
 

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 

106-228 高等学校 国語 現代の国語  

※発行者の
番号・略称 

※教科書の 
記号・番号 ※教 科 書 名 

104・数研 現国・104-901 改訂版 現代の国語 

 

１．編修の基本方針 

⚫ 生涯にわたる社会生活に必要な国語の知識・技能を培い、確かな国語力を育成する。 

⚫ 言葉の働きについて理解を深めるとともに、言葉を通して社会と関わる態度を養う。 

⚫ 論理的に考え、適切に伝え合うための、確かな思考力・判断力・表現力を培う。 

⚫ 現代社会の諸問題に対する幅広い関心と、言語文化の担い手としての自覚を育む。 

２．対照表 
 
 

 

図書の構成・内容 特に意を用いた点や特色 該当箇所 
 

 
思考を深める   

■ささやかな日常 言葉が持つ価値と、言葉の使い手である自身につ
いて認識を深め、個人の創造性や自主自律の精神
を養えるようにした。（第２号） 

p.14～p.19 

社会と文化 他国の文化を理解することの難しさや国際社会で
求められる姿勢について考察できるようにした。
また、自国と他国の文化比較を通して、自国の文
化の特徴について理解を深められるようにした。
（第５号） 

p.20～p.35 

新しい視点 多角的に物事をとらえたり、身近な物事にも疑問
を持ったりすることを通して、幅広い知識と教養
を身につけることの重要性を認識できるようにし
た。（第１号） 

p.36～p.63 

ことばの働き 人間の思考や認識を支えるという言葉の働きにつ
いて理解し、言葉を用いて主体的に思考する力を
培うことができるようにした。（第１号） 

p.64～p.83 

「わたし」の多様性 文化・言語・習慣など、さまざまな面で自分とは
異なる他者とどのように向き合うべきかについ
て、具体的な事例を通して考えることができるよ
うにした。（第３号） 

p.84～p.101 

技術・社会 地球環境の保全における重要な問題点について、
自身の生活と具体的に関連づけて考察できるよう
にした。（第４号） 

p.102～p.115 

近代化と人間 現代社会における自己のアイデンティティのあり
方について述べた文章を用いて個人と社会の関係
を考察し、社会の発展に寄与する態度を養えるよ
うにした（第２号） 

p.116～p.135 



 

時間についての考え方を述べた文章を用いて幅広
い知識と教養を養うとともに、抽象的な思考を通
して真理を追究する態度を育めるようにした。
（第１号） 

認識の枠組み 現代社会の問題点を理解し、そこで求められる責
任や他者を敬い協力することの重要性と個人の創
造性について考え、社会の発展に寄与する態度を
養えるようにした。（第２号・第３号） 

p.136～p.158 
 

考えを表す   
 

問題を提起する 感情と理性について取り上げた文章の読解を通し
て、公共の精神に基づき、社会の発展に寄与する
態度を養えるようにした。（第３号） 

p.160～p.163 

対比する 命は自分のものか否かという、正解のない問題に
取り組むことで、生命倫理について考察を深めら
れるようにした。（第４号） 

p.164～p.168 

解釈を述べる 事実を多面的に表現することを通して、豊かな言
語運用能力を身につけるとともに、自身のものの
見方を省察することができるようにした。（第１
号） 

p.169～p.173 
 

背景を調べる 歴史を学ぶことに関する文章の読解を通して、自
らの属する伝統や文化への理解を深め、他国や国
際社会の現在と未来についても考察できるように
した。（第５号） 

p.174～p.181 

賛否を述べる 科学と非科学について述べた文章を用いて批判的
読解を試みることにより、主体的に文章を読み自
身の考えを論理的に表現する力を養えるようにし
た。（第２号） 

p.182～p.187 

意見を述べる 現代社会の問題について異なる視点から述べられ
た二つの文章の読解を通して、幅広い知識を身に
つけるともに、自己と社会との関わり方について
考察できるようにした。（第１号・第３号） 

