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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 ― 5 3 中 学 校 国 語 科 国 語 第 2 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 8 2 7 新 編   新 し い 国 語   2

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

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
﹇
56
﹈

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

●
聞
き
取
り
や
す
く
効
果
的
な
話
し
方
を
す

る

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
﹇
108
﹈

●
資
料
や
機
器
を
活
用
す
る
﹇
109
﹈

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

●
相
手
の
考
え
を
受
け
て
話
す

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
﹇
198
﹈

●
テ
ー
マ
に
つ
い
て
検
討
す
る
﹇
200
﹈

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

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
﹇
27
﹈

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

●
材
料
を
整
理
し
、
文
章
を
構
成
す
る

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
﹇
72
﹈

●
レ
ポ
ー
ト
の
構
成
を
工く

夫ふ
う

す
る
﹇
74
﹈

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

●
読
ん
で
確
か
め
合
う

反
対
意
見
を
想
定
し
て
書
こ
う	

	

意
見
文

●
反
論
を
考
え
る
﹇
102
﹈

●
分
か
り
や
す
い
構
成
で
意
見
文
を
ま
と
め

る
﹇
103
﹈

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

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
﹇
146
﹈

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

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

﹇
194
﹈

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

●
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
表
現
す
る

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
﹇
207
﹈

●
意
見
交こ

う

換か
ん

の
観
点
を
持
つ
﹇
208
﹈

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

短
歌
を
楽
し
む

●
短
歌
を
鑑か

ん

賞し
ょ
う

す
る
﹇
25
﹈

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

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
﹇
36
﹈

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

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
﹇
67
﹈

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

哲て
つ

学が
く

的
思
考
の
す
す
め

●
論
証
を
吟ぎ

ん

味み

す
る
﹇
96
﹈

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

走
れ
メ
ロ
ス

●
人
物
像
に
着
目
す
る
﹇
169
﹈

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

 

「
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
﹇
192
﹈

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

◆ 

各
領
域
の 

言
葉
の
力

◆ 

学
び
を
支
え
る
言
葉
の
力

一
年

二
年

三
年

実用的な言葉の力
整理する力

分類する

要約する［234］

比
ひ　かく

較する

説明する力

順序立てて説明する

テーマを立てて説明する［239］

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

論証の組み立てを捉
とら

える［242］

論理的に読む

議論する力

質問する

反論する［245］

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

人物像を捉
とら

える［248］

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

想像を誘
さそ

うように表現する［251］

素材を生かして表現する

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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ㅦ文化論や科学論が取り上げられていて，
物事を深く知ることのおもしろさや大切
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「話す・聞く」では，提案の仕方や問題を
検討するための話し合いの方法を学びます。

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

古人の思い、古人の感性に心が動く。

◆
薫く

ん

風ぷ
う

　初
夏
に
吹
く
快
い
南
風
。

◆
朝あ

さ

凪な
ぎ

・
夕ゆ

う

凪な
ぎ

　海
辺
で
、
陸
風
と
海
風
が
吹
き

変
わ
る
と
き
、
一
時
的
に
風
が
や

む
こ
と
。
朝
と
夕
に
起
こ
る
。

◆
五さ

み
だ
れ

月
雨

　旧き
ゅ
う

暦れ
き

の
五
月
頃
に
降
り
続
く
雨
。

梅
雨
。

◆d し
ゅ
う

雨う

　急
に
降
り
だ
す
激
し
い
雨
。
に

わ
か
雨
。
夕
立
。

﹇ 

二に

十じ
ゅ
う

四し

節せ
っ

気き 

﹈

　一
年
を
二
十
四
の
季
節

に
分
け
た
と
き
の
名
前
。

春 

立り
っ

春し
ゅ
ん

 

雨う

水す
い

 

啓け
いe

ち
つ

 

春し
ゅ
ん

分ぶ
ん

 

清せ
い

明め
い

 

穀こ
く

雨う

夏 

立り
っ

夏か

 

小し
ょ
う

満ま
ん

 

芒ぼ
う

種し
ゅ

 

夏げ

至し

 

小し
ょ
う

暑し
ょ

 

大た
い

暑し
ょ

秋 

立り
っ

秋し
ゅ
う

 

処し
ょ

暑し
ょ

 

白は
く

露ろ

 

秋し
ゅ
う

分ぶ
ん

四
季
の
変
化
に
富
む
日
本
に
は
︑
四
季
を
彩
る
豊
か
な
言
葉
が
あ
る
︒

季
節
ご
と
の
空
・
風
・
雨
な
ど
を
表
す
言
葉
を
探
し
て
み
よ
う
︒

四
季
を
彩い

ろ
ど

る
言
葉

◆
油あ

ぶ
ら

照で

り

　夏
の
、
薄
曇
り
で
風
が
な
く
、

じ
り
じ
り
と
蒸む

し
暑
い
天
候
。

◆
炎え

ん

天て
ん

　夏
の
焼
け
つ
く
よ
う
な
空
。

◆
雲く

も

の
峰み

ね

　山
の
峰
の
よ
う
な
雲
。
入
道
雲
。

◆
朧お

ぼ
ろ

月づ
き

　ほ
の
か
に
か
す
ん
だ
春
の
月
。

◆
東こ

風ち

　春
を
告
げ
る
東
の
風
。

◆
春は

る

一い
ち

番ば
ん

　立
春
後
初
め
て
吹ふ

く
強
い
南
風
。

◆
菜な

種た
ね

梅づ

雨ゆ

　菜
の
花
が
盛さ

か

り
の
三
月
か
ら
四

月
に
か
け
て
降
り
続
く
小
雨
。

◆
花は

な

冷び

え

　桜
が
咲さ

く
頃こ

ろ

の
急
な
冷
え
込こ

み
。

◆
花は

な

曇ぐ
も

り

　桜
が
咲
く
頃
の
薄う

す

曇ぐ
も

り
。

◆
霞か

す
み

　遠
景
が
ぼ
ん
や
り
す
る
現
象
。

特
に
春
に
起
こ
る
も
の
を
い
う
。

夏

春

 

寒か
ん

露ろ

 

霜そ
う

降こ
う

冬 
立り

っ

冬と
う

 
小し

ょ
う

雪せ
つ

 

大た
い

雪せ
つ

 

冬と
う

至じ

 

小し
ょ
う

寒か
ん

 

大だ
い

寒か
ん

﹇ 

写
真 

﹈

・
紫し

雲う
ん

出で

山や
ま

（
香か

川が
わ

県
）
か

ら
眺な
が

め
る
朝
霞

・
菜
種
梅
雨
の
菊き
く

池ち

川
（
熊く
ま

本も
と

県
）

・
中な
か
ぐ
す
く
わ
ん

城
湾
（
沖お
き

縄な
わ

県
）
と
雲

の
峰

・
五
月
雨
の
蓼た
て

科し
な

高
原
（
長

野
県
）

・
猿さ
る

楽が
く

台だ
い

地ち

の
そ
ば
畑
（
福

島
県
）
と
鰯
雲

・
那な

智ち

高
原
（
和
歌
山
県
）

か
ら
見
る
名
月

・
大だ
い

山せ
ん

（
鳥と
っ

取と
り

県
）
に
降
り

た
霜

・
白し
ら

川か
わ

郷ご
う（

岐ぎ

阜ふ

県
）
の
氷
柱

◆
名め

い

月げ
つ

　旧
暦
の
八
月
十
五
夜
の
月
。

◆
釣つ

る

瓶べ

落お

と
し

　井い

戸ど

に
落
と
す
釣
瓶
の
よ
う
に
、

秋
の
日
が
急
に
沈し

ず

む
様
子
を
い
う
。

◆
雁か

り

渡わ
た

し

　雁
か
り（
が
ん
）が

渡
る
頃
に
吹
く
北
風
。

◆
野の

分わ
き

　秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
吹
く
暴

風
。
台
風
。

◆
時し

ぐ
れ雨

　晩
秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
の
、

降
っ
た
り
や
ん
だ
り
す
る
雨
。

◆
霜し

も
　冬
の
寒
い
朝
、
地
面
を
白
く
覆お

お

う
氷
の
細
か
い
結け

っ

晶し
ょ
う

。

　「
枕

ま
く
ら
の
そ
う

　

草
子し

」
に
も
冬
の
風ふ

情ぜ
い

と

し
て
描え

が

か
れ
て
い
る（
119
ペ
ー
ジ
）。

◆
風か

ざ

花は
な

　晴
天
に
、
花
の
よ
う
に
舞ま

う
雪
。

◆
氷つ

ら
ら柱

　軒の
き

先さ
き

な
ど
に
垂
れ
下
が
っ
た
氷
。

◆
秋あ

き

晴ば

れ

　秋
の
空
が
澄す

ん
で
晴
れ
わ
た
っ

た
様
子
。

◆
霧き

り
　微び

細さ
い

な
水す

い

滴て
き

が
立
ち
込
め
る
現

象
。
特
に
秋
に
起
こ
る
も
の
を
い

う
。

◆
鰯い

わ
し

雲ぐ
も

　魚
の
う
ろ
こ
の
よ
う
な
雲
。
鰯

の
大
漁
の
前
兆
と
さ
れ
た
。

◆
小こ

春は
る

日び
よ
り和

　初
冬
の
穏お

だ

や
か
で
暖
か
い
天
候
。

◆
木こ

枯が

ら
し

　晩
秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
吹
く
、

強
く
冷
た
い
風
。

◆
空か

ら

風か
ぜ

　冬
に
、
雨
や
雪
を
伴と

も
な

わ
ず
強
く

吹
く
、
乾か

わ

い
た
北
風
。

冬

秋

 

