味をもち，調べる。

・全文通読後，印を付けた食品名を発表する。
・食品名をマップ状にまとめる。
・全体構成（初め・中・終わり）を捉える。

3

・「初め」の第１・２段落の内容（大豆とダイズの
　違い）を読み取り，それぞれの段落の役割を理解
　する。
・「中」の事例が「工夫」で整理されていることを
　理解し，第３・４段落の事例の内容を読み取る。

４
・第５段落の事例から，作り方が書かれているこ
　とに気づく（豆腐の写真だけ３枚セットである
　ことに着目させる）。

５

・第６・７段落の事例の内容を読み取る。
・「これらのほかに」の事例は，大豆でなくダイズ
　であることを理解する。
・第８段落の「まとめ」を読み取る。

６
・事例の順序性について，根拠を明らかにしなが
　ら自分の考えを述べる。
・つなぎ言葉の使い方を理解する。

■指導計画（全 6 時）

※第３時あたりで単元後半の活動（書くこと）を提示する。

２

→

→
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教
材
研
究
で
、
よ
り
深
い
学
び
を
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授
業
中
、
子
ど
も
は
思
わ
ぬ
発
言
を
す
る
も
の

で
す
。
そ
れ
が
時
と
し
て
、
授
業
の
意
図
に
沿
わ

な
い
場
合
だ
っ
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
、
子
ど

も
が
そ
う
反
応
す
る
の
に
は
、
何
か
理
由
が
あ
る

は
ず
。
発
問
の
し
か
た
、
あ
る
い
は
教
材
の
個
性

が
そ
う
さ
せ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

授
業
の
意
図
も
も
ち
ろ
ん
大
切
で
す
が
、
子
ど
も

の
反
応
に
意
味
を
見
い
だ
し
、
立
ち
止
ま
っ
て
考

え
れ
ば
、
よ
り
深
い
学
び
の
世
界
へ
の
入
り
口
に

立
つ
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
教
材

研
究
の
目
的
が
見
え
て
き
ま
す
。「
そ
の
教
材
を

使
っ
て
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
に

す
る
こ
と
」
と
「
そ
れ
を
超
え
た
、
教
材
の
可
能

性
に
気
づ
い
た
子
ど
も
を
受
け
止
め
る
準
備
を
す

る
こ
と
」。
教
材
研
究
で
は
、
こ
の
二
つ
を
バ
ラ

ン
ス
よ
く
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
、
私
は
考
え
て

い
ま
す
。
取
り
組
む
と
き
に
は
、
次
の
三
点
を
押

さ
え
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

１  「
教
え
た
い
こ
と
」
と
の
関
係
で

　

ま
ず
、
教
材
の
特
徴
や
仕
組
み
を
、「
教
え
た

い
こ
と
（
指
導
目
標
）」
と
の
関
係
で
捉
え
る
こ

と
で
す
。
初
め
に
お
話
し
し
た
、
教
材
研
究
の
目

的
の
一
つ
目
に
関
わ
り
ま
す
。
こ
れ
を
は
っ
き
り

さ
せ
な
い
こ
と
に
は
、
授
業
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

特
に
説
明
文
で
は
、
論
理
を
発
見
す
る
こ
と
、

写
真
や
図
表
の
使
わ
れ
方
を
理
解
す
る
こ
と
を
大

切
に
し
た
い
で
す
ね
。

２  

教
え
る
以
上
の
こ
と
を

　

次
に
、
教
え
る
以
上
の
内
容
を
、
自
分
な
り
に

読
み
解
い
て
お
く
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
目
的
の

二
つ
目
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

教
材
は
、
教
科
書
で
の
位
置
づ
け
以
上
の
可
能

性
を
秘
め
て
い
ま
す
。
授
業
で
子
ど
も
の
気
づ
き

を
す
く
い
取
る
た
め
に
は
、
教
師
が
指
導
目
標
だ

け
に
と
ら
わ
れ
な
い
目
で
、
教
材
の
特
徴
や
仕
組

み
、
個
性
を
捉
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
青

山
先
生
が
、「
自
分
で
分
析
を
し
た
う
え
で
学
習

ペ
ー
ジ
を
見
る
」
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
の
に
も
、

こ
う
し
た
意
図
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

３  「
一
読
者
」
と
し
て
興
味
を
も
っ
て

　

最
後
に
、
素
直
な
気
持
ち
で
読
ん
で
、
教
材

の
お
も
し
ろ
さ
を
教
師
自
身
が
楽
し
む
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
、
ど
ち
ら
の
目
的
に
と
っ
て
も
大
切

な
こ
と
で
す
。
教
材
へ
の
興
味
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

細
か
な
特
徴
に
も
注
意
が
向
き
ま
す
。「
一
読
者
」

と
し
て
、
教
材
そ
の
も
の
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

一
人
で
取
り
組
む
ば
か
り
で
な
く
、
誰
か
と
共
有

す
る
の
も
い
い
。
き
っ
と
、
自
分
と
は
違
っ
た
読

み
方
に
気
づ
く
は
ず
で
す
。

　