p.188～p.195 

関連づける 絵画鑑賞についての文章の読解を通して、教養と
豊かな情操を身につけるとともに、文化を尊重す
る態度を養えるようにした。（第１号・第５号） 

p.196～p.200 

実用の文章 実社会にある素材を用いて、相手や目的に応じた
文章を書いたり、資料を的確に分析したりする活
動を通して、主体的に社会に参画する態度を養え
るようにした。（第３号） 

p.201～p.224 

表現編   

話し言葉の技術 自身の思いを他者にわかるように伝えたり、他者
と共感し合ったりすることの大切さを、活動を通
じて理解できるようにした。（第３号） 

p.226～p.229 

書き言葉の技術 自身の考えを深めたり、適切に表現したりするた
めの基本的な方法を身につけ、さまざまな事柄に
対して主体的に取り組む態度を培うことができる

p.230～p.241 



 

ようにした。（第２号） 

言語技術の実践 調査結果および自身の考えをまとめる活動を通し
て、知識と教養を身につけ、真理を求める態度を
養えるようにした。また、グループ活動によって
個々の責任をはたす大切さを学ぶことで、主体性
と他者を尊重する態度を身につけ、社会の形成に
参画し、その発展に寄与できる力を養えるように
した。（第 1 号・第３号） 

p.242～p.258 

資料編・見返し   

グラフ・ポスター・
パンフレット・新聞
記事 

実社会で広く用いられている資料や文章の特徴を
学ぶことで、社会においてさまざまに発信されて
いる情報を、自身の生活と関連づけながら正しく
理解できるようにした。（第３号） 

p.260～p.263 

 評論キーワード 主に論理的文章・資料などで用いられる言葉につ
いて、その意味やつながりを知ることで、抽象的
かつ論理的な思考を深め、自国および他国の文化
・社会への理解と国際社会への発展に寄与する態
度を養えるようにした。（第１号・第５号） 

p.264～p.279 
 

 見返し 各題材に関連した資料などを通して、より学習の
理解を深め、幅広い知識と教養を養えるようにし
た。また、実社会でも必要とされる情報探索の方
法を知ることで、主体的に学ぶ姿勢を身につけ、
個人の能力を高められるようにした。（第１号・
第２号） 

前見返し 

後見返し 
 

  

３．上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色 

⚫ 学校教育法第５１条２号「一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得さ
せること」を踏まえ、教材の読解にとどまらず、教材に関連したテーマの理解を深めた
り、基本的な言語技術を確認したり、読書活動につなげたりできるようなコラム（「チ
ェックポイント」「ズームアップ」「解説」）を随所に掲載した。 

⚫ 学校教育法第５１条第３号「社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会
の発展に寄与する態度を養うこと」を踏まえ、各教材末には、現代社会のさまざまな話
題や問題を多角的な視点から考察できる設問や言語活動例を多数用意した。 
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編　修　趣　意　書
（学習指導要領との対照表，配当授業時数表）

⑴全体
① 「思考を深める」「考えを表す」「表現編」「資料編」の４編で構成し、どの編においても、さまざまなテーマの論理的文章・
実用的文章を掲載した。
② 「チェックポイント」コーナーを設けて、文章を読解したり表現し
たりする際に身につけておきたい知識・技能を解説した。
③ 発表したり話し合ったりする活動を通して、教材のテーマについて
理解も深めることができる「ズームアップ」コーナーを設けた。

④ 本編教材とあわせて学ぶことで理解が深まる教材を掲載した「探究
の扉」コーナーを設けることで、資料を比較したり関連づけたりする
力を養えるようにした。

⑤ 各教材の見出し付近に掲載した二次元コードを通じて、さまざまな
角度から本編教材の理解を深めることができる「学習用コンテンツ」
を多数用意した。

１．編修上特に意を用いた点や特色

郵
便
番
号
（code postal

）
と
い
う
の
は
基
本
的
な
生
活
単
語
で
す
。

も
ち
ろ
ん
僕
も
知
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
そ
れ
が
ス
ー
パ
ー
の
レ