霞

 

雲
の
峰

 

菜
種
梅
雨

 

鰯
雲

 

霜

 

名
月

 

氷
柱

 

五
月
雨

源氏軍（右側の白旗の船）と平家軍（左側の赤旗の船）は壇ノ浦での決戦を迎える。右上の先頭を進む船に乗り，扇
おうぎ

を持っているのが義経。

7

　
寿
永
三
︵
一
一
八
四
︶
年
一
月
︑

義
経
軍
は
︑
京
へ
あ
と
一
歩
と
い

う
と
こ
ろ
で
︑
宇
治
川
︵
京
都
府

宇
治
市
︶
の
急
流
に
足
を
止
め
ら

れ
る
︒
最
初
に
馬
で
川
を
渡わ

た

り
き

る
の
は
誰だ

れ

か
︑
先
を
争
っ
て
川
に

入
る
︒

　
義
仲
は
︑
京
に
攻
め
入
っ
た
義

経
軍
を
防
ぎ
き
れ
ず
︑
退た

い

却き
ゃ
く

の
途と

中ち
ゅ
う

︑
粟あ

わ

津づ

︵
滋し

賀が

県
大お

お

津つ

市
︶
で

命
を
落
と
す
︒

■5 

一い
ち

ノ
谷た

に

の
戦
い

　
西
国
へ
逃の

が

れ
て
い
た
平
家
は
︑

い
っ
た
ん
勢
力
を
盛
り
返
し
︑
三

方
を
海
と
山
に
囲
ま
れ
た
一
ノ
谷

︵
兵ひ

ょ
う

庫ご

県
神こ

う

戸べ

市
︶
に
城
を
築
く
︒

　
寿
永
三
︵
一
一
八
四
︶
年
二
月
︑

源
氏
は
範
頼
軍
と
義
経
軍
に
分
か

れ
て
こ
れ
を
攻
め
︑
一
ノ
谷
の
背

後
に
回
っ
た
義
経
軍
は
︑
鵯

ひ
よ
ど
り越ご
え

の

険
し
い
崖が

け

を
馬
で
一
気
に
駆か

け
下

り
て
︑
平
家
軍
を
襲お

そ

う
︒

　
奇き

襲し
ゅ
う

に
遭あ

っ
て
総そ

う

崩く
ず

れ
と
な
っ

た
平
家
軍
は
海
上
へ
逃
れ
︑
屋や

島し
ま

︵
香か

川が
わ

県
高た

か

松ま
つ

市
︶
に
退
く
︒

■6 

屋
島
の
戦
い

　
元げ

ん

暦り
ゃ
く

二
︵
一
一
八
五
︶
年
二
月
︑

義
経
は
僅わ

ず

か
な
軍
勢
で
四
国
へ
渡

り
︑
屋
島
を
急
襲
す
る
︒
慌
て
た

平
家
は
沖お

き

へ
逃
れ
︑
義
経
軍
と
の

小こ

競ぜ

り
合
い
の
の
ち
︑
瀬せ

戸と

内な
い

海か
い

を
西
へ
と
敗
走
す
る
︒

　
﹁
那な

須す

与よ

一い
ち

﹂︵
137
ペ
ー
ジ
︶

や
﹁
弓ゆ

み

流な
が
し

﹂︵
140
ペ
ー
ジ
︶
は
︑

こ
の
戦
い
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
︒

■7 

壇だ
ん

ノ
浦う

ら

の
戦
い

　
同
年
三
月
︑
壇
ノ
浦
︵
山
口
県

下し
も
の
せ
き関

市
︶
の
海
上
で
行
わ
れ
た
決

戦
に
敗
れ
︑
平
家
は
滅
亡
す
る
︒

敗
戦
を
覚か

く

悟ご

し
た
二に

位い

の
尼あ

ま

︵
清

盛
の
妻
︶
が
︑
安
徳
天
皇
を
抱だ

き

か
か
え
て
入じ

ゅ

水す
い

す
る
︒
そ
れ
を
見

た
女
性
た
ち
は
次
々
と
海
に
入
り
︑

武
将
た
ち
は
壮そ

う

絶ぜ
つ

な
最さ

い

期ご

を
遂と

げ

る
︒

の

134 133

頼朝の行動
義仲の進路
義経の進路
範頼の進路

一番乗りの名
めい

誉
よ

を得ようと，二人の武将が宇治川の急流に飛び出す。

4

義経は鵯
ひよどり

越
ごえ

からまず馬を落とし，無事着地するのを見て，一気に駆け下りる。

5

平家の兵は義仲軍に追い詰
つ

められ，俱利伽羅峠の谷に次々と落ちていく。

3

頼朝の行動
義仲の進路
義経の進路
範頼の進路

平
ひら

泉
いずみ

鎌倉
木
曽

京
都

12

3

456
7

■1 

石い
し

橋ば
し

山や
ま

の
戦
い

　
治じ

承し
ょ
う

四
︵
一
一
八
〇
︶
年
八
月
︑

源
頼よ

り

朝と
も

は
平
家
討と

う

伐ば
つ

の
た
め
に
伊い

豆ず

︵
静し

ず

岡お
か

県
︶
で
挙
兵
す
る
が
︑

石
橋
山
︵
神か

奈な

川が
わ

県
小お

田だ

原わ
ら

市
︶

の
戦
い
で
大
敗
す
る
︒

　
そ
の
後
︑
頼
朝
は
鎌
倉
︵
神
奈

川
県
鎌
倉
市
︶
を
本ほ

ん

拠き
ょ

地ち

と
す
る
︒

　
ま
た
︑
同
年
九
月
︑
木
曽
義
仲

も
木
曽
︵
長
野
県
︶
で
挙
兵
す
る
︒

■2 

富ふ

士じ

川が
わ

の
戦
い

　
同
年
十
月
︑
源げ

ん

氏じ

軍
と
平
家
軍

は
富
士
川
︵
静
岡
県
富
士
市
︶
を

挟は
さ

ん
で
陣じ

ん

を
構
え
る
︒
夜
中
︑
水

鳥
の
飛
び
立
つ
音
を
聞
き
︑
敵
の

襲し
ゅ
う

来ら
い

か
と
驚お

ど
ろ

い
た
平
家
軍
は
︑
戦

わ
ず
し
て
敗
走
す
る
︒

　
治
承
五
︵
一
一
八
一
︶
年
二
月
︑

清
盛
は
熱
病
で
命
を
落
と
す
︒

■3 

俱く

利り

伽か

羅ら

峠と
う
げ

の
戦
い

　
寿じ

ゅ

永え
い

二
︵
一
一
八
三
︶
年
五
月
︑

加か

賀が

︵
石
川
県
︶・
越え

っ

中ち
ゅ
う︵

富
山
県
︶

ま
で
進
ん
だ
平
家
軍
を
義
仲
軍
が

迎む
か

え
撃う

つ
︒
義
仲
軍
は
日
暮
れ
を

待
ち
︑
平
家
軍
の
背
後
に
回
っ
て
︑

一い
っ

斉せ
い

に
旗
を
掲か

か

げ
声
を
あ
げ
る
︒

慌あ
わ

て
て
逃に

げ
る
平
家
の
兵
は
︑
俱

利
伽
羅
峠
︵
富
山
県
小お

矢や

部べ

市
と

石
川
県
河か

北ほ
く

郡
津つ

幡ば
た

町
の
境
︶
の

谷
に
次
々
と
落
ち
て
い
く
︒

　
同
年
七
月
︑
義
仲
軍
が
京
に
迫せ

ま

る
と
︑
平
家
は
六
歳さ

い

の
安あ

ん

徳と
く

天て
ん

皇の
う

︵
清
盛
の
孫
︶
を
伴と

も
な

っ
て
都
を
離は

な

れ
︑
西
国
へ
向
か
う
︒

　
一
方
︑
京
で
は
︑
後ご

白し
ら

河か
わ

法ほ
う

皇お
う

と
義
仲
と
の
対
立
が
深
ま
る
︒

■4 

宇う

治じ

川が
わ

の
戦
い

　
義
仲
を
討
て
と
い
う
法
皇
の
命

令
を
受
け
た
頼
朝
は
︑
弟
の
範の

り

頼よ
り

︑

義
経
を
大
将
と
す
る
大
軍
を
差
し

向
け
る
︒ 源

平
の
合
戦

132 131

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

考える技術を手に入れる。

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

日本の知恵と技、世界へ。
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◆ 読む〈 構成・展開 〉　鰹節―世界に誇る伝統食

