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1. 編修の趣旨及び留意点

2. 編修の基本方針

編 修 趣 意 書
（教育基本法との対照表）

受理番号 学 校 教 科 種 目 学 年

2 6 ― 3 1 中 学 校 国 語 科 国 語 第 1 学年
発行者の番号・略称 教科書の記号・番号 教 科 書 名

2   東 書 国 語 7 2 7 新 編   新 し い 国 語   1

別紙様式 8

　一生ものの「言葉の力」を育てたい。思考を巡らし，想像を広げ，他者とコミュニケーションをとりながら，日々
をいきいきと暮らし，主体的に社会に参加していくための言葉の力。
　心に響く「珠玉の日本語」をだいじにしたい。古代より現代に至るまで，豊かな言語文化の伝統の中で磨かれな
がら，人々の知恵と思いを伝える役目を果たしてきた珠玉の日本語。
　言葉の力を育み，珠玉の日本語を受け継いでゆく。そんな願いを込めて，私たちはこの教科書を編みました。

「言葉の力」を，しっかり鍛える。
―どんな力を，どうやって身につけるのか。その問いに答える教科書です。

　この作品を読むことで，この文章を書くことで，このスピーチをすることで，どんな力を養っていくのか。
それぞれの学びのポイントを，「言葉の力」という囲みで明示しています。
　力がつくのは，実践と基礎トレーニングの繰り返しから。小説を読んだり，意見文をまとめたりすること
が実践なら，国語科の基礎トレーニングとは？　その問いに，「学びを支える言葉の力」が答えます。

1.

知性と感性を，もっと豊かに。
―日本の言語文化を受け継ぎ，未来を切りひらいてゆく言葉の担い手を育てます。

　よりすぐりの古典作品に加えて，鑑賞・紹介の文章や美しい写真資料を豊富に盛り込み，古典の世界へい
ざないます。格調高く手応えのある近代文学，親しみやすくて心に残る現代文学も，手厚く取り上げました。
　また，中学生の発達段階と知的好奇心に応じて，現代の科学の成果や社会・人間の抱える問題についてや
さしく説いた文章を掲載しています。構成の明快な文章を通して，論理的な思考の筋道を学べます。

2.

学ぶ心に，火をつける。
―生徒を主体的な学びへといざなう仕掛けを随所にちりばめました。

　ぱらぱらと教科書をめくり，たまたま開いたページをつい，読みふけって
しまう。いつのまにか学びが始まっていて，本を閉じたときには，生徒の言
葉の世界が少し豊かになっている。そんな教科書になるよう，学ぶ意欲を引
き出す紙面を追求しました。
　個性ある６人の生徒たちと案内役のキャラクターとともに，豊かな言葉の
学びへの扉を開きます。

3.
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「言葉の力」を，しっかり鍛える。
―どんな力を，どうやって身につけるのか。その問いに答える教科書です。

❶ 「話す・聞く」「書く」「読む」それぞれの学習材で身につけたい知識・技能のポイントが，「言葉の力」として
明確に示されています。
ㅦ「言葉の力」は，習得と活用を繰り返しながら 3年間で系統的に積み上がるように配置されています。
ㅦ習得した知識・技能を後の学習で活用することによって，思考力・判断力・表現力を高めることができます。

❷ 「話す・聞く」「書く」「読む」の「言葉の力」を支える学習材「学びを支える言葉の力」（基礎編）が用意され
ています。3領域に共通して必要となる基礎的な知識・技能を，取り立てて鍛えることができます。
ㅦ「学びを支える言葉の力」への導入として，本編に「学びの扉」が設けられています。
ㅦ「学びを支える言葉の力」で学んだことは，国語科だけでなく，他教科の学習や実生活にも生きてきます。

1.

知性と感性を，もっと豊かに。
―日本の言語文化を受け継ぎ，未来を切りひらいてゆく言葉の担い手を育てます。

　教育基本法 第 1章 第２条に掲げられた目標を達成するために，以下の観点で題材を選定・作成しました。

❶  日本の伝統・文化への理解を深め，親愛の情を持てる題材
❷ 情報化・国際化の進む現代社会を担っていく素養を育む題材
❸ 論理的・批判的に考え，説得力をもって伝える力を磨く題材
❹ 豊かな想像力と，共感する心，他者と協働する精神を養う題材

2.

一
年

二
年

三
年

聞く

会
話
が
弾は

ず

む
質
問
を
し
よ
う

●
メ
モ
を
取
り
、
質
問
す
る
﹇
57
﹈

問
題
意
識
を
持
っ
て
聞
こ
う

●
聞
き
取
っ
た
こ
と
を
吟ぎ

ん

味み

す
る

評
価
し
な
が
ら
聞
こ
う

●
話
を
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
評
価
す
る

話す

具
体
例
を
挙
げ
て
伝
え
よ
う	

	
 

「
こ
と
わ
ざ
」
ス
ピ
ー
チ

●
順
序
立
て
て
話
を
組
み
立
て
る
﹇
118
﹈

●
聞
き
取
り
や
す
く
効
果
的
な
話
し
方
を
す

る
﹇
119
﹈

説
得
力
の
あ
る
提
案
を
し
よ
う	

	

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

●
説
得
力
の
あ
る
話
を
組
み
立
て
る

●
資
料
や
機
器
を
活
用
す
る

場
面
に
応
じ
て
話
そ
う	

	

条
件
ス
ピ
ー
チ

●
目
的
や
相
手
、
時
間
を
意
識
す
る

●
場
の
状じ

ょ
う
き
ょ
う

況
や
相
手
の
様
子
に
応
じ
て
話
す

話し合う

話
し
合
い
で
理
解
を
深
め
よ
う	

	

グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

●
体
験
や
考
え
を
出
し
合
う
﹇
199
﹈

●
相
手
の
考
え
を
受
け
て
話
す
﹇
200
﹈

話
し
合
い
で
問
題
を
検
討
し
よ
う	

	

リ
ン
ク
マ
ッ
プ
に
よ
る
話
し
合
い

●
テ
ー
マ
を
決
め
、
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ

ト
を
出
し
合
う

●
テ
ー
マ
に
つ
い
て
検
討
す
る

話
し
合
い
で
問
題
を
解
決
し
よ
う	
	

チ
ャ
ー
ト
式
討
論

●
論
点
を
整
理
す
る

●
お
互た

が

い
の
考
え
を
生
か
し
合
う

詩歌
創作

小
さ
な
発
見
を
詩
に
し
よ
う

●
表
現
を
工く

夫ふ
う

す
る
﹇
31
﹈

短
歌
の
リ
ズ
ム
で
表
現
し
よ
う

●
描え

が

き
方
を
工く

夫ふ
う

す
る

俳
句
を
作
っ
て
句
会
を
開
こ
う

●
読
み
合
っ
て
評
価
す
る

伝達

構
成
を
考
え
て
書
こ
う	

	
 

「
私わ

た
し

」
の
説
明
文

●
材
料
を
集
め
る
﹇
72
﹈

●
材
料
を
整
理
し
、
文
章
を
構
成
す
る

﹇
73
﹈

調
べ
て
考
え
た
こ
と
を
伝
え
よ
う	

	
 

「
食
文
化
」
の
レ
ポ
ー
ト

●
テ
ー
マ
を
設
定
す
る

●
レ
ポ
ー
ト
の
構
成
を
工く

夫ふ
う

す
る

編
集
し
て
伝
え
よ
う	

	
 

「
環か

ん

境き
ょ
う

」
の
ミ
ニ
雑
誌

●
内
容
を
膨ふ

く

ら
ま
せ
て
書
く

●
推す

い

敲こ
う

し
て
読
み
や
す
い
文
章
に
仕
上
げ
る

論証・説得

根こ
ん

拠き
ょ

を
明
確
に
し
て
書
こ
う	

	
意
見
文

●
根
拠
を
示
す
﹇
111
﹈

●
読
ん
で
確
か
め
合
う
﹇
112
﹈

反
対
意
見
を
想
定
し
て
書
こ
う	

	

意
見
文

●
反
論
を
考
え
る

●
分
か
り
や
す
い
構
成
で
意
見
文
を
ま
と
め

る

観
察
・
分ぶ

ん

析せ
き

し
て
論
じ
よ
う	

	

批
評
文

●
複
数
の
対
象
を
比ひ

較か
く

す
る

●
説
得
力
の
あ
る
批
評
文
を
書
く

●
批
評
文
を
評
価
す
る

通信・
手紙

案
内
や
報
告
の
文
章
を
書
こ
う

●
掲け

い

載さ
い

す
る
情
報
を
選せ

ん

択た
く

す
る
﹇
153
﹈

依い

頼ら
い

状
や
お
礼
状
を
書
こ
う

●
手
紙
を
推す

い

敲こ
う

す
る

情報
発信

学
校
新
聞
の
記
事
を
書
こ
う

●
図
表
を
用
い
て
情
報
を
伝
え
る
﹇
195
﹈

タ
ウ
ン
誌
の
記
事
を
推す

い

敲こ
う

し
よ
う

●
よ
り
効
果
的
に
伝
わ
る
よ
う
に
推
敲
す
る

感性・創造

作
品
の
よ
さ
を
表
現
し
よ
う	

	

歌
の
鑑か

ん

賞し
ょ
う

文

●
作
品
を
鑑
賞
し
、
考
え
を
ま
と
め
る

﹇
204
﹈

●
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
表
現
す
る

﹇
207
﹈

い
き
い
き
と
描え

が

き
出
そ
う	

	
短
歌
か
ら
始
ま
る
物
語

●
豊
か
に
描び

ょ
う

写し
ゃ

す
る

●
意
見
交こ

う

換か
ん

の
観
点
を
持
つ

今
の
思
い
を
ま
と
め
よ
う	

	

時
を
超こ

え
る
手
紙

●
書
き
た
い
内
容
を
考
え
る

●
手
紙
の
書
き
だ
し
と
結
び
を
整
え
る

言語
感覚

詩
の
心

︱
発
見
の
喜
び

●
詩
を
鑑か

ん

賞し
ょ
う

す
る
﹇
28
﹈

短
歌
を
楽
し
む

●
短
歌
を
鑑か

ん

賞し
ょ
う

す
る

俳
句
の
読
み
方
、
味
わ
い
方

●
俳
句
を
鑑か

ん

賞し
ょ
う

す
る

文学一

飛
べ
　
か
も
め	

さ
ん
ち
き

●
表
現
を
手
が
か
り
に
し
て
考
え
る
﹇
40
﹈

字
の
な
い
葉は

書が
き	

卒
業
ホ
ー
ム
ラ
ン

●
登
場
人
物
の
言
葉
や
行
動
の
意
味
に
注
意

す
る

形	百
科
事
典
少
女

●
作
品
を
批
評
す
る

構成・展開

オ
オ
カ
ミ
を
見
る
目

●
段
落
の
役
割
や
段
落
ど
う
し
の
関
係
を
捉と

ら

え
る
﹇
68
﹈

　鰹か
つ
お

節ぶ
し

︱
世
界
に
誇ほ

こ

る
伝
統
食

●
文
章
の
構
成
を
捉と

ら

え
、
要
約
す
る

絶ぜ
つ

滅め
つ

の
意
味

●
説
得
力
を
高
め
る
た
め
の
論
の
進
め
方
を

捉と
ら

え
る

吟
ぎん

味
み

・判断

ス
ズ
メ
は
本
当
に
減
っ
て
い
る
か

●
事
実
と
筆
者
の
考
え
を
区
別
す
る
﹇
106
﹈

哲て
つ

学が
く

的
思
考
の
す
す
め

●
論
証
を
吟ぎ

ん

味み

す
る

黄
金
の
扇せ

ん

風ぷ
う

機	

サ
ハ
ラ
砂さ

漠ば
く

の
茶
会

●
読
み
比
べ
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る

文学二

少
年
の
日
の
思
い
出

●
伏ふ

く

線せ
ん

に
着
目
す
る
﹇
169
﹈

走
れ
メ
ロ
ス

●
人
物
像
に
着
目
す
る

故
郷

●
人
間
関
係
の
変
化
に
着
目
す
る

言葉と
メディア

ニ
ュ
ー
ス
の
見
方
を
考
え
よ
う

●
情
報
を
見み

極き
わ

め
る
﹇
193
﹈

 

「
正
し
い
」
言
葉
は
信
じ
ら
れ
る
か

●
事
実
と
言
葉
の
関
係
を
意
識
す
る

い
つ
も
の
よ
う
に
新
聞
が
届
い
た	

　