ジ
で
マ
グ
カ
ッ
プ
を
買
う
と
き
に
訊
か
れ
る
と
、
聞
き
取
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

《
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と
は
何
か
》

そ
こ
で
、
下
人
は
、
老
婆
を
、
見
下
ろ
し
な
が
ら
、
少
し
声
を
和
ら

げ
て
こ
う
言
っ
た
。

　「お
れ
は
検け

非び

違い

使し

の
庁
の
役
人
な
ど
で
は
な
い
。
…
…
」

《
羅
生
門
》

指
示
語

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
❶

1

指
示
語
の
働
き

　会
話
や
文
章
の
中
で
は
、
あ
る
物
事
や
内
容
が
別
の
言
葉
で
示
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
表
現
と
し
て
指
示
語
が
あ
る
。
指
示
語
と

は
、
話
し
手
と
聞
き
手
の
関
係
を
基
準
に
し
て
物
事
を
示
す
働
き
を
す
る

語
で
、
主
と
し
て
左
の
表
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
語
の
最
初
に
、「
こ
・

そ
・
あ
・
ど
」
が
つ
く
た
め
、「
こ
そ
あ
ど
言
葉
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

　指
示
語
の
使
い
方
に
は
、
目
の
前
の
も
の
を
直
接
に
指
す
場
合
と
、
話

し
て
い
る
話
題
の
中
の
何
か
を
指
す
場
合
と
が
あ
る
。

2

指
示
語
の
内
容

　文
章
を
読
む
際
に
は
、
指
示
語
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
の

か
（
指
示
内
容
）
を
確
認
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。
指
示
内
容
が
指
示
語
の

前
に
あ
る
場
合
と
、
後
に
あ
る
場
合
と
が
あ
る
。

　指
示
語
は
、
特
定
の
語
を
指
し
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
ひ
と
ま
と
ま

り
の
内
容
を
指
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
文
章
を
正
確
に
読
解
す
る
た
め

に
は
、
指
示
語
が
指
し
て
い
る
内
容
を
適
切
に
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

5

5

■指示語の例

●
指
示
内
容
が
指
示
語
の
前
に
あ
る
場
合

●
指
示
内
容
が
指
示
語
の
後
に
あ
る
場
合

こ～ これ、この、こう、こんな
そ～ それ、その、そう、そんな
あ～ あれ、あの、ああ、あんな
ど～ どれ、どの、どう、どんな

ど
の
フ
ァ
イ
ル

で
す
か
。
こ
れ

の
こ
と
で
す
か
。

そ
の
フ
ァ
イ
ル
、

こ
こ
に
置
い
て

く
だ
さ
い
。

27 ◆社会と文化

の
よ
う
な
状
況
が
長
く
続
い
て
い
た
が
、
和わ

辻つ
じ

哲て
つ

郎ろ
う

は
一
九
三
五
年
刊
行

の
『
風
土
』
で
、
日
本
と
世
界
各
地
を
比
較
し
て
日
本
文
化
に
ス
ポ
ッ
ト

を
あ
て
た
。
以
来
、「
鹿し

し

お
ど
し
」
と
「
噴
水
」
の
比
較
か
ら
日
本
人
の

感
性
を
論
じ
た
「
水
の
東
西
」
の
よ
う
な
、
西
洋
文
化
と
の
比
較
を
通
し

て
自
文
化
を
考
察
す
る
日
本
文
化
論
が
多
く
書
か
れ
て
き
た
。

3

文
化
相
対
主
義

　
人
類
は
二
度
の
世
界
大
戦
や
自
然
破
壊
な
ど
の
問
題
に
直
面
し
、
近
代

文
明
は
プ
ラ
ス
の
価
値
ば
か
り
を
生
み
出
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
植
民
地
の
解
放
・
民
族
の
独
立
と
い
っ
た
各
地
の