﹇ 

目 

標 

﹈

　�

文
章
全
体
と
部
分
と
の
関
係
や
、
筆
者

の
書
き
方
の
工く

夫ふ
う

に
注
意
し
て
、
内
容

を
読
み
取
る
。

　�

筆
者
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
捉と

ら

え
、

自
分
の
考
え
を
持
つ
。

◌◌

鰹か
つ
お

節ぶ
し

―
世
界
に
誇ほ

こ

る
伝
統
食

�

小こ

泉い
ず
み

武た
け

夫お

　
皆み

な

さ
ん
は
、
世
界
一
硬か

た

い
食
べ
物
は
何
だ
と
思

わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
答
え
は
、
日
本
の
鰹
節

で
す
。

　
鰹
節
と
い
う
と
、
お
好
み
焼
き
な
ど
に
振ふ

り
か

け
る
お
が
く
ず
の
よ
う
な
ふ
わ
ふ
わ
の
食
べ
物
を

思
い
浮う

か
べ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ

の
ふ
わ
ふ
わ
の
も
の
は
正
確
に
は
鰹
節
を
削け

ず

っ
た

削
り
節
で
、
鰹
節
と
は
本
来
削
る
前
の
状
態
の
も

の
を
い
い
ま
す
。
鰹
節
は
、
名
前
か
ら
も
分
か
る

と
お
り
魚
の
鰹
の
加
工
品
な
の
で
す
が
、
と
て
も

硬
く
、
鰹
節
ど
う
し
を
た
た
き
合
わ
せ
る
と
カ
ー

ン
と
拍ひ

ょ
う

子し

木ぎ

を
打
っ
た
よ
う
な
い
い
音
が
し
ま
す
。

昔
は
ど
こ
の
家
庭
で
も
、
こ
の
硬
い
鰹
節
を
買
っ

て
き
て
か
ん
な
で
削
っ
て
食
べ
て
い
ま
し
た
。
か

ん
な
で
削
っ
て
食
べ
る
魚
な
ん
て
世
界
中
ど
こ
を
探
し
て
も
あ
り
ま
せ
ん
。
硬
い
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
中
国
の
乾カ

ン

鮑パ
オ

や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
干
し
肉
と
比
べ
て
も
、
鰹
節
は
圧あ

っ

倒と
う

的
に
硬
い
の
で
す
。

　
鰹
節
が
硬
い
の
は
、
乾か

ん

燥そ
う

し
て
い
る
か
ら
で
す
。
例
え
ば
イ
カ
を
乾
燥
さ
せ
た
ス
ル
メ
が
硬
い
よ
う
に
、

鰹
節
も
鰹
を
乾
燥
さ
せ
て
い
る
か
ら
硬
い
の
で
す
。

　
で
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
加
工
す
れ
ば
、
刺さ

し
身
で
食
べ
ら
れ
る
柔や

わ

ら
か
い
鰹
を
、
か
ん
な
で
削

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
ほ
ど
の
硬
さ
に
ま
で
乾
燥
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
秘
密
を

鰹
節
の
製
法
か
ら
探さ

ぐ

っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
鰹
節
を
作
る
に
は
、
ま
ず
、
新し

ん

鮮せ
ん

な
鰹
を
三
枚
に
お
ろ
し
ま
す
。
そ
の
お
ろ
し
た
身
の
部
分
を
「
節ふ

し

」

と
い
う
の
で
す
が
、
こ
れ
を
一
度
煮に

た
後
、
冷
ま
し
て
身
を
引
き
締し

め
ま
す
。
次
に
、
節
か
ら
骨
・
皮
・

う
ろ
こ
な
ど
を
取
り
除
き
、
こ
れ
を
底
が
簀す

の
子
に
な
っ
て
い
る
木
の
箱
に
入
れ
、
下
か
ら
ま
き
を
た
い

て
数
日
か
け
て
い
ぶ
し
ま
す
。こ
う
す
る
と
節
の
表
面
は
燻く

ん

製せ
い

に
な
り
ま
す
が
、中
に
は
ま
だ
水
分
が
残
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
状
態
を
「
荒あ

ら

節ぶ
し

」
と
い
い
ま
す
。

　
荒
節
の
表
面
を
削
っ
て
整
形
し
た
ら
、
次
は
い
よ
い
よ
カ
ビ
付
け
と
よ
ば
れ
る
工
程
で
す
。
節
を
四
、

五
日
間
日
光
で
乾
燥
さ
せ
て
か
ら
、
カ
ビ
付
け
用
の
桶お

け

に
並
べ
ま
す
。
こ
の
桶
は
何
十
年
と
使
っ
て
い
る

の
で
、
桶
の
内
側
に
は
鰹
節
菌き

ん

が
た
く
さ
ん
す
み
着
い
て
い
ま
す
。
鰹
節
菌
と
い
う
の
は
カ
ビ
の
一
種
で
、

カ
ビ
と
い
っ
て
も
、
病
気
や
腐ふ

敗は
い

を
起
こ
す
悪
玉
カ
ビ
で
は
な
く
、
人
間
に
と
っ
て
い
い
仕
事
を
し
て
く

れ
る
善
玉
カ
ビ
で
す
。こ
の
カ
ビ
桶
に
節
を
入
れ
て
お
く
と
、一
週
間
か
ら
十
日
で
節
の
表
面
全
体
に
び
っ

し
り
と
カ
ビ
が
生
え
て
き
ま
す
。
こ
れ
を
一
番
カ
ビ
と
い
い
ま
す
。
十
日
目
辺
り
で
い
っ
た
ん
こ
れ
を
取

り
出
し
、
は
け
で
き
れ
い
に
カ
ビ
を
落
と
し
て
再
び
日
干
し
し
、
再
度
カ
ビ
桶
に
入
れ
る
と
、
一
週
間
か

ら
十
日
で
ま
た
カ
ビ
が
密
生
し
て
き
ま
す
。
こ
れ
が
二
番
カ
ビ
で
す
。
こ
の
後
同
様
の
操
作
を
繰く

り
返
し
、

510

5101520

読
む
〈
構
成
・
展
開
〉

9

煮 

（
シ
ャ
）

　
に
る

　
に
え
る

　
に
や
す

雑ぞ
う

煮に

15

菌
　
キ
ン

殺さ
っ

菌き
ん

16

腐
　
フ

　
く
さ
る

　
く
さ
れ
る

　
く
さ
ら
す

魚さ
か
な

が
腐く

さ

る

20

繰
　
く
る

糸い
と

を
繰く

る

7

探
さ
ぐ
る

2

文�

圧
倒
的

2

乾
鮑

　
鮑あ

わ
び

の
肉
を
干
し
て
乾か

ん

燥そ
う

さ
せ
た
も
の
。

中
国
の
高
級
食
材
。

2

干
し
肉

　
鳥ち

ょ
う
じ
ゅ
う

獣
の
肉
を
乾
燥
さ
せ
た
も
の
。

8

三
枚
に
お
ろ
す

　
魚
を
料
理
す
る
と
き
に
、
頭
を
落
と
し

て
か
ら
、
身
を
片
身
二
枚
と
中
骨
の
三
つ

に
切
り
離は

な

す
こ
と
。

10

簀
の
子

　
竹
や
板
を
、
間
を
空
け
て
並
べ
、
横
板

に
打
ち
付
け
た
も
の
。

12

拍
子
木

　
堅か

た

い
木
で
作
っ
た
、
二
本
の
四
角
い
棒

状
の
用
具
。
打
ち
合
わ
せ
て
鳴
ら
し
、
拍

子
を
取
っ
た
り
、
合
図
し
た
り
す
る
。

8

類�

本
来

1

硬
　
コ
ウ

　
か
た
い

硬こ
う

貨か

174175

◆ 読む〈 読書 2 〉　歴史の物差し―水月湖の年縞

水月湖の年縞

読
書
へ
の
招
待

　
二
〇
一
二
年
七
月
︑パ
リ
の
ユ
ネ
ス
コ
本
部
で
開か

い

催さ
い

さ
れ
た﹁
第

二
十
一
回
国
際
放
射
性
炭
素
会
議
・
パ
リ
二
〇
一
二
﹂
で
︑﹁
日

本
は
す
ご
い
ぞ
！
﹂
と
叫さ

け

び
た
く
な
る
決
定
が
下
さ
れ
た
︒
福ふ

く

井い

県
若わ

か

狭さ

町ち
ょ
う

の
水
月
湖
の
年
縞
が
︑
世
界
の
歴
史
の
標
準
時
と
な
っ

た
の
だ
︒

　
歴
史
の
標
準
時
と
聞
い
て
も
︑
ぴ
ん
と
こ
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
れ