︱
メ
デ
ィ
ア
と
東
日
本
大
震し

ん

災さ
い

●
情
報
を
よ
り
深
く
捉と

ら

え
る

一
年

二
年

三
年

実用的な言葉の力
整理する力

分類する［230］

要約する

比
ひ　かく

較する

説明する力

順序立てて説明する［233］

テーマを立てて説明する

目的や相手に応じて説明する

論理的な言葉の力
分
ぶん

析
せき

する力

事実と考えを区別する［236］

論証の組み立てを捉
とら

える

論理的に読む

議論する力

質問する［239］

反論する

合意を形成する

創造的な言葉の力
解
かい

釈
しゃく

する力

文脈を捉
とら

え，伏
ふく

線
せん

に気づく［242］

人物像を捉
とら

える

人物どうしの関係に着目する

表現する力

鮮
あざ

やかに表現する［245］

想像を誘
さそ

うように表現する

素材を生かして表現する

◆ 

各
領
域
の 

言
葉
の
力

◆ 

学
び
を
支
え
る
言
葉
の
力

言
葉
の
力 

一
覧
　（ ﹇
　﹈
は
載の

っ
て
い
る
ペ
ー
ジ 

）

話すこと・聞くこと読むこと 書くこと

 巻末「言葉の力 一覧」
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186187

◆ 読む〈 言葉とメディア 〉　ニュースの見方を考えよう

　
大
き
な
出
来
事
が
あ
っ
た
と
き
、あ
る
い
は
、政
治
的
に
賛
成
・

反
対
の
意
見
が
分
か
れ
る
問
題
を
考
え
る
と
き
、
テ
レ
ビ
の

ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
街
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
流
れ
ま
す
。
例
え
ば
、

あ
る
政
治
問
題
に
つ
い
て
、
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、
賛
成
の
人

が
二
人
、
反
対
の
人
が
二
人
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
と
い
う
人

が
一
人
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
い
る
場
面
が
放
送
さ
れ
た
と

し
ま
し
ょ
う
。「
お
お
、
賛
成
と
反
対
の
人
が
同
じ
く
ら
い
い
る

ん
だ
な
あ
。」
と
思
い
ま
せ
ん
か
。

　
で
も
、
本
当
に
そ
う
か
ど
う
か
は
、
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
街

頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
記
者
や
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
が
カ
メ
ラ
マ
ン
と

街
に
出
か
け
て
、
歩
い
て
い
る
人
に
マ
イ
ク
を
向
け
て
質
問
し
ま

す
。
政
治
的
に
意
見
が
分
か
れ
る
問
題
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
し
て
み
た
ら
、
賛
成
の
人
は
二
人
し
か
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
、

反
対
の
人
が
十
人
い
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
ビ
デ
オ
を
収
録
し
て
放

①

送
局
に
戻も

ど

っ
て
き
た
ス
タ
ッ
フ
は
、
編
集
作
業
を
し
よ
う
と
し
て
、

は
た
と
悩な

や

み
ま
す
。

　
賛
成
よ
り
反
対
の
人
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を

そ
の
ま
ま
放
送
す
れ
ば
い
い
、
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

で
も
、
そ
れ
は
た
ま
た
ま
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
場
所
を
歩
い
て
い

た
人
の
中
に
反
対
が
多
か
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
全
国
で

世
論
調
査
を
す
れ
ば
、
賛
成
の
ほ
う
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
の
で

す
。
そ
れ
な
の
に
、
一
か
所
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、「
反
対
の

人
が
多
い
」
と
い
う
印
象
を
与あ

た

え
る
番
組
を
作
っ
て
し
ま
う
と
、

こ
れ
は
事
実
と
違ち

が

う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　
こ
ん
な
と
き
、
V
　T
　R
を
編
集
す
る
人
は
、
賛
成
と
反
対
の
意

見
を
同
じ
数
だ
け
紹し

ょ
う

介か
い

し
て
お
こ
う
、
と
考
え
て
し
ま
う
も
の
で

す
。「
両
方
の
意
見
を
紹
介
し
ま
し
た
よ
。」
と
言
え
る
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
放
送
を
見
た
人
は
、「
賛
成
と
反
対
が
同
じ
く

②

③

ニ
ュ
ー
ス
の
見
方
を
考
え
よ
う

�

池い
け

上が
み

　
彰あ

き
ら

510

152025

情
報
へ
の
接
し
方
と
情
報
の
用
い
方
を
身
に
つ
け
よ
う
。

読
む
〈
言
葉
と
メ
デ
ィ
ア
〉

ら
い
な
ん
だ
。」
と
思
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
、

テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
の
難
し
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

　
私わ

た
し

は
以
前
、
あ
る
テ
レ
ビ
局
の
記
者
で
し
た
。
新
聞
記
者
と
同

じ
よ
う
に
、
現
場
で
取
材
し
て
原げ

ん

稿こ
う

を
書
く
仕
事
を
し
て
い
ま
し

た
。
大
き
な
出
来
事
が
起
こ
る
と
、
カ
メ
ラ
マ
ン
と
い
っ
し
ょ
に

街
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
飛
び
出
す
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
す
。
こ

の
と
き
、
ど
こ
に
取
材
に
行
く
か
、
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
判
断
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
渋し

ぶ

谷や

駅
周
辺
で
平
日
の
午
後
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
歩
い
て
い
る
若
い
人
に
マ
イ
ク
を
向
け

て
も
、
そ
も
そ
も
ニ
ュ
ー
ス
に
つ
い
て
知
ら
な
か
っ
た
り
、
自
分

の
意
見
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
り
し
て
、
全
く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
の
と
き
は
、
困
っ
て
し
ま
っ
て
銀ぎ

ん

座ざ

に
移
動
。
夕
方
の
銀
座

を
歩
い
て
い
る
人
に
マ
イ
ク
を
向
け
る
と
、
こ
ち
ら
は
会
社
帰
り

の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
多
く
、
次
々
に
真
面
目
な
答
え
を
し
て
く
れ

ま
し
た
。
あ
っ
と
い
う
間
に
、
大
勢
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
採
れ
た

の
で
す
。
で
も
、
こ
れ
は
こ
れ
で
困
っ
た
も
の
で
す
。
だ
っ
て
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
出
て
く
る
の
は
、「
銀
座
の
街
を
歩
い
て
い
る

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
と
い
う
限
ら
れ
た
人
た
ち
ば
か
り
だ
か
ら
で
す
。

④

⑤

　
テ
レ
ビ
の
世
界
で
は
、
ど
ん
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
採
る
か
、
と

い
う
こ
と
を
先
に
決
め
て
か
ら
行
く
場
所
を
決
め
る
、
と
い
う
こ

と
も
し
ば
し
ば
で
す
。
つ
ま
り
、
街
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
ど
こ
で

行
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
決
め
る
段
階
で
、
番
組
制
作
者
の
判
断

が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
ニ
ュ
ー
ス
と
い
う
の
は
、「
客
観
的
な
も
の
」
と
考
え
て
い
る

人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
、
ニ
ュ
ー
ス
を
取
材
し
て
放
送

す
る
人
た
ち
は
、
客
観
的
な
ニ
ュ
ー
ス
を
視し

聴ち
ょ
う

者
に
伝
え
よ
う
と

努
力
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
番
組
を
作
っ
て
い
る
の
も
人
間
。
ど

こ
で
取
材
を
す
る
か
、
何
を
ど
の
よ
う
に
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
伝
え

る
か
は
、
制
作
す
る
人
の
考
え
方
で
決
ま
っ
て
く
る
の
で
す
。

ニ
ュ
ー
ス
は
編
集
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
編
集
の
例
を
、
更さ

ら

に
い
く
つ
か
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

5101520
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◆ 書く〈 論証・説得 〉　根拠を明確にして書こう

　
次
の
よ
う
な
問
題
を
例
に
し
て
、
意
見
文
を
書
く
手
順
を
学
ん

で
い
こ
う
。

問
題
　
「
イ
ソ
ッ
プ
物
語
」
の
中
に
、「
老
い
た
ラ
イ
オ
ン
と

キ
ツ
ネ
」
と
い
う
話
が
あ
る
。
こ
の
話
に
挿さ

し

絵え

を
入
れ
る
と
し

た
ら
、
下
の
A
・
B
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
は
、
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、
こ
の

問
題
の
場
合
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
検
討
し
て
み
る
と
よ
い
。

　
��

「
老
い
た
ラ
イ
オ
ン
と
キ
ツ
ネ
」
の
話
を
丁て

い

寧ね
い

に
読
み
、
内

容
を
確か

く

認に
ん

す
る
。

　
��

A
・
B
の
そ
れ
ぞ
れ
の
挿
絵
に
、
何
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ

れ
て
い
る
の
か
を
確
か
め
る
。

　
��

物
語
に
お
け
る
、
挿
絵
の
役
割
を
考
え
て
み
る
。
挿
絵
は
何

の
た
め
に
あ
る
の
か
。
物
語
に
と
っ
て
、
よ
い
挿
絵
と
は
ど

ん
な
挿
絵
か
。

51015

　
A
・
B
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
と
短
所
を
書
き
出
し
て
み
よ
う
。

　
書
き
出
し
た
長
所
と
短
所
を
見
比
べ
な
が
ら
、
A
と
B
の
う
ち
、

ど
ち
ら
が
よ
い
と
考
え
る
か
、
自
分
の
立
場
を
決
め
よ
う
。

　
自
分
の
立
場
（
主
張
）
が
決
ま
っ
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
を

挙
げ
て
意
見
文
を
書
く
か
を
考
え
よ
う
。
も
し
、「
A
の
ほ
う
が

よ
い
」
と
い
う
主
張
を
述
べ
る
な
ら
、「
A
の
長
所
」
が
根
拠
と

な
り
う
る
。
更さ

ら

に
、「
B
の
短
所
」
を
根
拠
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

5

1
問
題
を
検
討
す
る

2
長
所
・
短
所
を
書
き
出
し
、
根
拠
を
考
え
る

▼ 

A
・
B
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
と
短
所
を
書
き
出
し
た
例

根
拠
を
示
す

言
葉
の

力

  

自
分
の
主
張
を
述
べ
る
と
き
に
は
、
な
ぜ
そ
う
考
え
る
の
か
と
い
う
根
拠

を
明
確
に
示
す
よ
う
に
す
る
。

  

根
拠
は
、
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
述
べ
る
と
よ
い
。
ま
た
、
一
つ
よ
り
も

複
数
の
根
拠
を
示
し
た
ほ
う
が
説
得
力
が
増
す
こ
と
が
多
い
。

  

根
拠
を
考
え
て
か
ら
、
本
当
に
そ
れ
で
説
得
力
が
あ
る
か
ど
う
か
を
更
に

検
討
し
て
み
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

 

（
ほ
か
に
考
え
ら
れ
る
長
所
・
短
所
を
書
き
出
し
て
み
よ
う
。）

A

B

長所

・
ラ
イ
オ
ン
が
暗
い
洞
窟
の
中

か
ら
キ
ツ
ネ
を
眺な

が

め
る
構
図

で
、
不
気
味
さ
が
伝
わ
る
。

・
動
物
た
ち
の
一
方
通
行
の
足

跡
が
よ
く
分
か
る
。

・
話
の
後
半
が
、
キ
ツ
ネ
側
か

ら
見
た
書
き
方
で
、
B
の
挿

絵
の
構
図
と
合
っ
て
い
る
。

短所

・
こ
の
話
で
重
要
な
、
動
物
た

ち
の
足
跡
が
は
っ
き
り
見
え

な
い
。

・
ラ
イ
オ
ン
の
姿
が
弱
々
し
く
、

キ
ツ
ネ
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
感
じ
が
し
な
い
。

・
最
後
の
せ
り
ふ
を
言
っ
た
キ

ツ
ネ
の
表
情
が
分
か
ら
な
い
。

　
　
　
老
い
た
ラ
イ
オ
ン
と
キ
ツ
ネ

　
ラ
イ
オ
ン
が
年
を
取
っ
て
、
獲え

物も
の

を
狩か

り
に
行
く
力
も
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
こ
で
ラ
イ
オ
ン
は
洞ど