動
き
は
、
そ
れ
ま
で
の
西
洋
中
心
の
も
の
の
考
え
方
を
揺
さ
ぶ
っ
た
。
文

化
人
類
学
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
が
持
つ
文
化
の
中
の
構
造
に
着
目
す

る
こ
と
で
、
す
べ
て
の
文
化
に
優
劣
は
な
く
、
等
し
く
価
値
を
持
つ
と
い

う
考
え
方
（
文
化
相
対
主
義
）
が
提
唱
さ
れ
、
社
会
に
広
ま
っ
た
。

4

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
文
化

　
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
経
済
や
文
化
な
ど
が
国
家
や
民
族
の

境
界
を
越
え
て
地
球
規
模
に
拡
大
す
る
現
象
で
あ
り
、「
文
明
」
の
行
き

着
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
と
言
え
る
。
そ
の
影
響
に
は
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス

の
両
面
が
あ
る
が
、
マ
イ
ナ
ス
面
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
「
文

1

文
化
と
文
明

　
文
化
と
文
明
は
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
実
は
意
味

が
異
な
る
。「
文
化
」
は
言
語
や
暮
ら
し
方
な
ど
人
間
が
作
り
出
し
た
も

の
の
総
称
で
、
中
で
も
芸
術
や
哲
学
と
い
っ
た
精
神
面
の
活
動
を
指
す
こ

と
が
多
い
。
文
化
は
、
固
有
の
社
会
や
地
域
に
根
ざ
し
て
発
生
し
、
継
承

さ
れ
て
き
た
。
一
方
、「
文
明
」
は
、
生
活
を
豊
か
に
す
る
技
術
や
物
質

的
な
も
の
を
指
し
、
地
域
を
越
え
た
広
が
り
を
持
つ
。
例
え
ば
「
大
阪
の

お
笑
い
文
化
」
と
は
言
う
が
、「
お
笑
い
文
明
」
と
言
う
こ
と
は
な
い
。

2

日
本
の
文
明
化
と
文
化

　
幕
末
の
黒
船
来
航
以
降
、
西
洋
の
列
強
諸
国
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
西

洋
を
模
倣
し
た
「
文
明
化
」
を
果
た
す
こ
と
が
、
日
本
に
と
っ
て
第
一
の

目
標
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
鹿ろ

く

鳴め
い

館か
ん

で
社
交
ダ
ン
ス
に
興
じ
る
洋
装
の
日

本
人
た
ち
の
絵
を
見
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
明
治
の
日
本
に
お
い
て
文

明
化
と
は
西
洋
化
・
近
代
化
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
日

本
文
化
は
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

51015

51015

文
化

ズーム
アップ

二七三頁
「
評
論
キ
ー
ワ
ー
ド
文
化
・
国
際
」

34ズームアップ 文化◆

化
の
画
一
化
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
世
界
企
業
が
世
界
の
ど
こ
の
都
市
で

も
同
じ
も
の
を
売
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に

よ
っ
て
、
世
界
の
ど
こ
に
で
も
同
じ
よ
う
な
画
像
や
動
画
が
配
信
さ
れ
る
。

そ
の
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
。
人
間
は
自
文
化
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

根
拠
と
す
る
生
き
物
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
よ
っ

て
自
文
化
が
脅
か
さ
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
論
が
当
然
起
こ
る
。
一
方

で
、
自
文
化
へ
の
執
着
こ
そ
が
マ
イ
ナ
ス
の
作
用
を
引
き
起
こ
す
、
と
い

う
論
も
あ
る
。
文
化
相
対
主
義
が
広
ま
っ
た
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
文
化

中
心
主
義
に
陥
り
、
民
族
・
国
家
の
さ
ら
な
る
分
裂
や
対
立
、
す
な
わ
ち

戦
争
・
紛
争
・
摩
擦
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
自
文
化
に
対
し
て
矜き