は
︑
ど
う
い
う
こ
と
か
︒
歴
史
で
は
︑
そ
れ
が
い
つ
の
も
の
か
は

何
よ
り
も
重
要
だ
︒
歴
史
と
は
︑﹁
い
つ
﹂
を
知
る
こ
と
な
の
だ

か
ら
︒
歴
史
的
な
遺
物
が
発は

っ

掘く
つ

さ
れ
た
と
す
る
︒
そ
れ
が
︑
い
つ

の
も
の
か
を
調
べ
る
有
力
な
手
段
と
し
て
︑
放
射
性
炭
素
︵
炭
素

①

②

14
︶
の
特
別
な
性
質
を
利
用
し
た
年
代
測
定
が
行
わ
れ
る
︒

　
大
気
中
の
二
酸
化
炭
素
に
は
︑
一
定
の
割
合
で
炭
素
14
が
含ふ

く

ま

れ
て
い
る
︒
植
物
は
光
合
成
に
よ
っ
て
二
酸
化
炭
素
を
取
り
込こ

ん

で
い
る
た
め
︑
植
物
が
光
合
成
を
続
け
て
い
る
間
は
︑
植
物
内
に

も
一
定
の
割
合
で
炭
素
14
が
存
在
し
続
け
る
︒
し
か
し
︑
例
え
ば

落
ち
た
葉
で
は
︑
光
合
成
は
も
う
行
わ
れ
な
い
の
で
︑
新
た
に
炭

素
14
が
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
︑
葉
の
中
に
は
生
き
て

い
た
間
に
取
り
込
ま
れ
た
炭
素
14
だ
け
が
残
る
︒
こ
の
残
さ
れ
た

炭
素
14
は
︑
長
い
時
間
を
か
け
て
ゆ
っ
く
り
と
︑
き
ま
っ
た
速
さ

で
減
っ
て
い
く
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
︒
こ
の
性
質
を
利
用
す
れ

ば
︑
枯か

れ
葉
︵
古
い
時
代
で
は
葉
の
化
石
︶
の
中
に
残
る
炭
素
14

の
割
合
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
落
葉
し
て
か
ら
何
年
が
経
過

し
た
か
が
分
か
る
︒
人
間
も
動
物
も
植
物
を
食
べ
て
い
る
た
め
︑

炭
素
14
に
よ
る
年
代
測
定
は
︑
人
間
や
動
物
で
も
行
う
こ
と
が
で

き
る
︒
古
代
の
ミ
イ
ラ
で
も
測
定
が
可
能
な
の
で
あ
る
︒

　
だ
が
︑
こ
の
測
定
で
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
は
正
確
で
は
な
く
︑
誤

差
が
つ
き
ま
と
う
︒
大
気
中
の
炭
素
14
の
割
合
は
ほ
ぼ
一
定
と
は

い
っ
て
も
︑
厳
密
に
は
年
ご
と
に
僅わ

ず

か
に
変
化
し
て
い
る
か
ら
だ
︒

そ
こ
で
︑
で
き
る
だ
け
正
確
で
長
い
歴
史
の
物
差
し
が
求
め
ら
れ

て
き
た
︒
そ
れ
が
︑
水
月
湖
の
年
縞
で
得
ら
れ
た
の
だ
︒

　
﹁
年
縞
﹂︒
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
だ
︒
樹
木
の
年
輪
は
︑
そ
の

輪
の
縞し

ま

の
一
本
が
一
年
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
︒
年
輪
の
数
を
調
べ
れ
ば
樹じ

ゅ

齢れ
い

が
分
か
る
︒
夏
は
木
の
生
長

が
速
く
︑
冬
は
生
長
が
遅お

そ

い
︒
年
輪
の
一
つ
一
つ
の
幅は

ば

を
調
べ
れ

ば
︑
夏
や
冬
の
長
さ
も
分
か
る
︒
こ
の
年
輪
に
相
当
す
る
縞
が
︑

実
は
湖こ

沼し
ょ
う

の
底
の
堆た

い

積せ
き

層
に
も
残
さ
れ
て
い
る
︒

　
静
か
で
深
い
湖
沼
の
底
に
は
︑
春
︑
梅つ

雨ゆ

︑
夏
︑
秋
︑
晩
秋
︑

冬
と
︑
季
節
に
よ
っ
て
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
︑
そ
っ
と
降

り
積
も
っ
て
い
る
︒
植
物
の
葉
や
花
粉
︑
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の

死し

骸が
い

︑
周
囲
の
山
が
浸し

ん

食し
ょ
く

さ
れ
流
れ
込
ん
だ
土ど

壌じ
ょ
う

︑
湖
水
に
含
ま

③

歴
史
の
物
差
し

︱
水す

い

月げ
つ

湖こ

の
年ね

ん

縞こ
う

 

山や
ま

根ね

一か
ず

眞ま

51015

510202530
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◆ 読む〈 吟味・判断 〉　哲学的思考のすすめ

　
試
験
の
問
題
に
は
正
解
が
あ
る
。
だ
け
ど
、
ま
だ
誰だ

れ

も
正
解
に
た
ど
り
着
い
て
い
な
い
、
正
解
が
あ
る

か
ど
う
か
さ
え
分
か
ら
な
い
、
そ
ん
な
問
題
も
あ
る
。
い
や
、
そ
う
い
う
問
題
の
ほ
う
が
多
い
。
だ
か
ら
、

考
え
る
力
を
身
に
つ
け
る
に
は
、
試
験
勉
強
だ
け
し
て
い
た
の
で
は
だ
め
だ
。
と
き
に
は
正
解
の
は
っ
き

り
し
な
い
問
題
を
、
じ
っ
く
り
と
、
そ
う
、
哲
学
的
に
、
考
え
て
み
よ
う
！

　
何
も
難
し
い
こ
と
を
考
え
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
哲
学
的
に
考
え
る
、
そ
れ
は
物
事
を
根
本
的
に

考
え
ぬ
こ
う
と
す
る
こ
と
だ
。
身
近
で
あ
た
り
ま
え
と
思
っ
て
い
る
こ
と
ほ
ど
、
根
本
的
な
と
こ
ろ
は
あ

や
ふ
や
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
恥は

ず
か
し
い
」
と
い
う
感
情
は
誰
で
も
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
あ

り
ふ
れ
た
も
の
だ
。
だ
け
ど
、
そ
も
そ
も
「
恥
ず
か
し
い
」
っ
て
ど
う
い
う
感
情
な
の
だ
ろ
う
。「
恥
ず

か
し
い
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
？
」
と
尋た

ず

ね
ら
れ
て
、
き
ち
ん
と
答
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
た
ぶ

ん
、
そ
ん
な
こ
と
は
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
今
も
う
ま
く
答
え
ら
れ
な
い
に
ち
が
い
な
い
。

で
も
、
考
え
て
み
よ
う
。

　
根
本
的
な
問
い
か
け
に
は
簡
単
に
答
え
は
出
せ
な
い
。
だ
か
ら
、
ど
う
し
た
っ
て
哲
学
的
に
考
え
る
こ

と
は
試
行
錯さ

く

誤ご

に
な
る
。
い
ろ
い
ろ
な
考
え
を
検
討
し
な
が
ら
、
手て

探さ
ぐ

り
で
少
し
ず
つ
前
進
す
る
。
こ
こ

で
は
、
一
つ
の
例
と
し
て
「
恥
ず
か
し
い
」
と
い
う
感
情
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
で
、
そ
ん
な
哲
学

的
な
考
え
方
を
体
験
し
て
み
よ
う
。
さ
て
、
問
題
は
こ
う
だ
。

　
恥
ず
か
し
い
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
？

　
と
は
い
え
、
こ
ん
な
ふ
う
に
正
面
き
っ
て
問
い
か
け
て
も
、
何
を
ど
う
考
え
て
よ
い
か
分
か
ら
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
辞
書
み
た
い
に
「
恥
ず
か
し
い
と
は
、
こ
れ
こ
れ
の
感
情
で
あ
る
。」
と

一
言
で
答
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
恥
ず
か
し
さ
に
つ
い
て
よ
く
分
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。

「
恥
ず
か
し
い
と
は
何
か
」
と
大
上
段
に
問
う
の
で
は
な
く
、
ま
ず
恥
ず
か
し
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

疑
問
に
思
う
こ
と
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
中
か
ら
、
今
の
自
分
に
も
考
え
ら
れ
そ
う
な
問
い
は

な
い
だ
ろ
う
か
、
探
し
て
み
る
。
さ
あ
、
ど
う
い
う
疑
問
が
湧わ

く
だ
ろ
う
か
。

　
同
じ
こ
と
で
も
、
恥
ず
か
し
い
か
ど
う
か
、
人
に
よ
っ
て
違ち

が

う
場
合
が
あ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
？
　
人

間
以
外
の
動
物
も
恥
ず
か
し
が
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
恥
ず
か
し
い
と
感
じ
る
の
は
、
ど
う
い
う
と
き
だ
ろ

う
？
　
そ
う
そ
う
。
そ
ん
な
感
じ
。
こ
う
い
う
疑
問
を
考
え
な
が
ら
、「
恥
ず
か
し
い
」
と
い
う
感
情
の

姿
を
浮う

き
彫ぼ

り
に
し
て
い
く
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
ど
う
い
う
と
き
に
恥
ず
か
し
い
と
感
じ
る
の
か
、
こ
の
疑

問
か
ら
考
え
て
い
こ
う
。
こ
の
問
い
か
け
な
ら
、
す
ぐ
に
あ
れ
こ
れ
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。