う

窟く
つ

の
中
に
横
た
わ
り
、
病
気
で
苦
し
ん

で
い
る
ふ
り
を
し
た
。
心
配
し
た
動
物
た
ち
が
お
見み

舞ま

い
に
や
っ
て
く
る

と
、
ラ
イ
オ
ン
は
そ
れ
を
か
た
っ
ぱ
し
か
ら
捕つ

か

ま
え
て
食
べ
て
し
ま
っ
た
。

　
賢か

し
こ

い
キ
ツ
ネ
は
ラ
イ
オ
ン
の
た
く
ら
み
に
気
づ
き
、
洞
窟
の
入
り
口
ま

で
来
る
と
、「
王
様
、
ぐ
あ
い
は
い
か
が
で
す
か
？
」
と
外
側
か
ら
声
を

掛か

け
た
。
ラ
イ
オ
ン
が
、「
中
に
入
っ
て
話

し
て
お
く
れ
。」
と
頼た

の

む
と
、
キ
ツ
ネ
は
こ

う
答
え
た
。「
私わ

た
し

も
中
に
入
り
た
い
の
で
す
が
、

入
っ
て
い
く
足あ

し

跡あ
と

は
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、

出
て
い
く
足
跡
が
一
つ
も
な
い
の
で
、
入
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。」

（ここに挿絵を入れる。）

A

B

❶ 日本の伝統・文化への理解を深め，親愛の情を持てる題材

いにしえより届く、言葉の贈り物。

❸  論理的・批判的に考え，  
説得力をもって伝える力を磨く題材

「確かだ。」と言うのは、
簡単なことではない。

❷ 情報化・国際化の進む現代社会を担っていく素養を育む題材

見方を変えると、世界が広がる。
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阿倍のみうしが持参した「火鼠の皮衣」を見るかぐや姫

　
唐も

ろ

こ

し土
（
中
国
）
の
商
人
に
求
め
ら
れ
る
ま
ま
、
大
金
を
は

た
い
て
「
火
鼠
の
皮
衣
」
を
買
う
。
し
か
し
、
燃
え
な
い
は

ず
の
「
火
鼠
の
皮
衣
」
は
、
か
ぐ
や
姫
が
火
を
つ
け
る
と
、 

あ
っ
と
い
う
間
に
燃
え
て
し
ま
う
。

　
伝
説
の
島
蓬
萊
山
へ
行
く
ふ
り
を
し
て
、
職
人
六
人
に
命

じ
て
「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」
を
作
ら
せ
る
。
そ
れ
を
翁
の
家
に

届
け
、
架か

空く
う

の
冒ぼ

う

険け
ん

話
を
す
る
が
、
代
金
を
請せ

い

求き
ゅ
う

に
来
た
職

人
た
ち
に
よ
っ
て
、
う
そ
が
ば
れ
て
し
ま
う
。

 「蓬萊の玉の枝」を翁に差し出すくらもちの皇子

　
天て

ん

竺じ
く

（
イ
ン
ド
）
ま
で
「
仏
の
御
石
の
鉢
」
を
探
し
に
行

く
、
と
う
そ
を
つ
く
。
三
年
後
、
大や

ま

と和
の
国
（
奈な

良ら

県
）
の
山

寺
に
あ
っ
た
鉢
を
「
仏
の
御
石
の
鉢
」
と
し
て
持
参
す
る
が
、

輝
き
が
な
い
こ
と
か
ら
、
偽に

せ

物も
の

だ
と
見
破
ら
れ
て
し
ま
う
。

 「仏の御石の鉢」を錦
にしき

の袋
ふくろ

に入れて持参した石作りの皇子（「竹取物語絵巻」より）

　
二
人
が
こ
の
子
を
育
て
始
め
て
か
ら
、
翁
は
、
節
の
間
に
黄こ

金が
ね

の
入
っ

た
竹
を
た
び
た
び
見
つ
け
る
よ
う
に
な
り
、
次し

第だ
い

に
暮
ら
し
が
豊
か
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
こ
の
女
の
子
は
、
た
っ
た
三
か
月
で
美
し
く
成
長
し
、「
な
よ
竹
の
か

ぐ
や
姫ひ

め

」
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
美
し
さ
は
、
部
屋
中
、
隅す

み

々ず
み

ま

で
光
り
輝か

が
や

く
ほ
ど
な
の
で
す
。
翁
は
気
分
の
優す

ぐ

れ
な
い
と
き
も
、
か
ぐ
や

姫
を
見
れ
ば
心
楽
し
く
な
る
の
で
し
た
。

　
か
ぐ
や
姫
の
美
し
さ
を
聞
き
つ
け
て
、
多
く
の
男
性
が
結け

っ

婚こ
ん

を
申
し
込こ

ん
で
き
ま
し
た
。
な
か
で
も
熱
心
だ
っ
た
の
は
、
石い

し

作つ
く

り
の
皇み

子こ

、
く
ら

も
ち
の
皇
子
、
右う

大だ
い

臣じ
ん

阿あ

倍べ

の
み
う
し
、
大だ

い

納な

言ご
ん

大お
お

伴と
も

の
み
ゆ
き
、
中ち

ゅ
う

納な

言ご
ん

石い
そ
の
か
み上

の
ま
ろ
た
り
の
五
人
の
貴
公
子
た
ち
で
し
た
。

　
か
ぐ
や
姫
は
、
求
婚
者
の
中
で
、
誰だ

れ

が
い
ち
ば
ん
熱
心
で
誠
実
な
の
か

確
か
め
た
い
と
言
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
石
作
り
の
皇
子
に
は
「
仏
の
御み

石い
し

の
鉢は

ち

」
を
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
に
は
「
蓬ほ

う

萊ら
い

の
玉
の
枝
」
を
、
阿
倍
の
み

う
し
に
は
「
火ひ

鼠ね
ず
み

の
皮か

わ

衣ぎ
ぬ

」
を
、
大
伴
の
み
ゆ
き
に
は
「
竜た

つ

の
首
の
珠た

ま

」
を
、

石
上
の
ま
ろ
た
り
に
は
「
燕

つ
ば
く
ら
めの

子こ

安や
す

貝が
い

」
を
手
に
入
れ
て
持
っ
て
く
る
よ

う
に
言
い
ま
し
た
。

①

②

③

④

⑤

　仏の御石の鉢　釈
しゃ

迦
か

（前 463 年頃〜前 383 年頃）が托
たく

鉢
はつ

に用いた，宝石製の鉢。
　蓬萊の玉の枝　中国の東方海上の伝説の島にある，金銀や宝石でできた枝。
　火鼠の皮衣　伝説上の動物の皮で作った，火に焼けない衣服。
　竜の首の珠　伝説上の動物の首に付いている，大きな真

しん

珠
じゅ

。
　燕の子安貝　燕

つばめ

が卵を産むときに出すというが，未
み

詳
しょう

。

①

②

③

④

⑤

石
作
り
の
皇
子

く
ら
も
ち
の
皇
子

阿
倍
の
み
う
し

　　　5　　　　10　　　　15
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◆ 読む〈 読書 2 〉　集まって住む

　
君
は
ど
ん
な
場
所
に
住
ん
で
い
ま
す
か
︒
ど
ん
な
家
に
住
ん
で

い
ま
す
か
︒
い
ろ
い
ろ
な
場
所
で
︑
い
ろ
い
ろ
な
家
に
住
ん
で
い

る
と
思
う
け
ど
︑
ぽ
つ
ん
と
一
軒け

ん

だ
け
で
住
ん
で
い
る
人
は
少
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
近
く
に
必
ず
何
軒
か
の
家
が
あ
る
は

ず
で
す
︒
ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
集
合
住
宅
に
住
ん
で

い
る
人
も
た
く
さ
ん
い
る
と
思
う
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
家
は
違ち

が

っ
て
い

て
も
︑
ほ
と
ん
ど
の
人
は
集
ま
っ
て
住
ん
で
い
ま
す
︒
人
は
な
ぜ

集
ま
っ
て
住
む
の
か
︑
私わ

た
し

は
ず
っ
と
考
え
て
き
ま
し
た
︒

　
左
の
絵
は
︑
九き

ゅ
う

龍り
ゅ
う城じ
ょ
う砦さ
いと

よ
ば
れ
た
︑
香ホ

ン

港コ
ン

に
あ
っ
た
住
宅
群

①

②

で
す
︒﹁
集
ま
っ
て
住
む
﹂
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
︑
私
は

い
つ
も
こ
の
風
景
を
思
い
出
し
ま
す
︒﹁
人
っ
て
︑
こ
ん
な
ふ
う

に
住
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
︒﹂
初
め
て
出
会
っ
た
と
き
︑
あ
ま

り
の
す
ご
さ
に
感
動
し
ま
し
た
︒
一
軒
一
軒
は
似
て
い
ま
す
が
︑

よ
く
見
る
と
︑
洗せ

ん

濯た
く

物
の
様
子
︑
植
木
の
様
子
な
ど
が
少
し
ず
つ

違
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
ぞ
れ
が
生
き
物
の
よ
う
に
見
え
ま
せ
ん
か
︒

そ
れ
ぞ
れ
が
人
の
よ
う
に
見
え
ま
せ
ん
か
︒
人
は
集
ま
っ
て
住
む

生
き
物
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
︑
九
龍
城
砦
は
教
え
て
く
れ
ま
す
︒

　
私
は
東
京
の
下
町
で
育
ち
ま
し
た
︒
九
龍
城
砦
ほ
ど
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
︑
家
が
ぎ
っ
し
り
と
集
ま
っ
て
い
る
街
で
す
︒
印
刷
屋
︑

紙
の
裁
断
屋
︑
製
本
屋
︑
金
属
の
旋せ

ん

盤ば
ん

加
工
︑
プ
レ
ス
加
工
︑
畳た

た
み

屋
︑
建
具
屋
︑
お
も
ち
ゃ
を
制
作
し
て
い
る
家
︑
人
形
師
の
家
︑

八
百
屋
︑
乾か

ん

物ぶ
つ

屋
︑
床と

こ

屋
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
家
が
あ
り
ま
し
た
︒

そ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
大
人
た
ち
が
︑
み
ん
な
必
死
に
働
い
て
い

ま
し
た
︒
街
に
は
何
で
も
あ
り
ま
し
た
︒
人
々
は
家
と
い
う
よ
り

街
に
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
︒
生
活
す
る
こ
と
と
働
く
こ
と
が
い
っ

し
ょ
に
な
っ
て
い
ま
し
た
︒

　
子
供
た
ち
は
︑
い
つ
も
外
で
遊
ん
で
い
ま
し
た
︒
大
き
い
子
も

小
さ
い
子
も
︑
男
の
子
も
女
の
子
も
︑
み
ん
な
い
っ
し
ょ
に
遊
ん

で
い
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
子
供
た
ち
は
︑
街
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
家

が
あ
り
︑
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
が
あ
り
︑
い
ろ
ん
な
人
た
ち
が
︑
助

け
合
い
な
が
ら
一
生
懸け

ん

命め
い

暮
ら
し
て
い
る
こ
と
を
︑
い
つ
の
間
に

か
学
ん
で
い
ま
し
た
︒
街
は
子
供
に
と
っ
て
は
遊
び
場
で
し
た
が
︑

大
切
な
学
習
の
場
で
も
あ
り
ま
し
た
︒
私
が
た
く
さ
ん
の
人
た
ち

が
集
ま
っ
て
生
活
し
て
い
る
所
が
好
き
な
の
は
︑
こ
ん
な
所
で

育
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
︒

　
集
落
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
︒
家
が
集
ま
っ
て
ひ
と
か
た
ま

り
に
な
っ
て
い
る
小
さ
な
街
の
こ
と
で
す
︒
日
本
に
は
︑
そ
し
て

世
界
に
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
集
落
が
あ
り
ま
す
︒

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

集
ま
っ
て
住
む

 

元も
と

倉く
ら

眞ま

琴こ
と

5

101551015

読
書
へ
の
招
待

香港にあった九龍城砦

127

い
ろ
は
に
ほ
へ
と

ち
り
ぬ
る
を

わ
か
よ
た
れ
そ

つ
ね
な
ら
む

う
ゐ
の
お
く
や
ま

け
ふ
こ
え
て

あ
さ
き
ゆ
め
み
し

ゑ
ひ
も
せ
す

 