ょ
う

持じ

を
持
ち
つ
つ
も

客
観
的
な
視
点
を
忘
れ
ず
、
多
様
な
文
化
と
平
和
的
に
共
存
す
る
姿
勢

（
多
文
化
主
義
）
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

510

文化Ｂ 文化Ｃ文化Ａ

グローバリゼーション

抵抗画一化

地域・民族・国家の文化で抵抗

異なる文化間の紛争・対立

（一方で…）

文化Ｂ

文化Ｃ

文化Ａ

言
語
活
動

1
自
分
の
住
む
地
域
あ
る
い
は
自
国
の
文
化
は
、
今
後
ど
の
よ
う
に
あ

る
べ
き
だ
と
考
え
る
か
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
結
果
身
近
に
あ

る
も
の
と
、
伝
統
的
文
化
に
根
ざ
し
て
身
近
に
あ
る
も
の
と
を
比
較
し

な
が
ら
、
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

関連書籍

和辻哲郎

渡
わた

辺
なべ

靖
やすし

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
、
変

容
し
続
け
る
文
化
の
あ
り
方
を

問
う
。
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
・
グ

ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
新

た
な
概
念
を
提
唱
し
つ
つ
解
説
。

比
較
文
化
論
の
先
駆
け
。
モ
ン

ス
ー
ン
・
砂
漠
・
牧
場
と
い
う

風
土
の
三
類
型
を
設
定
し
、
日

本
や
世
界
各
地
の
民
族
と
文
化

社
会
の
特
質
を
論
じ
る
。

『〈文化〉を捉え直す』

『風土』

35 ◆社会と文化

1
　地
球
の
限
界
（
プ
ラ
ネ
タ
リ
ー
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
）

　
気
候
変
動
に
つ
い
て
は
、
世
界
各
地
で
様
々
な
気
象
災
害
が
発
生

し
て
い
る
中
、
問
題
解
決
に
向
け
た
行
動
は
不
十
分
で
あ
り
、
気
温

上
昇
を
1
・
5
℃
に
抑
え
る
た
め
に
世
界
全
体
で
更
な
る
対
策
が
必

要
で
す
。
生
物
多
様
性
の
損
失
に
お
い
て
も
、
気
候
変
動
に
よ
る
影

響
に
加
え
て
、
地
球
上
の
種
の
絶
滅
の
速
度
の
加
速
、
需
要
の
増
加

や
技
術
の
進
歩
に
よ
る
過
剰
利
用
や
、
里
地
里
山
の
管
理
不
足
等
に

よ
り
生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
の
恩
恵
を
受

け
続
け
る
こ
と
が
今
後
困
難
に
な
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
れ
を
食
い

止
め
る
た
め
に
適
切
な
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
全
体
と

1

2

3

4

し
て
、
地
球
規
模
で
の
人
口
増
加
や
経
済
規
模
の
拡
大
の
中
で
、
人

間
活
動
に
伴
う
地
球
環
境
の
悪
化
は
ま
す
ま
す
深
刻
と
な
り
、
地
球

の
生
命
維
持
シ
ス
テ
ム
は
存
続
の
危
機
に
瀕ひ
ん

し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
全
体
像
を
俯ふ

瞰か
ん

的
に
把
握
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

510

次
の
文
章
は
、
環
境
省
の
「
令
和
五
年
版
　環
境
・
循
環
型
社

会
・
生
物
多
様
性
白
書
」
の
一
部
で
あ
る
。《
未
来
世
代
へ
の

脅
威
》
の
内
容
を
踏
ま
え
て
読
ん
で
み
よ
う
。

│
比
べ
読
み

│

探
究
の
扉

1
生
物
多
様
性
　
地
球
上
に
多
種
多
様
な
生
物
が
存
在
す
る
こ
と
。

2
里
地
里
山
　
人
里
近
く
に
あ
っ
て
、
そ
の
土
地
に
住
ん
で
い
る
人
々
の
暮
ら

し
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
土
地
あ
る
い
は
山
や
森
林
。

3
生
態
系
　
あ
る
地
域
に
す
む
す
べ
て
の
生
物
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
環
境
を
、