　
ふ
だ
ん
の
生
活
の
中
で
、
ど
う
い
う
と
き
に
私わ

た
し

た
ち
は
恥
ず
か
し
い
と
感
じ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
具
体

的
に
考
え
て
み
よ
う
。
ど
う
か
な
？
　
例
え
ば
、
授
業
で
先
生
に
当
て
ら
れ
た
の
に
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

グ
ル
ー
プ
で
ダ
ン
ス
を
し
て
い
て
、
自
分
だ
け
動
き
を
間
違
え
て
し
ま
っ
た
。「
万ば

ん

里り

の
長ち

ょ
う
じ
ょ
う城

」
を
「
万

里
の
頂
上
」
と
書
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
ん
な
答
え
が
思
い
つ
き
そ
う
だ
。

　
い
く
つ
か
考
え
た
ら
、
そ
の
共
通
点
を
考
え
て
み
よ
う
。
具
体
例
を
「
一い

っ

般ぱ
ん

化
」
す
る
わ
け
だ
。
こ
こ

で
出
し
た
具
体
例
は
全
て
失
敗
の
例
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
三
つ
の
具
体
例
を
根こ

ん

拠き
ょ

に
し

て
、「
人
は
失
敗
し
た
と
き
に
恥
ず
か
し
い
と
感
じ
る
。」
と
い
う
結
論
が
導
け
そ
う
だ
。

哲て
つ

学が
く

的
思
考
の
す
す
め

�

野の

矢や

茂し
げ

樹き

5105101520

﹇ 

目 

標 

﹈

　�

論
の
進
め
方
を
捉と

ら

え
、
文
章
の
内
容
を

読
み
取
る
。

　�

筆
者
の
考
え
な
ど
に
つ
い
て
、
知
識
や

体
験
と
関
連
づ
け
て
自
分
の
考
え
を
持

つ
。

◌◌

読
む
〈
吟ぎ

ん

味み

・
判
断
〉

意�

哲
学

5

文�

根
本
的

7

類�

感
情

7

類�

あ
り
ふ
れ
た

13

意�

試
行
錯
誤

哲
　
テ
ツ

先せ
ん

哲て
つ

7

恥
　
チ

　
は
じ
る

　
は
じ

　
は
じ
ら
う

　
は
ず
か
し
い

無む

恥ち

13

錯
　
サ
ク

錯さ
っ

覚か
く

8

湧
　
ユ
ウ

　
わ
く

湧ゆ
う

出し
ゅ
つ

3

文�

正
面
き
っ
て

6

意�

大
上
段

12

意�

浮
き
彫
り
に
す
る

14

対�

具
体
的

18

類�

対�

一
般

16

万
里
の
長
城

　
中
国
の
北
側
の
国
境
近
く
に
あ
る
長
大

な
城じ

ょ
う

壁へ
き

。
歴
代
の
王
朝
が
防ぼ

う

御ぎ
ょ

の
た
め
に

築
い
た
も
の
。
一
九
八
七
年
に
世
界
遺
産

に
登
録
さ
れ
た
。

デメリットメリット

レジ袋を
有料化すると

レジ袋の節約になる

スーパーに
お金が入る

客がお金を出さなく
てはいけない

不便になる

売り上げが減るごみが減る

198199

◆ 話す・聞く〈 話し合う 〉　話し合いで問題を検討しよう

5 5

　
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
話

題
の
中
か
ら
︑
自
分
た
ち
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
そ
う
な
も
の

を
選
び
︑
討
論
の
テ
ー
マ
︵﹁
︙
︙
す
る
べ
き
か
︒﹂︶
を
決
め
よ
う
︒

　
テ
ー
マ
を
決
め
た
ら
︑四
～
六
名
の
グ
ル
ー
プ
を
作
り
︑グ
ル
ー

プ
内
で
︑
そ
れ
を
実じ

っ

施し

し
た
場
合
に
生
じ
そ
う
な
メ
リ
ッ
ト
と
デ

メ
リ
ッ
ト
を
出
し
合
っ
て
︑
下
の
よ
う
に
模
造
紙
に
書
き
出
そ
う
︒

1
討
論
の
テ
ー
マ
を
決
め
、
メ
リ
ッ
ト
と

デ
メ
リ
ッ
ト
を
書
き
出
す

 

↓
298
ペ
ー
ジ
「
話
す
こ
と
・
書
く
こ
と 

題
材
例
」

テ
ー
マ
を
決
め
、
メ
リ
ッ
ト
と

デ
メ
リ
ッ
ト
を
出
し
合
う

 ◌
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
て
話
題
を
見
つ
け
る
。

 ◌ 

見
つ
け
た
話
題
を
も
と
に
、
多
様
な
見
方
が
で
き
る
か
、
参
考
に
で
き
る

事
例
を
探
せ
る
か
な
ど
に
注
意
し
て
、
討
論
の
テ
ー
マ
を
決
め
る
。

 ◌ 

実
施
し
た
場
合
に
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
な

る
べ
く
多
く
出
し
合
う
。
メ
デ
ィ
ア
の
情
報
を
参
考
に
し
て
も
よ
い
。

言
葉
の

力

▼ 

さ
ま
ざ
ま
な
話
題

・
十
五
歳さ

い

選
挙
権
　
　
　
・
国
会
一
院
制

・
救
急
車
の
有
料
化
　

・
レ
ジ
袋ぶ

く
ろ

の
有
料
化

◎  

日
本
全
国
で
レ
ジ
袋
の
有
料
化
を
義
務
づ
け
る
べ
き
か
︒

▼ 

討
論
の
テ
ー
マ
を
決
め
る

▼ 

メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
書
き
出
す

　
グ
ル
ー
プ
で
︑
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
︑

リ
ン
ク
マ
ッ
プ
に
左
の
よ
う
に
書
き
込こ

み
な
が
ら
話
し
合
お
う
︒

　
一
つ
ず
つ
司
会
者
を
交こ

う

替た
い

し
な
が
ら
進
め
︑
次
ペ
ー
ジ
の
よ
う

な
リ
ン
ク
マ
ッ
プ
を
完
成
さ
せ
よ
う
︒

2
リ
ン
ク
マ
ッ
プ
を
完
成
す
る

⑵　メリット・デメリットの意味を考える。
「何で重要なの？」

⑴　テーマからメリット・デメリット
までの道筋を埋

う

めていく。 
「どうしてそうなるの？」

③

司 

会
者
　
そ
れ
で
は
ま
ず
︑﹁
レ
ジ
袋
の
節
約
に
な
る
﹂
の
道
筋
を
リ
ン

ク
マ
ッ
プ
に
書
き
込
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
︒
レ
ジ
袋
を
有
料
化
す
る
と
︑

ど
う
し
て
レ
ジ
袋
の
節
約
に
な
る
ん
で
す
か
︒

A 

　
お
金
が
か
か
る
の
で
︑
客
は
レ
ジ
袋
を
あ
ま
り
使
わ
な
く
な
る
︒

司 

会
者
　
︵
①
を
記
入
す
る
︶
そ
う
す
る
と
？

B 

　
ス
ー
パ
ー
が
レ
ジ
袋
を
あ
ま
り
仕
入
れ
な
く
な
る
︒

司 

会
者
　
︵
②
を
記
入
す
る
︶
そ
う
し
て
レ
ジ
袋
の
節
約
に
な
る
と
い
う

わ
け
で
す
ね
︒

C 

　
レ
ジ
袋
っ
て
︑
石
油
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
︑
資
源
の
節
約
に
つ

な
が
る
よ
ね
︒

司 

会
者
　
な
る
ほ
ど
︒
そ
う
す
る
と
︑
資
源
の
節
約
と
い
う
言
い
方
の
ほ

う
が
︑
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
説
得
力
が
あ
り
ま
す
ね
︒︵
③
を
記
入
す
る
︶

　  

メ
リ
ッ
ト
の
ゴ
ー
ル
を
︑﹁
資
源
の
節
約
に
な
る
﹂
に
し
ま
し
た
︒
で
は
︑

そ
も
そ
も
︑
何
で
﹁
資
源
の
節
約
﹂
は
重
要
な
ん
で
す
か
︒﹁
資
源
の

節
約
﹂
の
意
味
は
何
で
し
ょ
う
か
︒

A 

　
限
ら
れ
た
資
源
な
の
だ
か
ら
︑
無む

駄だ

遣づ
か

い
し
な
い
で
大
切
に
使
う
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
な
︒

B 

　
う
ん
︑
そ
れ
は
誰だ

れ

も
否
定
で
き
な
い
こ
と
だ
よ
ね
︒

司
会
者
　
確
か
に
そ
の
と
お
り
で
す
ね
︒︵
④
を
記
入
す
る
︶

▼ 

リ
ン
ク
マ
ッ
プ
に
書
き
込
み
な
が
ら
話
し
合
う

レジ袋の節約になる

② スーパーがレジ袋を
あまり仕入れなくなる

① 客はレジ袋を
あまり使わなくなる

資源の節約になる

④ 限られた資源を大切に使う

何で資源の節約が
重要なの？

そうすると？

どうしてレジ袋の
節約になるの？

レジ袋を
有料化すると

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。

上：巻頭口絵
「四季を彩る言葉」
左：p.128~
「平家物語」

左下：p.174~「歴史の物差し―水月湖の年縞」
右上：p.60~「鰹節―世界に誇る伝統食」

左下：p.197~「話し合いで問題を検討しよう」
右上：p.90~「哲学的思考のすすめ」
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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
　
　
　
　
　
鰹か