「
い
ろ
は
歌
」

伝
統
文
化
に
触ふ

れ
る

伊い

曽そ

保ほ

物も
の

語が
た
り

竹た
け

取と
り

物も
の

語が
た
り

矛む

盾じ
ゅ
ん

古
典
の
世
界

◆
文
法
の
窓

　名
詞﹁

名
前
﹂
は
い
ろ
い
ろ

案
内
や
報
告
の
文
章
を
書
こ
う

写真・山本　一

書
く
〈
通
信
・
手
紙
〉

古
典 5

◆
花は

な

火び

　打
ち
上
げ
花
火
、
仕し

掛か

け
花
火
、

玩が
ん

具ぐ

花
火
（
ね
ず
み
花
火
や
線せ

ん

香こ
う

花
火
な
ど
）
が
あ
る
。

◆
蛍ほ

た
る

狩が

り

　夏
の
夜
、
水
辺
な
ど
で
蛍
を

追
っ
て
捕と

ら
え
る
遊
び
。

◆
夕ゆ

う

涼す
ず

み

　夏
の
夕
方
、
屋
外
や
縁え

ん

側が
わ

な
ど

に
出
て
涼
む
こ
と
。

◆
風ふ

う

鈴り
ん

　軒の
き

下し
た

に
つ
る
し
、
風
で
鳴
る
音

を
楽
し
む
、
釣つ

り
鐘が

ね

型
の
鈴す

ず

。

﹇
旧
暦
の
月
の
名
前
﹈

一
月

　
　睦む

月つ
き

二
月

　
　如き

さ
ら
ぎ月

三
月

　
　弥や

よ

い生

四
月

　
　卯う

月づ
き

五
月

　
　皐さ

月つ
き

六
月

　
　水み

無な

月づ
き

七
月

　
　文ふ

み

月づ
き

八
月

　
　葉は

月づ
き

九
月

　
　長な

が

月つ
き

十
月

　
　神か

ん

無な

月づ
き

十
一
月

　霜し
も

月つ
き

十
二
月

　師し

走わ
す

﹇
各
地
の
祭
り

﹈

五
月

神か
ん

田だ

祭ま
つ
り

（
東
京
都
）

七
月

博は
か

多た

祇ぎ

園お
ん

山や
ま

笠が
さ

 

（
福ふ

く

岡お
か

県
）

祇ぎ

園お
ん

祭ま
つ
り

（
京
都
府
）

 

「
さ
ん
ち
き
」（
41
ペ
ー

ジ
）
に
出
て
く
る
。

天て
ん

神じ
ん

祭ま
つ
り

（
大お

お

阪さ
か

府
）

日
本
に
は
豊
か
な
四
季
が
あ
り
︑
四
季
を
楽
し
む
暮
ら
し
が
あ
る
︒

季
節
ご
と
の
行
事
や
遊
び
︑
生
活
を
表
す
言
葉
を
探
し
て
み
よ
う
︒

四
季
を
楽
し
む
言
葉

◆
端た

ん

午ご

の
節せ

っ

句く

　五
月
五
日
に
、
子
供
の
成
長
を

祝
う
行
事
。
男
の
子
の
い
る
家
で

は
甲か

っ

冑ち
ゅ
う

や
武
者
人
形
を
飾
り
、
屋

外
に
鯉こ

い

の
ぼ
り
を
立
て
る
。

◆
更こ

ろ
も
が
え衣

　季
節
に
応
じ
て
、
衣
類
や
身
の

回
り
の
道
具
を
改
め
る
こ
と
。

夏

◆
花は

な

見み

　桜
の
花
を
観
賞
し
な
が
ら
飲
食

し
、
楽
し
む
こ
と
。

◆
潮し

お

干ひ

狩が

り

　潮
の
引
い
た
浜は

ま

辺べ

で
貝
な
ど
を

採
る
遊
び
。
春
の
大お

お

潮し
お

の
と
き
が

最
適
。

◆
桜さ

く
ら

餅も
ち

　塩し
お

漬づ

け
し
た
桜
の
葉
で
包
ん
だ

餅も
ち

菓が

子し

。

◆
雛ひ

な

祭ま
つ

り
︵
桃も

も

の
節せ

っ

句く

︶

　三
月
三
日
に
、
雛
人
形
を
飾か

ざ

り
、

ひ
し
餅も

ち

・
白し

ろ

酒ざ
け

・
桃
の
花
を
供
え

て
、
女
の
子
の
成
長
を
願
う
行
事
。

◆
野の

焼や

き

　新
し
い
草
が
よ
く
生
え
る
よ
う

に
、
早
春
に
野
の
枯か

れ
草
を
焼
く

こ
と
。

春

 

野
焼
き

 

鯉
の
ぼ
り

 

桜
餅

 

花
火

ㅦ知的好奇心に訴える題材で，明快な構成の説明文が
そろっていて，論理的な考え方や書き方を学べます。
ㅦ「書く」では，説得力のある意見文を書くことを，3
学年を通して学んでいきます。

ㅦ文化論や科学論が取り上げられて
いて，物事を多面的に見ることの
大切さを学ぶことができます。
ㅦメディアリテラシーは全学年で扱
われています。情報の受信者・発
信者の，双方の姿勢が学べるよう
に工夫されています。

ㅦ美しく豊かな日本語に触れる機会
が多く設けられています。
ㅦ古典は，写真資料が豊富に掲載さ
れるなど，丁寧に扱われています。
また，近代文学や近代詩の名作も，
全学年に掲載されています。

左：p.139~「竹取物語」
中：巻頭口絵「四季を楽しむ言葉」
右：p.127 扉（「いろは歌」）

左下：p.174~「集まって住む」
右上：p.186~「ニュースの見方を考えよう」

p.109~「根拠を明確にして書こう」
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❹ 豊かな想像力と，共感する心，他者と協働する精神を養う題材

葛藤と決意。今、大人への扉を開く。

3637

◆ 読む〈 文学一 〉　飛べ　かもめ

　
海
沿
い
に
走
る
鈍ど

ん

行こ
う

列
車
の
片か

た

隅す
み

の
席
に
、
少
年
は
い
た
。

　
冬
の
初
め
の
、
ど
ん
よ
り
と
曇く

も

っ
た
昼
過
ぎ
。
車
内
に
は
、
ほ
ん
の
数
人
の
人ひ

と

影か
げ

が
、
う
つ

む
い
て
い
る
だ
け
。

　
少
年
は
黙だ

ま

っ
て
、
窓
に
も
た
れ
る
。
目
が
落
ち
着
か
な
い
。
誰だ

れ

に
も
言
わ
ず
に
、
家
を
出
て

き
た
の
だ
。
も
う
帰
ら
な
い
、
帰
り
た
く
な
い
、
と
、
自
分
に
念
を
押お

す
よ
う
に
思
い
続
け
る
。

　
と
い
っ
て
、
家
出
、
と
い
う
ほ
ど
き
っ
ぱ
り
し
た
つ
も
り
で
も
な
か
っ
た
。
課
外
活
動
の
陸

上
競
技
に
熱
中
し
す
ぎ
て
、
成
績
が
い
く
ら
か
下
が
っ
て
き
た
の
を
、
今
朝
、
母
親
に
や
や
強

く
言
わ
れ
て
、
お
も
し
ろ
く
な
い
。
深
く
も
考
え
ず
に
、
自
由
に
な
る
お
金
を
あ
り
っ
た
け
か

き
集
め
て
、
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
の
列
車
に
乗
っ
た
の
だ
。

　
こ
ん
な
と
き
で
も
、
幼
い
頃こ

ろ

か
ら
の
癖く

せ

で
、
海
の
見
え
る
側
へ
席
を
取
る
。
し
か
し
、
放
心

し
た
目
は
、
何
も
見
て
い
な
い
。
ふ
と
、
面め

ん

目も
く

を
失し

っ

し
な
い
で
帰
宅
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ

か
ろ
う
と
弱
気
に
考
え
、
す
ぐ
さ
ま
ま
た
、
何
と
か
な
る
さ
、
帰
る
も
ん
か
、
と
思
う
。
窓
ガ

ラ
ス
が
、
少
年
の
息
で
曇
る
。

　
ふ
と
、
そ
の
窓
ガ
ラ
ス
に
、
大
き
な
し
み

の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て
、
少
年
は
目
を
上

げ
た
。

　
し
み
？
　
い
や
、
か
も
め
だ
。
か
も
め
が

一
羽
、
全
身
の
力
を
込こ

め
て
激
し
く
羽
ば
た

き
な
が
ら
、
列
車
と
同
じ
方
向
に
、
ま
っ
す

ぐ
に
飛
ん
で
ゆ
く
。
そ
う
と
悟さ

と

り
な
が
ら
、

少
年
は
ま
た
も
、
そ
れ
が
何
か
の
し
み
で
は

な
い
か

―
紙
切
れ
か
何
か
が
、
外
側
か
ら

ぴ
っ
た
り
窓
ガ
ラ
ス
に
貼は

り
付
い
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
と
疑
っ
た
。
そ
ん
な
錯さ

っ

覚か
く

を

起
こ
さ
せ
る
ほ
ど
、
そ
の
鳥と

り

影か
げ

は
、
窓
ガ
ラ

ス
の
同
じ
位
置
に
ぴ
っ
た
り
貼
り
付
い
て

―
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
走
っ
て
い
る

列
車
と
全
く
同
じ
速
度
で
、
必
死
に
羽
ば
た

い
て
い
た
の
で
あ
る
。

飛
べ
　
か
も
め

�

杉す
ぎ

　
み
き
子こ

510

51015

読
む
〈
文
学
一
〉

﹇ 

目 

標 

﹈

　�

場
面
の
様
子
や
登
場
人
物
の
思
い
に
注

意
し
て
、
作
品
を
読
み
味
わ
う
。

　�

作
品
か
ら
読
み
取
っ
た
こ
と
を
も
と
に

想
像
を
膨ふ

く

ら
ま
せ
、
自
分
の
も
の
の
見

方
を
広
く
す
る
。

　

◌◌

6

文�

き
っ
ぱ
り

8

類�

あ
り
っ
た
け

10

意�

放
心

1

鈍
　
ド
ン

　
に
ぶ
い

　
に
ぶ
る

鈍に
ぶ

い
音お

と

2

曇
　
ド
ン

　
く
も
る

曇ど
ん

天て
ん

2

影
　
エ
イ

　
か
げ

影え
い

響き
ょ
う

10

頃
　
こ
ろ

日ひ

頃ご
ろ

11

貼
　
チ
ョ
ウ

　
は
る

　貼ち
ょ
う

付ふ

8

類�

悟
る

12

意�

錯
覚

200201

◆ 話す・聞く〈 話し合う 〉　話し合いで理解を深めよう

　
出
し
合
っ
た
体
験
や
考
え
を
︑
付ふ

箋せ
ん

に
書
き
出
そ
う
︒
新
た
に

思
い
つ
い
た
こ
と
が
あ
れ
ば
︑
そ
れ
を
追
加
し
て
も
よ
い
︒
　

　
全
て
書
き
出
せ
た
ら
︑
自
分
た
ち
が
選
ん
だ
言
葉
に
つ
い
て
︑

理
解
を
深
め
る
た
め
の
話
し
合
い
を
し
よ
う
︒
一
つ
一
つ
の
付
箋

を
台
紙
に
貼は

り
︑
共
通
点
の
あ
る
も
の
を
ま
と
め
て
見
出
し
を
付

け
た
り
︑
気
が
つ
い
た
こ
と
を
台
紙
に
書
き
込こ

ん
だ
り
し
な
が
ら
︑

話
し
合
い
を
深
め
て
い
く
と
よ
い
︒

3
話
し
合
い
を
通
し
て
理
解
を
深
め
る

▼ 
体
験
や
考
え
を
整
理
し
な
が
ら
理
解
を
深
め
る

（
次
の
よ
う
な
話
し
合
い
を
し
な
が
ら
、
上
の
よ
う
に
付
箋
を
整
理
し
た
。）

5

◎ 

好
き
な
こ
と
を
す
る

相手の気持ちがうれしい

達成感を感じる

◎ 自分で何かができるようになる

したいこと？

や
し
た
い
こ
と

 

「
幸
せ
」
っ
て
何
だ
ろ
う
？

◎ 

欲
し
い
も
の
が
手
に
入
る

◎ 

気
に
か
け
て
く
れ
る
人
が
い
る移動する

追加する

A 

　
台
紙
に
付
箋
を
貼
り
な
が
ら
︑
み
ん
な
の
考
え
を
分
け
て
い
こ
う
︒

B 

　
﹁
野
球
を
し
て
い
る
と
き
﹂
や
﹁
好
き
な
本
を
読
ん
で
い
る
と
き
﹂

に
幸
せ
だ
と
思
う
の
は
︑そ
れ
が﹁
好
き
な
こ
と
﹂だ
か
ら
だ
よ
ね
︒﹁
お

し
ゃ
べ
り
を
し
て
い
る
と
き
﹂
も
同
じ
か
な
︒

E 

　
そ
う
だ
ね
︒﹁
好
き
な
こ
と
を
す
る
﹂
と
見
出
し
を
付
け
よ
う
︒

B 

　
C
さ
ん
︑﹁
寝
る
前
﹂
は
ど
う
か
な
あ
︒

C 

　
﹁
好
き
な
こ
と
﹂
じ
ゃ
な
い
よ
ね
︒﹁
し
た
い
こ
と
﹂
な
の
か
な
︒

A 

　
じ
ゃ
あ
︑
見
出
し
を
変
え
な
く
ち
ゃ
︒﹁
好
き
な
こ
と
や
し
た
い
こ

と
を
す
る
﹂
と
な
る
ね
︒

C 

　
﹁
洋
服
を
買
っ
て
も
ら
っ
た
と
き
﹂
や
﹁
欲ほ

し
い
ゲ
ー
ム
を
買
っ
た

と
き
﹂︑﹁
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
も
ら
っ
た
と
き
﹂
は
ど
う
か
な
︒