授
業
中
の
子
ど
も
の
反
応
か
ら
、
自
分
の
捉
え

方
を
見
つ
め
直
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
教
材
研
究

は
、
授
業
の
間
や
後
に
も
繰
り
返
さ
れ
う
る
も
の

だ
と
い
え
ま
す
。
何
度
も
教
え
た
こ
と
が
あ
る
教

材
で
も
、
何
度
目
か
に
よ
う
や
く
見
え
て
く
る
も

の
も
あ
る
は
ず
。
ぜ
ひ
、
何
度
も
繰
り
返
し
教
材

研
究
に
取
り
組
ん
で
も
ら
え
た
ら
と
思
い
ま
す
。

（
談
）

続
け
た
。
一
斉
に
「
違
う
！
」
と
返
す
児
童
。「
ど

う
し
て
違
う
の
？
」
と
、
青
山
先
生
。
一
人
の
児

童
が
答
え
る
。「
最
初
の
『
問
い
の
文
』
と
、
最

後
の
『
ま
と
め
』
も
必
要
だ
か
ら
」。
そ
れ
を
聞

く
と
、
先
生
は
「『
初
め
』
と
『
終
わ
り
』
が
必

要
な
ん
だ
ね
」
と
言
い
な
が
ら
、
模
造
紙
の
外
側

の
黒
板
に
、
一
・
二
・
八
と
、
段
落
番
号
を
書
き

足
し
た
（
前
ペ
ー
ジ
写
真
参
照
）。
模
造
紙
の
部

分
（
第
三
〜
七
段
落
）
が
「
中
」、
そ
の
前
（
第

一
・
二
段
落
）
が
「
初
め
」、そ
の
後
（
第
八
段
落
）

が
「
終
わ
り
」。
児
童
は
、
視
覚
的
に
も
し
っ
か

り
捉
え
、
確
か
め
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
第
八
段
落
が
文
章
の
「
ま
と
め
」
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、「
第
一
・
二
段
落

に
『
問
い
の
文
』
が
あ
る
の
か
な
？　

こ
こ
に
は

ど
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
か
、
次
の
時
間
に

考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
」
と
、
青
山
先
生
。
最
後

に
、
調
理
の
言
葉
を
書
い
た
模
造
紙
を
見
せ
な
が

ら
、「
お
料
理
に
使
う
言
葉
も
、
こ
れ
か
ら
も
っ

と
探
し
て
い
こ
う
ね
」
と
付
け
加
え
て
授
業
は
終

了
し
た
。「
も
う
見
つ
け
た
よ
！
」
と
い
う
児
童

の
言
葉
か
ら
、
大
豆
が
姿
を
変
え
る
不
思
議
へ
の

大
き
な
関
心
が
感
じ
ら
れ
た
。

　
教
材
分
析
の
段
階
で
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ

て
の
こ
の
文
章
の
お
も
し
ろ
さ
は
、「
大
豆
が
何

に
姿
を
変
え
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
食
品
だ
け
を
取
り
出

し
て
マ
ッ
プ
に
整
理
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

子
ど
も
の
「
知
り
た
い
」
と
い
う
思
い
に
沿
う
こ

と
で
、
マ
ッ
プ
で
の
整
理
に
必
然
性
が
生
ま
れ
、

「
教
師
か
ら
与
え
ら
れ
た
作
業
」
に
な
ら
ず
に
済

ん
だ
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
こ
の
マ
ッ
プ
は
、
単
元
後
半
の「
書
く
こ
と
」

で
も
生
か
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
知
的
好
奇
心
が
刺
激
さ
れ
る
か
ら
、
内
容
や

説
明
の
工
夫
を
し
っ
か
り
読
も
う
と
す
る
。
そ

し
て
、
そ
の
説
明
の
工
夫
が
分
か
っ
た
か
ら
、

自
分
も
書
き
た
い
と
思
う
。
こ
の
流
れ
を
意
識

し
て
、
単
元
を
組
み
立
て
ま
し
た
。
子
ど
も
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
重

要
で
す
。「
子
ど
も
は
、
ど
ん
な
こ
と
に
気
づ
く

だ
ろ
う
」「
子
ど
も
に
、
ど
ん
な
学
習
活
動
を
さ

せ
よ
う
か
」。
私
は
い
つ
も
そ
れ
を
大
切
に
し
な

が
ら
、
教
材
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

授
業
を
終
え
て
─
─
青
山
先
生
よ
り

■学習指導書のご紹介
学習指導書「『読むこと』の授業
をつくる」（文学編・説明文編）
では，青山由紀先生と椙田萬理
子先生（奈良女子大学特任教授）
の教材研究の方法を紹介しています。
監修は，髙木まさき先生（横浜国立大学教授）。
教材研究の際には，こちらもぜひご活用ください。

・「読むこと」の授業をつくる—文学的な文章編
・「読むこと」の授業をつくる—説明的な文章編
　（いずれも１〜６年全１冊／本体3,500円＋税）

髙
たか

木
ぎ

まさき
静岡県生まれ。横浜国立大学教授。
中央教育審議会国語専門部会委員，
全国的な学力調査の実施方法等に
関する専門家検討会議委員などを
歴任する。著書に『「他者」を発見
する国語の授業』（大修館書店）な
ど。光村図書 小学校・中学校『国語』
教科書編集委員を務める。

調理の言葉は，貼ってはがせる「ふせん模造紙」に書いて好きな
ところに貼って見せられるようにしておく。