つ
お

節ぶ
し

―
世
界
に
誇ほ

こ

る
伝
統
食
　�

�

　
　
　
　
調
べ
て
考
え
た
こ
と
を
伝
え
よ
う
　
　
　
　
　
哲て

つ

学が
く

的
思
考

の
す
す
め

　　
　
　
　
説
得
力
の
あ
る
提
案
を
し
よ
う

生
活
へ
の
広
が
り
　
要
約
の
練
習
を
積
む
と
、
文
章
を
正
し
く
理
解
し
、

的
確
に
表
現
す
る
力
が
つ
く
。
要
約
す
る
力
は
、
読
ん
だ
こ
と
や
聞
い

た
こ
と
を
、
記
録
し
た
り
報
告
し
た
り
す
る
と
き
に
生
か
そ
う
。

読
﹇ 

﹈
60
P

﹇ 

﹈
71
P

書

読
﹇ 

﹈
90
P

﹇ 

﹈
105
P

話

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

家族、友。人との関わりの中で。

4849

◆ 読む〈 文学一 〉　卒業ホームラン

5101520

25303540

　
徹
夫
は
マ
ウ
ン
ド
の
土
を
な
ら
し
、
ボ
ー
ル
を
こ
ね
て
滑
り
を

止
め
た
。
例
え
ば
山
な
り
の
ス
ロ
ー
ボ
ー
ル
、
そ
ん
な
も
の
を
投

げ
る
つ
も
り
は
な
い
。
レ
ギ
ュ
ラ
ー
組
の
打
撃
練
習
の
と
き
と
同

じ
よ
う
に
、
速
球
を
投
げ
込
ん
で
や
る
。
そ
れ
が
、
野
球
が
大
好

き
な
少
年
に
対
す
る
礼れ

い

儀ぎ

だ
。

　
ワ
イ
ン
ド
ア
ッ
プ
の
モ
ー
シ
ョ
ン
で
、投
げ
た
。ど
真
ん
中
だ
っ

た
が
、智
は
空
振
り
し
た
。完
全
な
振
り
遅お

く

れ
で
、バ
ッ
ト
と
ボ
ー

ル
も
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
。
ボ
ー
ル
を
拾
い
に
行
く
背
番
号
16

に
、「
し
っ
か
り
見
ろ
！
」
と
怒
鳴
っ
た
。

　
二
球
目
も
空
振
り
。
外
角
球
に
上
体
が
泳
い
だ
。

 

「
腰こ

し

が
据す

わ
っ
て
な
い
か
ら
だ
め
な
ん
だ
、
い
つ
も
言
っ
て
る
だ

ろ
う
！
」

　
智
は
半
べ
そ
の
顔
で
「
オ
ッ
ス
！
」
と
返
す
。
叱
ら
れ
て
悲
し

い
ん
じ
ゃ
な
い
、
打
て
な
い
の
が
悔
し
い
ん
だ
、
と
伝
え
る
よ
う

に
、
徹
夫
に
投
げ
返
す
球
は
強
か
っ
た
。

　
最
後
の
一
球
だ
。
手
は
抜
か
な
い
。
内
角
高
め
の
ス
ト
レ
ー
ト
。

　
智
は
バ
ッ
ト
を
思
い
切
り
振
っ
た
。

　
快
音
と
ま
で
は
い
か
な
か
っ
た
が
、
確
か
に
ボ
ー
ル
は
バ
ッ
ト

に
当
た
っ
た
。

　
フ
ラ
イ
が
上
が
る
。
ビ
ュ
ン
と
音
を
立
て
て
、
強
い
風
が
吹
い

⑩

⑪

た

︱
が
、
打
球
は
風
に
乗
る
前
に
落
下
し
始
め
、
佳
枝
の
手
前

で
バ
ウ
ン
ド
し
た
。

 

「
ホ
ー
ム
ラ
ン
！
」

　
佳
枝
が
グ
ロ
ー
ブ
を
メ
ガ
ホ
ン
に
し
て
叫さ

け

ん
だ
。「
智
、
今
の

ホ
ー
ム
ラ
ン
だ
よ
！
　
ホ
ー
ム
ラ
ン
！
」
と
何
度
も
言
っ
た
。

　
徹
夫
も
少
し
た
め
ら
い
な
が
ら
、
右
手
を
頭
上
で
回
し
た
。
打

席
で
き
ょ
と
ん
と
す
る
智
に
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
一
周
し
ろ
と
顎あ

ご

で
伝
え
た
。

　
だ
が
、
智
は
納な

っ

得と
く

し
き
ら
な
い
顔
で
た
た
ず
ん
だ
ま
ま
、
バ
ッ

ト
を
手
か
ら
離
さ
な
い
。
徹
夫
を
じ
っ
と
見
つ
め
、
徹
夫
も
ま
っ

す
ぐ
に
見
つ
め
返
し
て
く
る
の
を
確
か
め
る
と
、
帽
子
の
下
で
白

い
歯
を
の
ぞ
か
せ
た
。

 

「
お
父
さ
ん
、
今
の
シ
ョ
ー
ト
フ
ラ
イ
だ
よ
ね
。」

　
来
月
か
ら
中
学
生
に
な
る
息
子
だ
。

　
あ
と
数
年
の
う
ち
に
父
親
の
背せ

丈た
け

を
抜
き
去
る
だ
ろ
う
。

　
徹
夫
は
親
指
だ
け
立
て
た
右
手
を
頭
上
に
掲か

か

げ
た
。
ア
ウ
ト
。

一
打
数
ノ
ー
ヒ
ッ
ト
で
、
智
は
小
学
校
を
卒
業
す
る
。

　
不
満
そ
う
な
佳
枝
に
構
わ
ず
、
徹
夫
は
マ
ウ
ン
ド
を
降
り
た
。

ゆ
っ
く
り
と
智
に
近
づ
い
て
い
き
、
声
が
届
く
か
ど
う
か
ぎ
り
ぎ

り
の
と
こ
ろ
で
「
ナ
イ
ス
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
。」
と
言
っ
た
。