A 

　
﹁
欲
し
い
も
の
が
手
に
入
る
﹂
か
ら
幸
せ
な
ん
だ
よ
ね
？

D 
　
そ
う
だ
と
思
う
︒
雑
誌
に
載の

っ
て
い
た
洋
服
が
ず
っ
と
欲
し
く
て
︑

つ
い
に
買
っ
て
も
ら
え
た
か
ら
う
れ
し
か
っ
た
ん
だ
︒

B 

　
え
え
と
︑
そ
う
い
う
場
合
も
多
い
と
思
う
け
ど
︑
僕
は
ち
ょ
っ
と
違

う
よ
︒
自
分
で
買
っ
た
ん
だ
︑
っ
て
い
う
達
成
感
み
た
い
な
も
の
を
感

じ
て
幸
せ
に
思
っ
た
ん
だ
︒

D 

　
頑が

ん

張ば

っ
て
お
小こ

遣づ
か

い
を
た
め
て
買
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
幸
せ
を
感
じ

た
っ
て
い
う
こ
と
？

B 

　
そ
う
︒

C 

　
そ
れ
な
ら
︑﹁
二
重
跳と

び
が
で
き
た
と
き
﹂
と
似
て
い
る
か
も
︒
私

も
必
死
で
練
習
し
た
か
ら
︑
で
き
た
と
き
は
達
成
感
が
あ
っ
た
よ
︒

　
　
　
…

C 

　
﹁
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
も
ら
っ
た
と
き
﹂
に
つ
い
て
︑
も
う
一
度
考
え
て

み
よ
う
よ
︒
本
当
に
︑﹁
欲
し
い
も
の
が
手
に
入
る
﹂
か
ら
幸
せ
な
の

か
な
︒

D 

　
欲
し
い
も
の
じ
ゃ
な
く
て
も
う
れ
し
い
よ
ね
︒
相
手
の
気
持
ち
が
う

れ
し
い
の
か
な
︒

E 

　
あ
っ
︑﹁
気
に
か
け
て
く
れ
る
人
が
い
る
﹂
っ
て
い
う
こ
と
が
幸
せ

な
ん
じ
ゃ
な
い
？
　
そ
う
い
え
ば
︑
落
ち
込
ん
で
い
る
と
き
に
友
達
が

励は
げ

ま
し
て
く
れ
て
︙
︙
︒

　
　
　
…

 

↓
292
ペ
ー
ジ
「
発
想
・
整
理
の
方
法
」

相
手
の
考
え
を
受
け
て
話
す

 ◌ 

分
か
ら
な
い
こ
と
や
知
り
た
い
こ
と
を
質
問
し
た
り
、
確か

く

認に
ん

し
た
り
す
る
。

 ◌ 

相
手
の
考
え
を
受
け
て
自
分
の
考
え
や
感
想
を
述
べ
る
。
相
手
の
発
言
を

一
部
引
用
し
て
話
す
の
も
よ
い
。

 ◌ 

相
手
の
考
え
に
反
対
し
た
り
疑
問
を
述
べ
た
り
す
る
と
き
に
は
、
強
い
調

子
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
和や

わ

ら
げ
る
言
い
方
を
用
い
る
。

 ◌
ほ
か
の
人
に
も
発
言
を
促う

な
が

し
、
全
員
で
話
し
合
い
を
作
り
あ
げ
て
い
く
。

言
葉
の

力

　野球をしている
とき。

　洋服を買っても
らったとき。

　テニスの大会で
優勝したとき。

　好きな本を読ん
でいるとき。　

　欲しいゲームを
買ったとき。

　二重跳びができ
たとき。

　おしゃべりをし
ているとき。

　プレゼントをも
らったとき。

　寝る前。眠くて
たまらないとき。

　友達が励まして
くれたとき。

ㅦ文学では，登場人物の思いや意志に触れながら，想像力や共感する心を育んでいくことができます。
ㅦ平和への思いを受け継ぐ作品が各学年に掲載されています。
ㅦ「話す・聞く」では，協働的な学びができるように，活動の内容や流れが工夫されています。

学ぶ心に，火をつける。
―生徒を主体的な学びへといざなう仕掛けを随所にちりばめました。

❶ 国語の学びへの関心を高め，進んで学習に入っていけるような紙面になっています。
ㅦ個性ある 6人の生徒たちと案内役のキャラクターが登場し，彼らとともに学んでいくスタイルになっています。
ㅦゲーム感覚で学べる「文法の窓」，豊富な語彙が用例とともに示されている「言葉を広げよう」，さまざまな図書が
紹介文と写真入りで取り上げられている「読書案内」など，学ぶ意欲を引き出すページが随所に設けられています。
ㅦ基礎編・資料編を中心に，家庭学習に使える学習材が多く用意されています。

❷ 生徒自身が学びの見通しを持ったり，これまで学んだことを振り返ったりすることができます。
ㅦ巻頭の折り込みで，国語科のねらいや学習の進め方を，生徒自身が確かめることができます。
ㅦ巻末の「言葉の力　一覧」で 3学年の学習のつながりをつかむことができます。また，「学びを支える言葉の力」では，
学んだことが国語や他教科の学習，実生活にどう生きていくのかを，「つながる・広がる」の欄で知ることができます。

3.

つ
な
が
る
・
広
が
る

学
習
の
つ
な
が
り
　

構
成
を
考
え
て
書
こ
う
　

具

体
例
を
挙
げ
て
伝
え
よ
う

ニ
ュ
ー
ス
の
見
方
を
考
え
よ
う

話
し
合
い
で
理
解
を
深
め
よ
う

生
活
へ
の
広
が
り

﹇ 

﹈
71
P

書

﹇ 

﹈
115
P

話

読
﹇ 

﹈
186
P

﹇ 

﹈
197
P

話

左：p.36~「飛べ　かもめ」
右：p.197~「話し合いで理解を深めよう」

 p.9~「『言葉の力』を探しに行こう」，p.11~「学習の進め方・教科書の使い方」，p.15~「これから 1 年間で学ぶこと」  p.230~「分類する」より

オオカミを見る目
オオカミは昔， 
「大神」だった ?

読
62

構成を考えて書こう
 「私
わたし

」の説明文

私を見つめ，私を伝える。

書
71

分類する
次の学習材で学びを生かそう。
学
70
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3. 対照表

4. 上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色

図書の構成・内容 特に意を用いた点や特色　　（　）内は，教育基本法 第 1章 第 2条のうち，特に関連の深いものを示す。 該当箇所

 四季を楽しむ言葉
季節ごとの伝統的な行事や遊び，生活を表す言葉に触れて，我が国の伝統や言語
文化に親しみを持つことができます。（第 5号）

 巻頭口絵

 言葉を楽しむ コミュニケーションの基本，「話し方」から学びが始まります。（第 3号）
詩の鑑賞と創作を通して，豊かな情操を育みます。（第 1号）

 18～22ページ
 24～31ページ

 思いを捉える
少年の葛藤と成長を描いた「飛べ　かもめ」を通して自律の精神を，職人の弟子
の決意を描いた「さんちき」を通して勤労を重んずる心を育みます。（第 2号）
相手の話を共感的に聞くことを学び，他者を尊重する態度を養います。（第 3号）

 36～40，41～52
ページ

 55～57ページ

 分かりやすく
 伝える

オオカミに対する見方の相違や変化を論じた「オオカミを見る目」を通して，価
値観の多様性や環境の保全についての認識を深めます。（第 1・4号）
自分について伝える文章を書き，読み合うことによって，他者をよりよく理解し，
相互に尊重し合う態度を養います。（第 3号）

 62～68ページ

 71～78ページ

 考えをまとめる
「スズメは本当に減っているか」を通して科学的なものの見方を，根拠を明示し
て意見文を書くことを通して論理的な考え方を学びます。（第 1号）
ことわざについてのスピーチをして，言語文化への認識を深めます。（第 5号）

 98～106，109～
113ページ
 115～120ページ

 伝統文化に
 触れる

導入学習材「古典の世界」で古典への関心を高めます。（第 5号）
豊富な写真資料と併せて古典を学び，伝統文化に親しみます。（第 5号）
案内や報告の文章を書いて，社会と関わっていく態度を養います。（第 3号）

 128～133ページ
 134～151ページ
 152～153ページ

 作品を読み解く 少年時代の熱情と悔恨を描いた「少年の日の思い出」を通して，豊かな情操と自
律の精神を育みます。（第 1・2号）

 156～169ページ

 表現を考える

ニュース制作の裏側を明かす「ニュースの見方を考えよう」を読み，ニュースの
編集や，インターネットの情報の読み比べに取り組んだり，学校新聞の記事を書
いたりして，情報を受信・発信する際の注意点を学びます。（第 1・3号）
話し合いの活動を通して，公共的・協働的な態度を養います。（第 3号）
歌の鑑賞文を書くことを通して，個性を磨き，創造性を養います。（第 2号）

 186～193，194
～196ページ

 197～202ページ
 203～208ページ

 読書への招待／
 読書案内

原爆の悲劇を伝える「碑」を読み，生命を尊び平和を願う心を育みます。（第 4・5号）
街や住居について歴史的・文化的な視点から論ずる「集まって住む」を読んで，生活
や社会の在り方について考えるとともに，郷土を愛する心を育みます。（第3・4・5号）

芥川龍之介の「トロッコ」を読み，近代文学に親しみます。（第 1・5号）
一年間を通して多種多様な読書案内が配置され，3学年で 305 冊ものさまざまな
ジャンル・テーマの本が紹介されています。（第 1～5号）

 82～93ページ
 174～181ページ

 214～222ページ
 94～96，223～
225ページ　ほか

 詩
一人一人の多様性とその調和をうたう「風の五線譜」，主体的に生きる決意をう
たう「名づけられた葉」を学びます。（第２号）

「日本語のしらべ」として，中原中也の「月夜の浜辺」を学びます。（第 5号）

 巻頭見返し， 
212～213ページ
 124～126ページ

 広がる言葉 学年に 4か所ある「広がる言葉」で語彙を広げることができます。（第 1号）  53ページ　ほか

 【 基礎編 】
国語科だけでなく，全教科および実生活にも生きる，基礎的な知識・技能（「学
びを支える言葉の力」）を取り立てて学び，鍛えていきます。（第 1号）

 230～247ページ

 【 資料編 】
本編の作品と読み比べられる小説・説明文や古典作品，語彙・漢字資料など，多
くの資料が掲載され，自主的な学習に役立てることができます。（第 1～5号）

 266～328ページ

1
2

3

4
5
6

7

　教育基本法に定められた教育の根本精神に基づき，幅広い知識・教養と思考力，豊かな人間性，伝統文化を受け
継ぐ心，未来を切りひらく創造性と公共の精神を育む，多彩な学習材や学習活動が調えられています。

　全ての生徒の学びが確かなものとなるように，カラーバリアフリーを含めたユニバーサルデザインや，特別支援
教育等の観点から，次のような配慮がなされています。
ㅦ全ての生徒にとって，紙面上の各部分の区分けや働きが分かりやすく，重要な部分が判別しやすいように，文字の大き
さと書体，罫線や囲みの使い方，色遣いなど，デザイン・レイアウトの工夫がなされています。
ㅦ小学校で学習していない漢字には，学習材ごとの初出箇所に振り仮名が付けられていて，生徒の抵抗感を和らげています。
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1. 編修上特に意を用いた点や特色