一
つ
の
機
能
的
な
ま
と
ま
り
と
見
な
し
た
も
の
。

4
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
　
生
態
系
か
ら
人
間
が
受
け
る
恩
恵
や
利
益
。

地
球
の
限
界
と
経
済
社
会
の
危
機

111 ◆技術・社会



⑵ 思考を深める・考えを表す
・ 現代の社会生活に関するテーマに
ついて述べた文章、図表や資料を用
いた文章など、さまざまな形式の文
章に触れられるよう配慮した。
・ 多彩な言語活動を通して、自分の
考えを論理的に表現する力、目的に
応じて書く力を身につけられるよう
にした。

⑶表現編
・汎用的な言語能力を身につけるための基本知識を解説し、適
宜「思考を深める」「考えを表す」の内容と関連をもたせ、相
互に効果的な学習ができるようにした。

⑷資料編
・論理的な文章や、実社会の具体的な場面で用いられる言葉に
ついて、その意味やつながりを知ることで、抽象的かつ論理的
な思考を深められるようにした。

言
語
活
動

1	

「
も
の
は
言
い
よ
う
」（
一七二・
上
11
）
に
つ
い
て
、
次
の
⑴
・
⑵
に

そ
れ
ぞ
れ
取
り
組
ん
で
み
よ
う
。

⑴
辞
書
的
な
意
味
を
調
べ
て
み
よ
う
。

⑵
次
の
Ａ
新
聞
と
Ｂ
新
聞
の
記
事
は
、
ど
ち
ら
も
同
じ
都
市
に
つ
い
て

書
か
れ
て
お
り
、
Ａ
新
聞
と
Ｂ
新
聞
と
で
は
、
読
み
手
に
逆
の
印
象

を
与
え
る
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
Ａ
新
聞
の
記
事
か
ら
、

Ｂ
新
聞
の
記
事
を
予
想
し
て
書
い
て
み
よ
う
。

�

Ｂ
新
聞

Ａ
新
聞

こ
の
都
市
の
人
々
は
、
国
の
景
観
政
策
の
た
め
に
、
古
い
建
物

で
生
活
し
て
い
る
。
自
宅
で
さ
え
も
、
必
要
最
低
限
の
修
理
や

改
築
し
か
で
き
な
い
。
建
築
物
の
高
さ
や
デ
ザ
イ
ン
の
規
制
が

厳
し
い
た
め
に
、
自
由
に
建
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
国

の
都
市
計
画
に
よ
っ
て
伝
統
的
景
観
が
保
持
さ
れ
る
一
方
、
同

様
の
住
居
が
隙
間
な
く
並
ぶ
風
景
は
画
一
的
で
窮
屈
な
印
象
も

生
み
出
し
て
い
る
。

学

　習

1	

「『
事
実
』
と
は
何
か
」（
一六九・
上
1
）
と
あ
る
が
、「
事
実
」
は
ど

の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
か
。
答
え
て
み
よ
う
。

2	

「『
推
測
』
と
『
意
見
』
に
区
別
さ
れ
る
」（
一七〇・
上
2
）
と
あ
る
が
、

「
推
測
」「
意
見
」
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
か
。

答
え
て
み
よ
う
。

3	

「
自
然
科
学
以
外
で
は
必
ず
し
も
そ
う
は
い
か
な
い
」（
一七一・
上

15
）
に
つ
い
て
、
次
の
⑴
・
⑵
に
そ
れ
ぞ
れ
取
り
組
ん
で
み
よ
う
。

⑴
「
そ
う
」
が
指
示
す
る
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
、
こ
の
部
分
を
書
き