⑫

⑬

206207

◆ 書く〈 感性・創造 〉　いきいきと描き出そう

　
物
語
の
流
れ
が
で
き
た
ら
︑
い
よ
い
よ
物
語
を
書
い
て
い
こ
う
︒

　
ま
ず
︑
あ
ら
す
じ
を
も
と
に
︑
膨
ら
ま
せ
て
描え

が

き
た
い
場
面
や

人
物
の
様
子
を
い
っ
た
ん
簡
潔
に
表
し
て
み
る
︒

　
続
い
て
︑
描
写
を
工
夫
し
て
内
容
を
膨
ら
ま
せ
て
い
こ
う
︒

　
登
場
人
物
の
心
情
は
︑﹁
う
れ
し
か
っ
た
﹂﹁
楽
し
か
っ
た
﹂
な

ど
と
直
接
に
書
く
よ
り
も
︑
会
話
文
や
行
動
・
態
度
の
描
写
か
ら

伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
書
く
と
︑
読
み
手
の
想
像
を
促う

な
が

す
こ
と
が

で
き
る
︒
ま
た
︑
主
人
公
の
心
の
中
の
言
葉
と
し
て
描
き
出
す
や

り
方
も
あ
る
︒

　
登
場
人
物
の
行
動
の
理
由
に
つ
い
て
も
︑﹁
︙
︙
し
た
か
っ
た

の
で
﹂﹁
︙
︙
す
る
た
め
﹂
と
直
接
説
明
す
る
よ
り
︑
描
写
か
ら

読
み
手
に
想
像
さ
せ
る
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
み
よ
う
︒

　
場
面
の
情
景
は
︑
視
覚
的
な
も
の
だ
け
で
な
く
︑
聴ち

ょ
う

覚か
く

や
触し

ょ
っ

覚か
く

と
い
っ
た
五
感
に
訴う

っ
た

え
る
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
こ
う
︒
比ひ

喩ゆ

な

ど
の
表
現
技
法
を
使
う
の
が
効
果
的
な
こ
と
も
あ
る
︒

　
な
お
︑
無
理
に
全
て
の
部
分
を
膨
ら
ま
せ
よ
う
と
せ
ず
︑
簡
潔

な
表
現
を
残
す
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
よ
い
︒

3
描
写
を
工
夫
し
て
物
語
を
書
く

豊
か
に
描
写
す
る

 ◌ 

人
物
の
心
情
や
、
行
動
の
理
由
な
ど
を
直
接
説
明
す
る
よ
り
も
、「
何
を

感
じ
て
い
る
の
か
な
。」「
ど
う
し
て
こ
ん
な
行
動
を
す
る
の
か
な
。」
と

読
み
手
に
想
像
さ
せ
る
よ
う
に
人
物
や
場
面
の
様
子
を
描
き
出
す
。

 ◌ 

形
、
色
、
明
る
さ
、
動
き
、
音
、
肌は

だ

触ざ
わ

り
、
温
度
、
匂に

お

い
、
味
な
ど
、
五

感
に
訴
え
る
よ
う
な
描
写
を
す
る
。
会
話
文
を
入
れ
た
り
、
擬ぎ

音お
ん

語
・
擬

態
語
を
用
い
た
り
、
比
喩
な
ど
の
表
現
技
法
を
使
っ
た
り
す
る
の
も
よ
い
。

言
葉
の

力

▼ 

あ
ら
す
じ
を
も
と
に
、
場
面
や
人
物
の
様
子
を
簡
潔
に
表
し
た
例

▼ 

描
写
を
工
夫
し
て
内
容
を
膨
ら
ま
せ
た
例

　
啓
太
は
昼
休
み
に
外
で
遊
び
た
か
っ
た
が
︑
図
書
室
に
行
き
︑
国
語
の

課
題
の
本
探
し
を
し
た
︒
︙
︙

　
　
　
　
場
面
や
人
物
の
様
子
を
い
っ
た
ん
簡
潔
に
表
し
て
み
る
︒

　
啓
太
は
教
室
の
窓
か
ら
外
を
見
た
︒
あ
る
晴
れ
た
秋
の
日
︒
校
庭
は
に

ぎ
や
か
だ
︒
遊
び
に
誘
わ
れ
て
︑
行
き
た
か
っ
た
が
︑
啓
太
は
断
っ
た
︒

国
語
の
課
題
の
本
探
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
︑
図
書
室
へ

向
か
っ
た
︒
図
書
室
は
静
か
だ
︒
昼
休
み
に
来
た
の
は
初
め
て
だ
︒
啓
太

は
本
を
選
ぶ
の
に
迷
っ
た
︒
︙
︙

　
啓
太
は
昼
休
み
に
外
で
遊
び
た
か
っ
た
が
︑
図
書
室
に
行
き
︑
国
語
の

課
題
の
本
探
し
を
し
た
︒
︙
︙

　
　
　
　
場
面
や
人
物
の
様
子
を
い
っ
た
ん
簡
潔
に
表
し
て
み
る
︒

　
啓
太
は
教
室
の
窓
か
ら
外
を
見
た
︒
あ
る
晴
れ
た
秋
の
日
︒
校
庭
は
に

ぎ
や
か
だ
︒
遊
び
に
誘
わ
れ
て
︑
行
き
た
か
っ
た
が
︑
啓
太
は
断
っ
た
︒

国
語
の
課
題
の
本
探
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
︑
図
書
室
へ

向
か
っ
た
︒
図
書
室
は
静
か
だ
︒
昼
休
み
に
来
た
の
は
初
め
て
だ
︒
啓
太

は
本
を
選
ぶ
の
に
迷
っ
た
︒
︙
︙

　
啓
太
は
昼
休
み
に
外
で
遊
び
た
か
っ
た
が
︑
図
書
室
に
行
き
︑
国
語
の

課
題
の
本
探
し
を
し
た
︒
︙
︙

　
　
　
　場
面
や
人
物
の
様
子
を
い
っ
た
ん
簡
潔
に
表
し
て
み
る
。

　
啓
太
は
教
室
の
窓
か
ら
外
を
見
た
︒
あ
る
晴
れ
た
秋
の
日
︒
校
庭
は
に

ぎ
や
か
だ
︒
遊
び
に
誘さ

そ

わ
れ
て
︑
行
き
た
か
っ
た
が
︑
啓
太
は
断
っ
た
︒

国
語
の
課
題
の
本
探
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
︑
図
書
室
へ

向
か
っ
た
︒
図
書
室
は
静
か
だ
︒
昼
休
み
に
来
た
の
は
初
め
て
だ
︒
啓
太

は
本
を
選
ぶ
の
に
迷
っ
た
︒
︙
︙

51015

【 

情
景
描
写 

】

　
あ
る
晴
れ
た
秋
の
日
︒
校
庭
は
に
ぎ
や
か
だ
︒

　
　
　
　  

校
庭
の
情
景
を
、
視
覚
や
聴
覚
に
訴
え
る
よ
う
に
具
体
的
に
描

き
出
す
。

　
青
空
の
も
と
︑
イ
チ
ョ
ウ
の
木
々
の
黄
色
い
葉
が
日
差
し
を
浴
び
て
輝か

が
や

い
て
い
る
︒
校
庭
で
遊
ぶ
生
徒
た
ち
の
歓か

ん

声せ
い

と
と
も
に
︑
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル

の
球
を
パ
シ
ッ
と
受
け
止
め
る
音
が
聞
こ
え
て
く
る
︒

【 

会
話
文
・
人
物
描
写 

】

　
遊
び
に
誘
わ
れ
て
︑
行
き
た
か
っ
た
が
︑
啓
太
は
断
っ
た
︒

　
　
　
　  

人
物
ど
う
し
の
や
り
と
り
を
、
会
話
文
や
行
動
・
態
度
の
描
写

で
表
す
。

　
ボ
ー
ル
を
手
に
し
た
友
達
が
︑
ふ
と
こ
ち
ら
を
見
上
げ
て
︑

 

﹁
お
う
い
︑
見
て
な
い
で
早
く
来
い
よ
︒﹂
と
呼
び
か
け
た
︒

 

﹁
い
や
︑
今
日
は
ち
ょ
っ
と
︑
や
る
こ
と
が
あ
っ
て
︙
︙
︒﹂

　
啓
太
は
照
れ
笑
い
を
浮
か
べ
な
が
ら
そ
う
言
う
と
︑
名な

ご

り残
惜お

し
そ
う
に

ゆ
っ
く
り
と
窓
を
閉
め
た
︒

【 

心
理
描
写 

】

　
啓
太
は
本
を
選
ぶ
の
に
迷
っ
た
︒

　
　
　
　主
人
公
の
心
理
を
、
心
の
中
の
言
葉
と
し
て
描
き
出
す
。

　
何
に
し
よ
う
か
な
︙
︙
︒
小
学
生
の
頃こ

ろ

に
何
度
も
読
ん
だ
あ
の
絵
本
は
︑

ち
ょ
っ
と
子
供
っ
ぽ
い
か
な
︒
や
っ
ぱ
り
ス
ポ
ー
ツ
も
の
に
し
よ
う
か
︒

去
年
の
夏
休
み
に
読
ん
だ
あ
の
小
説
︑
ど
こ
に
あ
る
か
な
︒

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「書く」では，想像を広げて創作したり，書いた作品を読み合ったりして，表現力を磨いていきます。

 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.234~「要約する」より

字のない葉
は

書
がき

父の思い出は，葉書の 
記
き

憶
おく

とともに。

読
32

卒業ホームラン
最後の試合。 
智
さとし

の出番は……。

読
37

問題意識を持って 
聞こう

それって事実 ? 
それとも考え ?

話
54

調べて考えたことを伝えよう
 「食文化」のレポート

僕
ぼく

は，マグロの秘密を。 
君は何をレポートする ?

書
71

鰹
かつお

節
ぶし

―世界に誇
ほこ

る伝統食
世界一硬

かた

い食べ物 「鰹節」 の秘密。
読
60

助詞
文よ，助詞で大きく育て

言
111

説得力のある提案をしよう
プレゼンテーション

プレゼンで，人を動かす。

話
105

反対意見を想定して書こう
意見文

反対意見を迎
むか

え撃
う

て。

書
99 要約する

前の学習材と併
あわ

せて学ぼう。
学
69

論証の組み立てを捉
とら

える

前の学習材と併
あわ

せて学ぼう。
学
98

テーマを立てて説明する
次の学習材で学びを生かそう。
学
70

左：p.37~「卒業ホームラン」
右：p.203~「いきいきと描き出そう」
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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

 四季を彩る言葉
季節ごとの気候や空模様を表す言葉に触れて，我が国の風土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

 言葉を感じる
「メッセージをどう聞くか」では，受け継がれてきた物事を見つめ直します。（第5号）
短歌の鑑賞と創作を通して，豊かな情操を育みます。（第 1・5号）
2・3年を通して，敬語をしっかりと学びます。（第 1・3号）

 18～20ページ
 21～27ページ
 30ページ

 感想を深める
家族の姿を描いた「字のない葉書」「卒業ホームラン」で，心情を読み取り感想
を深めることを通して，人と人とのつながりを見つめ直します。（第 1号）
「問題意識を持って聞こう」では，話を吟味しながら聞くことを学びます。（第 3号）

 32～36，37～52
ページ

 54～56ページ

 伝え方を
 工夫する

鰹節のすばらしさを説いた「鰹節―世界に誇る伝統食」を通して，伝統・文化
への認識を深めるとともに，受け継いでいく意義についても考えます。（第 5号）

全教科の学習や社会生活に必要となる，レポートの書き方を学びます。（第 1・3号）

 60～67ページ

 71～76ページ

 説得力を高める

「哲学的思考のすすめ」を読んで，考えるための技術を学んだり，反対意見を想
定した意見文の書き方を学んだりして，論理的思考力を磨きます。（第 1号）
地域の農業を支えることを訴えるプレゼンテーションに触れ，自然を守る意識を
高めるとともに，提案する力を養います。（第 3・4号）