編 修 趣 意 書
（学習指導要領との対照表，配当授業時数表）

別紙様式 9

受理番号 学 校 教 科 種 目 学 年

2 6 ― 3 1 中 学 校 国 語 科 国 語 第 1 学年
発行者の番号・略称 教科書の記号・番号 教 科 書 名

2   東 書 国 語 7 2 7 新 編   新 し い 国 語   1

読
む
〈
構
成
・
展
開
〉

オ
オ
カ
ミ
を
見
る
目


段
落
の
役
割
や
段
落
ど
う
し
の
関

係
を
捉
え
る

学
び
の
扉

分
類
す
る

書
く
〈
伝
達
〉

構
成
を
考
え
て
書
こ
う


材
料
を
集
め
る


材
料
を
整
理
し
、
文
章
を
構
成
す

る

分
か
り
や
す
く
伝
え
る

3

読
む
〈
構
成
・
展
開
〉

鰹
節
―
世
界
に
誇
る
伝
統
食

学
び
の
扉

要
約
す
る

学
び
の
扉

テ
ー
マ
を
立
て
て
説
明
す
る

書
く
〈
伝
達
〉

調
べ
て
考
え
た
こ
と
を
伝
え
よ
う

伝
え
方
を
工
夫
す
る

3

読
む
〈
構
成
・
展
開
〉

絶
滅
の
意
味

学
び
の
扉

論
理
的
に
読
む

学
び
の
扉

素
材
を
生
か
し
て
表
現
す
る

書
く
〈
伝
達
〉

編
集
し
て
伝
え
よ
う

文
章
の
展
開
を
考
え
る

3

読
む
〈
吟
味
・
判
断
〉

ス
ズ
メ
は
本
当
に
減
っ
て
い
る
か


事
実
と
筆
者
の
考
え
を
区
別
す
る

学
び
の
扉

事
実
と
考
え
を
区
別
す
る

書
く
〈
論
証
・
説
得
〉

根
拠
を
明
確
に
し
て
書
こ
う


根
拠
を
示
す


読
ん
で
確
か
め
合
う

考
え
を
ま
と
め
る

4

読
む
〈
吟
味
・
判
断
〉

哲
学
的
思
考
の
す
す
め

学
び
の
扉

論
証
の
組
み
立
て
を
捉
え
る

書
く
〈
論
証
・
説
得
〉

反
対
意
見
を
想
定
し
て
書
こ
う

説
得
力
を
高
め
る

4

読
む
〈
吟
味
・
判
断
〉

黄
金
の
扇
風
機 

／ 
 

サ
ハ
ラ
砂
漠
の
茶
会

学
び
の
扉

比
較
す
る

書
く
〈
論
証
・
説
得
〉

観
察
・
分
析
し
て
論
じ
よ
う

多
面
的
に
検
討
す
る

4

読
む
〈
言
葉
と
メ
デ
ィ
ア
〉

ニ
ュ
ー
ス
の
見
方
を
考
え
よ
う


情
報
を
見
極
め
る

書
く
〈
情
報
発
信
〉

学
校
新
聞
の
記
事
を
書
こ
う


図
表
を
用
い
て
情
報
を
伝
え
る

表
現
を
考
え
る

7

読
む
〈
言
葉
と
メ
デ
ィ
ア
〉

 
「
正
し
い
」
言
葉
は
信
じ
ら
れ
る
か

書
く
〈
情
報
発
信
〉

タ
ウ
ン
誌
の
記
事
を
推
敲
し
よ
う

効
果
的
に
表
現
す
る

7

読
む
〈
言
葉
と
メ
デ
ィ
ア
〉

い
つ
も
の
よ
う
に
新
聞
が
届
い
た 

 

　
―
メ
デ
ィ
ア
と
東
日
本
大
震
災

思
い
を
馳
せ
る

7

一

年

二

年

三

年

〈分析する力〉
事実と考えを区別する

〈解釈する力〉
文脈を捉え， 
伏線に気づく

〈表現する力〉
鮮やかに表現する

〈議論する力〉
質問する

〈説明する力〉
順序立てて説明する

〈整理する力〉
分類する

【 基礎編 】学びを支える言葉の力
実用的な言葉の力論理的な言葉の力創造的な言葉の力

「言葉の力」を，しっかり鍛える。
―どんな力を，どうやって身につけるのか。その問いに答える教科書です。

ㅦ国語学習で身につけたい知識・技能のポイントが，「言葉の力」として，各学習材に明確に示されています。
ㅦそれぞれの「言葉の力」は，各学習材間でつながりを持ちながら，中学校 3年間で系統的に積み上がるように配置されてい
ます。習得した知識・技能を後の学習で活用することによって，思考力・判断力・表現力を高めることができます。
ㅦ基礎編「学びを支える言葉の力」では，「話す・聞く」「書く」「読む」に共通して必要となる基礎的な「言葉の力」（知識・
技能）を，取り立てて鍛えることができます。本編の「学びの扉」が，「学びを支える言葉の力」への入り口となっています。

1.

深まる

積み上がる
言葉の力

積み上がる

つながるつながる
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ㅦ各学習材には，学習のねらいや進め方が分かりやすく示され，生徒が主体的に学習に取り組めるように工夫されています。
ㅦ「話す・聞く」「書く」の学習材では，生徒の活動の助けとなるよう，具体例が豊富に盛り込まれています。また複数の完成
作品例が示されるなど，生徒の多様な思考・表現を支援する配慮がなされています。

目標
学習材冒頭および「てびき」に示されている目標と，「てびき」
に示されている言語活動を確認し，学習の見通しを持つ。

文章／脚注／読み取る・考えを深める／言葉の力
文章を通して読み，脚注の言葉や漢字を確かめる。
「てびき」の「読み取る」設問に沿って，内容を読み取る。
「てびき」の「考えを深める」設問に沿って，内容や構成・
表現について考えを深める。

「言葉の力」で学習のポイントを確認する。

広がる言葉・広がる漢字
文章と関連して，使える言葉や漢字を増やす。

目標／学習の流れ（例）
学習材冒頭に示されている目標と，「学習の流れ（例）」を確
認し，学習の見通しを持つ。

学習の手順・具体例／言葉の力
初めに，必要に応じて，基本的な技能の練習をする。
学習材の上段で，言語活動の手順を学ぶ。適宜，学習のポイ
ントである「言葉の力」を確認する。
活動の過程では，学習材の下段の具体例を参考にする。学習
材末尾の完成作品例（適宜複数示されている）も参考にする。

学習を振り返ろう
最後に学習を振り返り，目標に照らして自己評価を行う。

話すこと・聞くこと／書くこと 読むこと

知性と感性を，もっと豊かに。
―日本の言語文化を受け継ぎ，未来を切りひらいてゆく言葉の担い手を育てます。2.

風の五線譜　　高階杞一　［詩］
扉の詩七編　［詩］口絵 扉 うち三編 新
詩の心―発見の喜び　　嶋岡　晨　［詩の鑑賞文］
飛べ　かもめ　　杉　みき子　［小説］新
さんちき　　吉橋通夫　［小説］
月夜の浜辺　　中原中也　［詩］
少年の日の思い出　　ヘルマン・ヘッセ　［小説］
名づけられた葉　　新川和江　［詩］新
トロッコ　　芥川龍之介　［小説］読書
【資料編】そこに僕はいた　　辻　仁成　［小説］

 新…「読むこと」「古典」の新学習材，書…教科書のために書き下ろした作品

 ㅦ現代の作家の新鮮な作品から定評のある作品，近代文
学の名作まで，幅広い作品が掲載されています。
 ㅦ登場人物の思いや
意志に触れながら，
想像力や共感する
心を育んでいくこ
とができます。
 ㅦ各扉に詩歌が配置
され，美しい日本
語に触れることが
できます。

 ㅦ学習目標に則した書き下ろしの文章が数多くあります。
 ㅦ構成の明快な文章を通して，論理的・批判的に考える
力を磨くことができます。読み比べや図表の読み取り
も扱われています。
 ㅦ文化論，科学論，メ
ディアリテラシー

等の，知的好奇心
に訴える文章から，
多様な考え方を学
ぶことができます。

話し方はどうかな　　川上裕之　［随筆］
オオカミを見る目　　高槻成紀　［説明文］書
碑　　広島テレビ放送／松山善三　［ドキュメンタリー］読書

スズメは本当に減っているか　　三上　修　［説明文］新 書
集まって住む　　元倉眞琴　［説明文］読書 新
ニュースの見方を考えよう　　池上　彰　［説明文］書
【資料編】「常識」は変化する　　古田ゆかり　［説明文］書

読
む
こ
と ●

 

文
学

読
む
こ
と ●

 

説
明
文

図 2　農業被害面積と水稲田の作付面積の推移 （農林水産省のウェブページより作成）
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◆ 読む〈 構成・展開 〉　オオカミを見る目

6869

て

び

き

広
が
る
言
葉

広
が
る
漢
字

51015 510

1520252025

ⓐ
　「
オ
オ
カ
ミ
を
見
る
目
」
に
は
、「
賢
い
」（
64
・
1
）
や
「
ず
る

賢
い
」（
62
・
7
）
の
よ
う
な
よ
い
印
象
・
悪
い
印
象
を
表
す
言
葉

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
、
オ
オ
カ
ミ
の
よ
い
印
象
・
悪
い

印
象
を
表
す
言
葉
を
、
文
章
中
か
ら
探
そ
う
。

ⓑ
　例
に
倣な

ら

い
、
1
～
3
の
生
き
物
の
印
象
を
表
す
言
葉
を
考
え
よ

う
。

　
例
　
ク
ラ
ゲ
　
→
　
美
し
い
　
危
険
　
　
な
ど
　

　1
　猫ね

こ

　
　
　
→�

　2
　熊く

ま

　
　
　
→�

　3
　チ
ョ
ウ
　
→�

ⓒ
　次
の
、
印
象
を
表
す
言
葉
の
リ
ス
ト
に
、
一
つ
付
け
加
え
よ
う
。

❶
　こ
の
文
章
を
、
問
い
が
示
さ
れ
て
い
る
第
一
の
ま
と
ま
り
、
答

え
が
説
明
さ
れ
て
い
る
第
二
の
ま
と
ま
り
、
筆
者
の
考
え
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
第
三
の
ま
と
ま
り
に
分
け
て
み
よ
う
。
続
い
て
、
第

二
の
ま
と
ま
り
を
、
更
に
二
つ
の
ま
と
ま
り
に
分
け
て
み
よ
う
。

❷
　オ
オ
カ
ミ
に
対
す
る
見
方
に
つ
い
て
、
昔
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日

本
と
を
比ひ

較か
く

し
て
、
分
か
っ
た
こ
と
を
表
に
整
理
し
て
み
よ
う
。

❸
　日
本
に
お
い
て
、
昔
と
今
と
で
オ
オ

カ
ミ
の
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
理
由
を
要
約
し
て
み
よ
う
。

た
す
け 

オ
オ
カ
ミ
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
た

二
つ
の
出
来
事
に
着
目
し
て
、
ま
と
め
て
み

よ
う
。

　
次
の
傍ぼ

う

線せ
ん

部
の
漢
字
を
読
ん
で
み
よ
う
。

ⓓ
　県
名
の
漢
字

　1
　埼
玉
県
の
三
峯
神
社
。
　
　
　
　
　
［�

］

　2
　茨
城
県
は
私
の
故
郷
だ
。
　
　
　
　
［�

］

　3
　栃
木
県
の
温
泉
に
行
く
。
　
　
　
　
［�

］

　4
　岐
阜
県
庁
を
訪
ね
る
。
　
　
　
　
　
［
　
　
　
　
　
　
　�

］

ⓔ
　哺ほ

乳に
ゅ
う

類
を
表
す
漢
字

　1
　稲
を
食
べ
る
草
食
獣
。
　
　
　
　
　
［�

］

　2
　鹿
の
姿
が
多
く
見
ら
れ
る
。
　
　
　
［�

］

　3
　猿
も
木
か
ら
落
ち
る
。
　
　
　
　
　
［�

］

　4
　海
で
鯨
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
　
　
［�

］

 