換
え
て
み
よ
う
。

⑵
「
自
然
科
学
以
外
で
は
必
ず
し
も
そ
う
は
い
か
な
い
」
の
は
な
ぜ
か
。

「
自
然
科
学
で
は
、
…
…
が
、
自
然
科
学
以
外
で
は
、
…
…
か
ら
。」

の
形
で
百
五
十
字
以
内
で
説
明
し
て
み
よ
う
。

173 ◆解釈を述べる

松
村
圭
一
郎
◆
一
九
七
五（
昭
和
五〇）年
、
熊
本
県
生
ま
れ
。
文
化
人
類
学
者
。

エ
チ
オ
ピ
ア
の
農
村
部
な
ど
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
も
と
に
、
私
た
ち
の
社
会
の
あ
り
方
を
問
い

直
す
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
著
書
に『
く
ら
し
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
』『
こ
れ
か
ら
の
大
学
』な
ど
が
あ
る
。

本
文
は『
は
み
だ
し
の
人
類
学
』（
二
〇
二
〇
年
刊
）に
よ
っ
た
。

学

　習

1	
「
こ
こ
に
も
、『
つ
な
が
り
』
の
二
つ
の
側
面
、
境
界
が
溶
け
る
動
き

と
境
界
を
強
化
す
る
動
き
が
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
」（
九七・
10
）
と
あ

る
が
、「『
つ
な
が
り
』の
二
つ
の
側
面
」に
つ
い
て
、「
日
本
人
」と「
家

族
」
の
例
に
即
し
て
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
説
明
し
て
み
よ
う
。

2	

「
わ
た
し
」
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
か
。「
他
者
」「
輪
郭
」
と
い
う
語
を
用
い
つ
つ
、
本
文
全
体
を
踏

ま
え
て
説
明
し
て
み
よ
う
。

言
語
活
動

1	

次
の
会
話
文
は
、「
ど
う
い
う
境
界
線
で
比
較
す
る
か
で
、『
差
異
』

そ
の
も
の
が
変
わ
る
」（
九四・
5
）と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
次
頁
の【
資

料
①
】
～
【
資
料
④
】
を
踏
ま
え
て
生
徒
が
話
し
合
っ
て
い
る
様
子
で

あ
る
。
空
欄
に
入
る
発
言
の
内
容
を
百
字
程
度
で
書
い
て
み
よ
う
。

Ａ
さ
ん
―
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
と
イ
ン
ド
と
ス
リ
ラ
ン
カ
は
そ
れ
ぞ
れ

独
立
し
た
国
家
で
す
が
、
同
じ
国
の
中
で
も
信
じ
る
宗
教
は
さ
ま

ざ
ま
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
イ
ン
ド
人
」
と
い
っ
て
も

そ
の
中
に
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
も
イ
ス
ラ
ム
教
徒
も
キ
リ
ス
ト
教

徒
も
い
ま
す
。

Ｂ
さ
ん
―
普
段
私
た
ち
は
、
国
籍
と
い
う
「
境
界
線
」
を
も
と
に
、

ど
こ
の
国
の
人
か
と
い
う
「
差
異
」
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
か
も
し
れ
な
い
で
す
。

Ｃ
さ
ん
―
た
し
か
に
、「
○
○
人
は
こ
う
だ
。」
と
い
う
言
い
方
を
よ

く
耳
に
し
ま
す
。
で
も
、
本
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
例

え
ば
「
京
都
人
と
大
阪
人
」
と
い
う
「
差
異
」
は
、「
関
西
と
関
東
」

と
い
う
「
境
界
線
」
で
比
較
さ
れ
る
と
き
に
は
意
識
さ
れ
な
く
な

る
。
こ
れ
を
【
資
料
①
】
～
【
資
料
④
】
を
例
に
し
て
説
明
す
る

と
、

 