 90～96，99～
104ページ
 105～110ページ

 伝統文化を
 楽しむ

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）
依頼状やお礼状の書き方を学び，職業への意識・社会性を養います。（第 2・3号）

 118～145ページ
 146～147ページ

 描写を味わう 信頼と葛藤を描いた「走れメロス」を通して，豊かな情操や誠実な心，自律の精
神を育みます。（第 1・2号）

 152～169ページ

 効果的に
 表現する

言葉の特性を論じた「『正しい』言葉は信じられるか」を読んだり，新聞記事を読み
比べたり，タウン誌の記事を推敲したりして，言葉への認識を深めます。（第1・3号）
環境問題などを題材として話し合う活動を通して，公共的・社会的な問題につい
て検討したり意思決定をしたりするための方法を学びます。（第 3・4号）

短歌から想像を広げて物語を書くことで，個性を磨き，創造性を養います。（第2号）

 186～192，193
～195ページ
 197～201ページ

 203～209ページ

 読書への招待／
 読書案内

「小さな労働者」を読み，子供の人権について考えます。（第 3号）
「歴史の物差し―水月湖の年縞」を読み，最新の科学の成果を知るとともに，
研究者の探究する姿勢を学びます。（第 1号）
夏目漱石の「坊っちゃん」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）

 80～85ページ
 174～181ページ

 214～226ページ
 86～88，227～
229ページ　ほか

 詩
悠久の時の中で未来を主体的に切りひらくことをうたう「未来へ」，戦争を乗り越
えて生きる決意をうたう「わたしが一番きれいだったとき」を学びます。（第２・5号）

「日本語のしらべ」として，北原白秋の「落葉松」を学びます。（第 5号）

 巻頭見返し， 
212～213ページ
 114～116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）

 234～253ページ

 【 資料編 】
本編の作品と読み比べられる小説・説明文や古典作品の解説，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）

 272～336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 ― 5 3 中 学 校 国 語 科 国 語 第 2 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 8 2 7 新 編   新 し い 国 語   2

「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.

読
む
〈
構
成
・
展
開
〉

オ
オ
カ
ミ
を
見
る
目

学
び
の
扉

分
類
す
る

書
く
〈
伝
達
〉

構
成
を
考
え
て
書
こ
う

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


文
章
の
構
成
を
捉
え
、
要
約
す
る

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


テ
ー
マ
を
設
定
す
る


レ
ポ
ー
ト
の
構
成
を
工
夫
す
る

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

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

考
え
を
ま
と
め
る

4

読
む
〈
吟
味
・
判
断
〉

哲
学
的
思
考
の
す
す
め


論
証
を
吟
味
す
る

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


反
論
を
考
え
る


分
か
り
や
す
い
構
成
で
意
見
文
を

ま
と
め
る

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

書
く
〈
情
報
発
信
〉

学
校
新
聞
の
記
事
を
書
こ
う

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


事
実
と
言
葉
の
関
係
を
意
識
す
る

書
く
〈
情
報
発
信
〉

タ
ウ
ン
誌
の
記
事
を
推
敲
し
よ
う


よ
り
効
果
的
に
伝
わ
る
よ
う
に
推

敲
す
る 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〉
論証の組み立てを 

捉える

〈解釈する力〉
人物像を捉える

〈表現する力〉
想像を誘うように 

表現する

〈議論する力〉
反論する

〈説明する力〉
テーマを立てて 

説明する

〈整理する力〉
要約する

【 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

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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未来へ　　谷川俊太郎　［詩］ 新
扉の短歌七首　［短歌］口絵 扉 うち四首 新
メッセージをどう聞くか　　加賀美幸子　［随筆］新
短歌を楽しむ　　道浦母都子　［短歌の鑑賞文］書
字のない葉書　　向田邦子　［随筆］
卒業ホームラン　　重松　清　［小説］
落葉松　　北原白秋　［詩］
走れメロス　　太宰　治　［小説］
わたしが一番きれいだったとき　　茨木のり子　［詩］
坊っちゃん　　夏目漱石　［小説］読書
【資料編】カメレオン　　アントン・チェーホフ　［小説］

鰹節―世界に誇る伝統食　　小泉武夫　［説明文］書
小さな労働者　　ラッセル・フリードマン
 ［ドキュメンタリー］読書

哲学的思考のすすめ　　野矢茂樹　［評論文］新 書
歴史の物差し―水月湖の年縞　　山根一眞
 ［説明文］読書 新 書
「正しい」言葉は信じられるか　　香西秀信　［説明文］書
【資料編】白川郷―受け継がれる合掌造り
 NHK「世界遺産」プロジェクト　［ドキュメンタリー］

読
む
こ
と ●

 

文
学

読
む
こ
と ●

 

説
明
文

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.

 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。

p.71~「調べて考えたことを伝えよう」 p.90~「哲学的思考のすすめ」

 「坊っちゃん」より

 「鰹節―世界に誇る伝統食」より
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四季を彩る言葉 口絵 新
枕草子・徒然草
　枕草子…春はあけぼの／

九月ばかり、夜一夜降り明かしつる雨の 新
　徒然草…つれづれなるままに／仁和寺にある法師
平家物語　祇園精舎／那須与一／弓流
漢詩　黄鶴楼にて孟浩然の広陵に之くを送る／春望
【資料編】清少納言と紫式部　　三角洋一 書

漢詩の世界　　日原　傳 書
 古典芸能に親しもう

問題意識を持って聞こう
説得力のある提案をしよう　プレゼンテーション
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
【資料編】取材の仕方（インタビュー・アンケート）

短歌のリズムで表現しよう
調べて考えたことを伝えよう　「食文化」のレポート
反対意見を想定して書こう　意見文
依頼状やお礼状を書こう
タウン誌の記事を推敲しよう
いきいきと描き出そう　短歌から始まる物語
【資料編】手紙の書き方／原稿用紙の使い方・推敲の観点（条件作文）

古
典
（
伝
統
的
な
言
語
文
化
）

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

書
く
こ
と

 ㅦ「四季を彩る言葉」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。

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.
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︑
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︒

 「平家物語」より

「話し合いで問題を
検討しよう」より

「いきいきと描き出そう」より

 p.307~「言葉を広げよう」 p.30「敬語」  p.288~「本と出会おう」  p.296~「古典芸能に親しもう」
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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 未来へ ア 1

前
期
58
時
間
／
書・予
10
時
間

一
学
期
39
時
間
／
書・予
9
時
間

18 メッセージをどう聞くか ア 2
21 短歌を楽しむ ア，ウ／ 活ア 2
26 短歌のリズムで表現しよう ウ／ 活ア 3
28 方言と共通語 イ（ア） 1
30 敬語 イ（ア） 2
32 字のない葉書 イ，エ／ 活ア 3
37 卒業ホームラン イ，エ／ 活ア 4
54 問題意識を持って聞こう エ／ 活ア 3
57 形の似た漢字 ウ（ア），（イ） 1
60 鰹節―世界に誇る伝統食 イ，エ／ 活イ 4
69 要約する イ 1
70 テーマを立てて説明する ア 1
71 調べて考えたことを伝えよう ア，イ 6
77 用言の活用 イ（エ） 2
78 漢字の意味 ウ（ア），（イ） 1
80 小さな労働者 オ 2
90 哲学的思考のすすめ イ，エ／ 活イ 5

二
学
期
47
時
間
／
書・予
9
時
間

98 論証の組み立てを捉える イ 1
99 反対意見を想定して書こう イ，ウ／ 活イ 6
105 説得力のある提案をしよう イ，ウ／ 活ア 5
111 助詞 イ（エ） 1

112 同訓異字 イ（イ），
ウ（ア），（イ） 1

114 落葉松 ア 1

後
期
55
時
間
／
書・予
17
時
間

118 枕草子・徒然草 ウ エ ア（イ） 1 3 （4）
128 平家物語 エ ア（ア），（イ） 4 （4）
142 漢詩 ウ ア（ア） 3 （3）
146 依頼状やお礼状を書こう エ／ 活ウ 3
148 話し言葉と書き言葉 イ（ア），（オ） 1
150 助動詞 イ（エ） 2
152 走れメロス イ，ウ／ 活ア 6
171 人物像を捉える イ 1
172 類義語・対義語 イ（イ） 1
174 歴史の物差し―水月湖の年縞 オ／ 活ウ 2
186 「正しい」言葉は信じられるか ウ／ 活ウ 3

三
学
期
27
時
間
／
書・予
9
時
間

193 タウン誌の記事を推敲しよう エ 3
196 反論する オ 1
197 話し合いで問題を検討しよう ア，オ／ 活イ 6
202 想像を誘うように表現する ウ イ（ウ） 1
203 いきいきと描き出そう ウ，オ／ 活ア 6

210 同音異義語 イ（イ），
ウ（ア），（イ） 1

212 わたしが一番きれいだったとき ア，エ／ 活ア 2
214 坊っちゃん エ 4

計 15 30 54 14 113
書写および予備 27

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（イ）」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，第 1学年までに学習した常用漢字については，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，375 字を第 2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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