↓
300
ペ
ー
ジ
「
言
葉
を
広
げ
よ
う
」

13

臆
　
オ
ク

臆お
く

す
る

21

茨（
茨
）　
い
ば
ら

　茨い
ば
ら

城き

県け
ん

22

栃
　
と
ち

栃と
ち

木ぎ

県け
ん

23

阜
　
フ

岐ぎ

阜ふ

県け
ん

24

哺
　
ホ

哺ほ

乳に
ゅ
う

瓶び
ん

26

鹿
　
し
か

　
か

鹿か

児ご

島し
ま

県け
ん

27

猿
　
エ
ン

　
さ
る

類る
い

人じ
ん

猿え
ん

28

鯨
　
ゲ
イ

　
く
じ
ら

捕ほ

鯨げ
い

臆お
く

病び
ょ
う

　
　
爽さ

わ

や
か
　
　
凛り

ん

と
し
た
　
　
は
か
な
い
　
　
華は

な

や
か

頼た
の

も
し
い
　
　
ず
る
い
　
　
む
し
ず
が
走
る
　
　
見
か
け
倒だ

お

し

鮮せ
ん

烈れ
つ

　
　
エ
レ
ガ
ン
ト
　
　
（�

）

 
段
落
の
役
割
や
段
落
ど
う
し
の
関
係
に
着
目
し
て
文
章
の
構
成
を
捉
え
、
内
容
を
読
み
取
る
。

 
筆
者
の
文
章
の
書
き
方
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
持
つ
。

目標 書
き
方
の
工く

夫ふ
う

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
発
表
し
よ
う

読
み
取
る

考
え
を
深
め
る

段
落
の
役
割
や
段
落
ど
う
し
の

関
係
を
捉
え
る

　説
明
的
な
文
章
の
内
容
や
構
成
を
捉
え
る
に
は
、
次
の
三
つ
に
着
目

し
、
文
章
全
体
を
い
く
つ
か
の
ま
と
ま
り
に
分
け
て
み
る
と
よ
い
。

  

各
段
落
の
内
容
…
…
キ
ー
ワ
ー
ド
を
見
つ
け
る
。

  

文
章
全
体
に
お
け
る
段
落
の
役
割
…
…
段
落
の
役
割
に
は
、
例
え
ば
、

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　導
入
、
問
題
提
起
・
話
題
提
示
、
説
明
、
補
足
、
ま
と
め

　な
ど

  

前
後
の
段
落
と
の
関
係（
段
落
ど
う
し
の
関
係
）…
…
接
続
表
現（
つ

な
ぐ
言
葉
）
や
指
示
語
（
指
し
示
す
言
葉
）
を
手
が
か
り
に
す
る
。

言
葉
の

力

❹
　読
み
手
に
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
文
章
の
書
き
方
が
工

夫
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
つ
け
、
発
表
し
合
お
う
。

た
す
け 

文
章
の
構
成
や
説
明
の
仕
方
、
言
葉
の
使
い
方
に
注
目
し
よ
う
。

7677

◆ 書く〈 伝達 〉　構成を考えて書こう

▼ 

完
成
作
品
例
・
B

▼ 

完
成
作
品
例
・
A

　
構
成
を
考
え
た
ら
︑
文
章
の
下
書
き
を
し
よ
う
︒
そ
の
際
︑
内

容
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
段
落
を
分
け
て
書
く
よ
う
に
す
る
︒

　
下
書
き
が
で
き
た
ら
︑
読
み
返
し
て
み
て
︑
言
葉
遣づ

か

い
の
間
違

い
や
︑
も
っ
と
分
か
り
や
す
く
な
り
そ
う
な
と
こ
ろ
を
見
つ
け
た

ら
︑
直
し
て
い
こ
う
︒
グ
ル
ー
プ
内
で
お
互
い
の
下
書
き
を
読
ん

で
助
言
し
合
う
の
も
よ
い
︒

　
見
直
し
を
終
え
た
ら
︑
丁て

い

寧ね
い

に
清
書
し
よ
う
︒

　
完
成
し
た
ら
︑
ク
ラ
ス
内
で
読
み
合
っ
て
︑
感
想
を
交こ

う

換か
ん

し
よ

う
︒
そ
し
て
︑
お
互
い
の
こ
と
を
よ
り
よ
く
知
る
た
め
の
き
っ
か

け
に
し
よ
う
︒
全
員
の
説
明
文
を
文
集
に
ま
と
め
て
も
よ
い
︒

3
下
書
き
す
る

4
下
書
き
を
読
み
返
し
て
清
書
す
る

5
完
成
し
た
説
明
文
を
読
み
合
う

学
習
を
振
り
返
ろ
う

 ◌ 

ふ
だ
ん
の
生
活
や
自
分
に
つ
い
て
振
り
返
り
、
書
く
た
め
の
材
料
を
集

め
、
伝
え
る
内
容
を
考
え
た
か
。

 ▢ 

連
想
を
広
げ
な
が
ら
︑
書
く
た
め
の
材
料
を
多
く
挙
げ
た
か
︒

 ▢ 

集
め
た
材
料
を
も
と
に
︑
自
分
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
ふ
さ

わ
し
い
内
容
を
考
え
た
か
︒

 ◌ 

材
料
を
分
類
す
る
な
ど
し
て
整
理
し
、
段
落
の
役
割
を
考
え
て
、
伝
え

た
い
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
文
章
構
成
で
書
い
た
か
。

 ▢ 

材
料
を
絞
り
込
む
た
め
に
︑
分
類
し
て
見
出
し
を
付
け
る
な
ど
し
て
整

理
し
た
か
︒

 ▢ 

ど
ん
な
構
成
の
文
章
に
し
た
ら
分
か
り
や
す
く
な
る
か
を
考
え
︑
内
容

の
ま
と
ま
り
ご
と
に
段
落
を
分
け
て
書
い
た
か
︒

　
　
　
僕
の
好
き
な
こ
と
の
変
化

　
中
学
校
に
入
っ
て
二
か
月
︒
生
活
が
変
わ
る
と
と
も
に
︑
好
き
な

こ
と
も
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
る
︒
で
は
︑
ど
ん
な
ふ
う
に
変
わ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
︒
今
の
僕
が
好
き
な
こ
と
を
三
つ
紹
介
し
た
い
︒

　
ま
ず
︑
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
を
す
る
こ
と
︒
小
学
校
ま
で
サ
ッ
カ
ー
ク

ラ
ブ
に
入
っ
て
い
た
が
︑
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
し
た
か
っ
た
の
で
バ

レ
ー
ボ
ー
ル
部
に
入
っ
た
︒
水
曜
と
金
曜
の
朝
練
習
は
走
り
込
み
が

多
く
て
き
つ
い
こ
と
も
あ
る
が
︑
放
課
後
に
仲
間
と
パ
ス
を
し
た
り
︑

先せ
ん

輩ぱ
い

に
サ
ー
ブ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
り
す
る
の
が
と
て
も
楽
し
い
︒

　
次
に
︑
自
転
車
に
乗
る
こ
と
︒
祖
父
に
買
っ
て
も
ら
っ
た
自
転
車

は
︑
今
ま
で
の
よ
り
も
大
き
く
て
変
速
ギ
ア
が
付
い
て
い
る
︒
坂
道

も
わ
り
と
楽
に
登
れ
る
の
が
い
い
︒
連
休
中
に
境
川
の
サ
イ
ク
リ
ン

グ
コ
ー
ス
を
走
り
︑
気
分
が
よ
か
っ
た
︒
こ
の
自
転
車
の
お
か
げ
で
︑

最
近
は
母
に
買
い
物
を
頼た

の

ま
れ
て
も
喜
ん
で
行
く
よ
う
に
な
っ
た
︒

　
最
後
に
︑
本
を
読
む
こ
と
︒
中
学
校
で
は
図
書
委
員
に
な
っ
て
︑

本
を
た
く
さ
ん
借
り
て
い
る
︒
最
近
は
市
の
図
書
館
よ
り
も
山
田
中

の
図
書
館
を
利
用
し
て
い
る
︒
今
読
ん
で
い
る
の
は
︑
宮
沢
賢
治
の

﹁
銀
河
鉄
道
の
夜
﹂︒
お
す
す
め
の
一
冊
に
な
り
そ
う
だ
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
好
き
な
こ
と
は
小
学
校
時
代
か
ら
徐じ

ょ

々じ
ょ

に
変
化
し

て
き
て
い
る
︒
今
後
︑
趣
味
の
範は

ん

囲い

を
も
っ
と
広
げ
て
い
き
た
い
︒

　
　
　
パ
テ
ィ
シ
エ
に
な
っ
た
未
来
の
私

　
将
来
は
自
分
の
店
を
持
つ
パ
テ
ィ
シ
エ
に
な
り
た
い
︒
こ
れ
か
ら

私
の
未
来
を
予
想
し
て
み
る
︒

　
五
年
後
︑
十
八
歳
の
私
は
高
校
生
活
を
楽
し
ん
で
い
る
︒
そ
し
て

お
菓
子
の
専
門
学
校
を
目
指
し
て
勉
強
し
て
い
る
︒
世
界
中
ど
こ
に

行
っ
て
も
い
い
よ
う
に
英
語
に
は
力
を
入
れ
︑
店
を
持
つ
こ
と
を
考

え
て
苦
手
な
数
学
に
も
頑
張
っ
て
取
り
組
む
︒

　
十
年
後
︑
二
十
三
歳
に
な
っ
た
ら
世
界
の
い
ろ
い
ろ
な
国
に
行
っ

て
お
菓
子
の
こ
と
を
調
べ
た
い
︒
飴あ

め

細
工
な
ど
の
技
術
を
た
く
さ
ん

知
っ
て
︑
自
分
の
お
菓
子
作
り
に
役
立
て
る
︒
で
き
た
ら
フ
ラ
ン
ス

に
留
学
し
た
い
の
で
︑
フ
ラ
ン
ス
語
も
学
ぶ
必
要
が
あ
る
︒

　
十
五
年
後
︑
二
十
八
歳
の
私
は
ケ
ー
キ
店
で
働
い
て
い
る
︒
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
ケ
ー
キ
を
開
発
し
た
り
︑
店
長
に
お
店
の
経
営
の
仕
方
を

教
わ
っ
た
り
し
て
い
る
︒

　
二
十
年
後
の
私
は
︑念
願
の
自
分
の
店
を
持
つ
︒特
別
な
日
の
ケ
ー

キ
だ
け
で
な
く
︑
ふ
だ
ん
の
お
や
つ
で
食
べ
ら
れ
そ
う
な
お
菓
子
も

売
る
﹁
街
の
ケ
ー
キ
屋
さ
ん
﹂
を
目
指
し
た
い
︒
お
年
寄
り
か
ら
も

小
さ
な
子
か
ら
も
親
し
ま
れ
る
︑
か
わ
い
ら
し
い
店
作
り
を
し
た
い
︒

　
大
き
な
夢
だ
が
︑
勉
強
や
部
活
動
な
ど
今
で
き
る
こ
と
は
し
っ
か

り
や
る
︒
来
年
の
職
場
体
験
で
︑
洋
菓
子
店
に
行
け
た
ら
う
れ
し
い
︒

項目を立てて説明している。

時間の経過に沿って説明している。

510

152025
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p.71~「構成を考えて書こう」 p.62~「オオカミを見る目」

 「スズメは本当に減っているか」より
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四季を楽しむ言葉 口絵 新
いろは歌 口絵 扉 新
古典の世界 新
伊曽保物語　犬と肉のこと／鳩と蟻のこと
竹取物語　冒頭／昇天（別れの場面）
矛盾
【資料編】古事記／土佐日記／伊勢物語／源氏物語 新／ 

方丈記 新／浦島太郎（御伽草子）新／ 
芭蕉・蕪村・一茶の句

 ㅦ「四季を楽しむ言葉」では，
暮らしの中で受け継がれてき
た季節感豊かな言葉に触れる
ことができます。
 ㅦ古典の学習材では，鑑賞・紹
介の文章や美しい写真資料が
豊富に掲載されていて，伝統
的な言語文化の豊かさを知り，
古典作品に親しめるように，
工夫されています。

 ㅦ友達と言葉を交わして，より
よく理解し合いながら学びを
深める活動が取り上げられて
います。
 ㅦ互いに認め合い，高め合い，
協力し合う心性を育むことが
できます。

 ㅦ実用的な文章，論理的な文章，
創造的な文章と，多様な文種
を書く活動がそろっています。
 ㅦ分かりやすく説得力をもって
書くことを通して論理的思考
力を，発想豊かに書くことを
通して想像力を養っていくこ
とができます。

会話が弾む質問をしよう
具体例を挙げて伝えよう　「ことわざ」スピーチ
話し合いで理解を深めよう　グループディスカッション

小さな発見を詩にしよう
構成を考えて書こう　「私」の説明文
根拠を明確にして書こう　意見文
案内や報告の文章を書こう
学校新聞の記事を書こう
作品のよさを表現しよう　歌の鑑賞文
【資料編】原稿用紙の使い方・推敲の観点／手紙の書き方／ 

新聞の作り方／レポートの書き方

古
典
（
伝
統
的
な
言
語
文
化
）

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

書
く
こ
と

学ぶ心に，火をつける。
―生徒を主体的な学びへといざなう仕掛けを随所にちりばめました。

ㅦ楽しく学ぶ　個性あるキャラクターが登場し，生徒にさまざまな気づきを促してくれます。また，苦手意識を持たれがちな
文法をゲーム感覚で楽しく学べる「文法の窓」が設けられているなど，学ぶ意欲を高める数々の工夫がなされています。
ㅦ学び方を知る　巻頭折り込みには，国語で何を学ぶのかということや学習の進め方が，生徒にも分かるように示されていま
す。また，中学 1年の最初に確認しておきたい小学校の既習事項が，「学習を始める前に」として資料編に掲載されています。
ㅦつながる・広がる　巻末には 3学年の「言葉の力　一覧」が掲載されていて，3年間の学習の流れを見通すことができます。
また，「学びを支える言葉の力」には，学んだことが国語や他教科の学習，実生活にどう生きていくのかが示されています。
ㅦ語彙を豊かにする　「読む」学習材末に「広がる言葉」，資料編に「言葉を広げよう」が設けられていて，生徒の語彙を豊
かにする手立てが工夫されています。「広がる言葉」「言葉を広げよう」には，3学年で 1570 の言葉が掲載されています。
ㅦ読書が進む　教科書で読んだ作品をきっかけに，さまざまな本に手を伸ばすことができるように，「読書案内」が工夫され
ています。多種多様なテーマの本，古典，翻訳書，話題の作品から名作まで，3学年で 305 冊の本が紹介されています。
ㅦ家庭で学ぶ　資料編には，本編の作品と関連させて読むことのできる文学・説明文・古典の作品や，「話す・聞く」「書く」
の学習に役立つさまざまな資料が掲載されています。資料編の学習材は家庭学習で活用することもできます。

3.

私
は
春
が
い
ち
ば
ん
好
き
。

へ
え
。

④
　
質
問
す
る

②
　
相
づ
ち
を
打
つ

 「古典の世界」より

 「話し合いで理解を深めよう」より

 「作品のよさを表現しよう」より

 p.299~「言葉を広げよう」 p.121「単語の分類」  p.284~「本と出会おう」 p.266~「学習を始める前に」
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教科書の特色
教育基本法の
遵守

教育基本法の目的と理念を実現するため，特に次の 4点を育むことを重視して編集されています。 
①幅広い知識・教養と思考力　②豊かな人間性　③伝統文化を受け継ぐ心　④未来を切りひらく創造性と公共の精神

学習指導要領
の遵守

中学校学習指導要領（国語）に示された教科の目標に則り，指導事項と言語活動例はもれなく扱われています。
各指導事項を多彩な言語活動を通して習得・活用することができ，知識・技能と思考力・判断力・表現力を養えます。
「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」が重視されていて，伝統文化や言語について深く学ぶことができます。

内容・系統

「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の学習が，相互に関連しながら，3年間で系統的に積み上がるように
構成されています。また，各領域を支える基礎的な力を鍛える「学びを支える言葉の力」が設けられています。
「伝統的な言語文化」「国語の特質」の学習は，生徒が意欲的に取り組み，確かな力をつけられるように工夫されています。
生徒の知的好奇心に訴え，知性と感性を育む，多彩な題材が用意されています。

配列・分量
本編・基礎編・資料編の 3部から成っています。学習指導要領の内容は本編で網羅されており，基礎編・資料編を用い
て，適宜学習の深化や拡充が図れます。
3学期制でも 2学期制でも各領域等の指導がバランスよくなされるように，学習材の配列が考えられています。

学力の育成

各領域の各学習材に，身につけたい知識・技能が「言葉の力」として明示されていて，その着実な習得が図られています。
習得した「言葉の力」を後の学習で活用することによって，思考力・判断力・表現力を高められるようになっています。
各領域の「言葉の力」を支える基礎的な力を，「学びの扉」と，それにつながる基礎編「学びを支える言葉の力」にお
いて，しっかり鍛えることができます。
複数の文章を読み比べる活動や，図表を読み取ったり作成したりする活動が，全学年に用意されています。
語彙・文法・漢字を確実に習得するための学習材が設けられ，また，生徒の語彙を豊かにする工夫がなされています。

学習意欲・
主体的な学習
態度の育成

巻頭折り込みに，国語学習の意義と進め方，1年間の見通しが，生徒にも分かりやすく示されています。
巻末の「言葉の力　一覧」を用いて，3年間の学習を見通したり振り返ったりすることができます。また，資料編の「学
習用語一覧」を用いて，具体的に学習内容を確かめたり振り返ったりすることができます。
「学びを支える言葉の力」では，学んだことが国語や他教科の学習，実生活にどう生きていくのかを確かめられます。
多種多様な「読書案内」や「言葉を広げよう」などで，主体的に読書をしたり語彙を豊かにしたりする態度を養えます。
キャラクターの使用，ゲーム仕立ての学習材，折り込みの効果的な使用など，生徒の学習意欲を高める工夫が豊富です。

伝統・文化の
取り上げ方

我が国で長く読み継がれてきた優れた古典作品が，多くの美しい写真資料とともに掲載されています。
古典の鑑賞・紹介の文章も豊富に掲載されています。また，近代文学や近代詩の名作も，全学年に掲載されています。
口絵と扉に季節感のある言葉や詩歌が掲載されていて，一年を通じて日本の豊かな風土に培われた言語文化に親しめます。
「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」でも，日本の伝統・文化に関する文章や言語活動が多く扱われています。

今日的課題の
取り上げ方

次のように，さまざまな今日的課題に対応した内容が扱われています。（［　］内は扱われている学年・ページの例） 
生命の尊重，安全・防災［3年 p.184~］　環境［3年 p.62~］　人権・福祉［2年 p.80~］　キャリア教育［3年 p.174~］
食育［2年 p.60~］　郷土への思い［3年 p.52~］　国際理解・平和［1年 p.82~］　メディアリテラシー［1年 p.186~］

小学校・高校
との関連

「言葉の力」は，小学校国語の学習内容を受け，小中 9年間の見通しを持って系統的に設定されています。
1年では「学習を始める前に」で，小学校で学んだ，国語学習の土台となる内容を，適宜確かめることができます。
3年では評論文が多く扱われ，資料編で「古典の文法」も学べるなど，高校国語へ移行しやすいように配慮されています。

他教科・
実生活との
関連

全教科の学習と実生活の言語活動を支える基礎的な力を，「学びを支える言葉の力」で鍛えることができます。
レポートや，手紙，スピーチ，多様な話し合いなど，他教科の学習や実生活で生きる言語活動が豊富に扱われています。
社会，理科，技術・家庭，音楽など，他教科と関連する題材が積極的に取り上げられています。

道徳との関連 豊かな情操を育む文学作品，共感する心を養うドキュメンタリー，公共の精神を育てる協働的な言語活動が豊富です。

家庭学習への
配慮

巻頭折り込みに学習の進め方が示され，その中で，家庭でも扱うことができる学習内容にマークが付けられています。
特に資料編には，自学できる素材が多く掲載されています。例えば「言葉を広げよう」には，3学年で 1412 もの言葉が，
分類されて，全て例文つきで示されていて，生徒が語彙を豊かにしていけるようになっています。

読書生活への
配慮

多種多様な「読書案内」が用意されていて，3学年で 305 冊もの本が，紹介文と写真入りで掲載されています。
読んだ本を紹介したり，その内容について話し合ったりする読書活動が，全学年に複数示されています。

情報活用・
ICT活用

全学年に「言葉とメディア」の系統が設けられていて，メディアリテラシーを深く学ぶことができます。
デジタルコンテンツを利用することが効果的な学習材には，そのことを示すマークが付けられています。

特別支援・
ユニバーサル

デザイン

特別支援教育の観点から，内容およびデザインについて検討・校閲がなされています。全ての生徒にとって，各部分の
認識や重要な部分の判別がしやすいように，文字の大きさと書体，罫線や囲みの使い方，色遣いが工夫されています。
カラーバリアフリーの観点からも，全ページにわたり配色とデザインの検証が行われています。
小学校で学習していない漢字には，学習材ごとの初出箇所に振り仮名が付けられていて，生徒の抵抗感を和らげています。

文字・印刷・
製本

本文書体に，小学校教科書で使用されている教科書体に筆遣いや字形を合わせた，特別な明朝体が使用されています。
環境への配慮から，再生紙・植物油インキが用いられています。本文用紙は軽量化が図られ，製本は堅牢です。
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2. 対照表

ページ 学習材名 指導事項・言語活動例との対応 配当時数 配当学期話 書 読 伝 話 書 読 伝
巻頭 風の五線譜 ア／ 活ア 1

前
期
60
時
間
／
書・予
8
時
間

一
学
期
39
時
間
／
書・予
9
時
間

18 話し方はどうかな ア／ 活ア 2
23 音声の働きや仕組み イ（ア） 1
24 詩の心―発見の喜び ア，オ／ 活ア 2
29 鮮やかに表現する エ イ（オ） 1
30 小さな発見を詩にしよう エ 3
32 文法とは・言葉の単位 イ（エ） 1
33 活字と書き文字・画数・筆順 ウ（ア），（イ） 1
36 飛べ　かもめ ウ，オ／ 活ア 3
41 さんちき ウ，オ／ 活ア 4
54 質問する エ 1
55 会話が弾む質問をしよう エ／ 活イ 2
58 つなぐ言葉・指し示す言葉 イ（エ） 1
62 オオカミを見る目 イ，エ 4
70 分類する イ 1
71 構成を考えて書こう ア，イ 6
79 文の成分・連文節 イ（エ） 2
80 音読み・訓読み ウ（ア），（イ） 1
82 碑 カ／ 活ウ 2
98 スズメは本当に減っているか イ，オ／ 活イ 5

二
学
期
47
時
間
／
書・予
9
時
間

108 事実と考えを区別する イ 1
109 根拠を明確にして書こう ウ，オ 6
114 順序立てて説明する イ 1
115 具体例を挙げて伝えよう イ，ウ／ 活ア 5
121 単語の分類 イ（エ） 2
122 漢字の部首 ウ（ア），（イ） 1
124 月夜の浜辺 ア／ 活ア 1

後
期
52
時
間
／
書・予
20
時
間

128 古典の世界 オ ア（イ） 1 （1）
134 伊曽保物語 エ ア（ア） 3 （3）
139 竹取物語 オ ア（ア） 4 （4）
148 矛盾 ア ア ア（ア） 1 2 （3）
152 案内や報告の文章を書こう イ／ 活ウ 3
154 名詞 イ（エ） 1
156 少年の日の思い出 ウ，エ 6
171 文脈を捉え，伏線に気づく ウ 1
172 語の意味と文脈・多義語 イ（イ），（ウ） 1
174 集まって住む カ／ 活ウ 2
186 ニュースの見方を考えよう オ 3 三

学
期
26
時
間
／
書・予
10
時
間

194 学校新聞の記事を書こう ウ／ 活イ 3
197 話し合いで理解を深めよう ア，オ／ 活イ 6
203 作品のよさを表現しよう ア，ウ／ 活ア 6
209 連体詞・副詞・接続詞・感動詞 イ（エ） 1
210 漢字の成り立ち ウ（ア），（イ） 1
212 名づけられた葉 ア，オ 2
214 トロッコ エ 4

計 15 30 53 14 112
書写および予備 28

総計 140

［ 備考 ］
・見出し欄の，「話」は「話すこと・聞くこと」領域，「書」は「書くこと」領域，「読」は「読むこと」領域，「伝」は「伝統的な言語文化と国語の特
質に関する事項」を表す。
・「指導事項・言語活動例との対応」の「話」「書」「読」欄に，活とともに示された記号は言語活動例を表し，それ以外の記号は指導事項を表す。
・「配当時数」の「伝」欄に，括弧付きで示された数字は，それぞれの学習材における「書」および「読」の配当時数を合計したものである。
・「配当学期」欄に， 書・予とともに示された数字は，書写および予備の時数である。
・「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」の「イ（ウ）」は，上表に記載した学習材のほか，「読むこと」の全ての学習材で扱っている。
・「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」の「ウ（ア）」のうち，学年別漢字配当表の漢字については，読み慣れることを目的として全ての学
習材で扱っている。その他の常用漢字については，377 字を第 1学年で新出漢字として提出している。
・「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」の「ウ（イ）」は，上表に記載した学習材のほか，「書くこと」の全ての学習材で扱っている。特に
小学校 6年で学習した漢字は，「小学校 6年の漢字一覧」で確かめられるようにしている。
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