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
国
籍
と
い
う「
境
界
線
」

は
絶
対
で
は
な
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

99 ◆「わたし」の多様性

2	

「
別
の
集
団
と
の
関
係
の
中
で
、
そ
の
差
異
の
対
比
の
中
で
、
固
有

性
を
持
つ
と
い
う
確
信
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
集
団
の
一
体
感
を
高
め

る
」（
九四・
９
）
と
あ
る
が
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
感
じ

た
体
験
を
、
四
百
字
以
内
で
書
い
て
み
よ
う
。

こ
と
ば
と
表
現

1	

「
器
」（
九三・
９
）
と
同
じ
も
の
を
表
す
言
葉
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き

出
し
て
み
よ
う
。

2	

「
見
て
い
る
」（
九五・
７
）
と
「
聞
こ
え
る
」（
九五・
13
）
に
、「
　
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
考
え
て
み
よ
う
。

漢

　字

郭
（
外
郭
）	

畳
（
畳
語
）	

庶
（
庶
務
）	

浸
（
浸
水
）	
較
（
比
較
）	

挟
（
挟
撃
）

貫
（
貫
通
）	

溶
（
溶
解
）	

敏
（
機
敏
）	

症
（
症
状
）	
充
（
充
実
）	

縁
（
縁
故
）

殖
（
増
殖
）	

柔
（
懐
柔
）	

軟
（
軟
弱
）	

迎
（
迎
合
）	

療
（
療
養
）	

獲
（
捕
獲
）

【
資
料
①
】バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
宗
教

その他
（ヒンズー教徒・仏教徒・キリスト教徒）

9％

イスラム教徒
91％

【
資
料
②
】イ
ン
ド
の
宗
教

ジャイナ教徒
0.4％

仏教徒
0.7％

シク教徒
1.7％

キリスト教徒
2.3％

イスラム教徒
14.2％

ヒンズー教徒
79.8％

出
典
：
い
ず
れ
の
グ
ラ
フ
も
、
外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
も
と
に
作
成
。

【
資
料
④
】イ
ン
ド
亜
大
陸
参
考
地
図

スリランカ
民主社会主義
共和国

インド

バングラデシュ
人民共和国

キリスト教徒
7.6％

イスラム教徒
9.7％

ヒンズー教徒
12.6％

仏教徒
70.1％

【
資
料
③
】ス
リ
ラ
ン
カ
の
宗
教

100「わたし」の輪郭◆

1
「
聞
き
取
る
」
た
め
に

　文
章
と
異
な
り
、
音
声
は
そ
の
場

で
消
え
て
し
ま
う
。
情
報
を
含
む
音

声
を
聞
き
、
そ
の
内
容
を
そ
の
場
で

理
解
す
る
に
は
、
訓
練
が
必
要
で
あ

る
。
つ
ま
り「
聞
こ
え
る
（hear

）」

で
は
な
く
「
聞
き
取
る
（listen

）」

た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
だ
。
そ
の
代

表
的
な
も
の
に
「
ス
キ
ミ
ン
グ
（
大

意
を
つ
か
む
方
法
）」
と
「
ス
キ
ャ

ニ
ン
グ
（
具
体
的
な
情
報
を
探
す
方

法
）」
が
あ
る
。

2
大
意
を
聞
き
取
る
（
ス
キ
ミ
ン
グ
）

　ス
キ
ミ
ン
グ
と
は
、
聞
い
た
情
報
を
す
べ
て
細
か
く
聞
き
取
る
の

で
は
な
く
、
話
の
全
体
的
な
構
造
を
把
握
し
、
話
し
手
の
一
番
言
い

た
い
こ
と
（
要
点
）
を
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。
話
し
手
が
「
何
を
」

「
ど
の
よ
う
に
」
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
注
意
し
て
聞
く
と
、

話
の
要
点
を
つ
か
み
や
す
く
な
る
。

3
具
体
的
な
情
報
を
聞
き
取
る（
ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
）

　ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
と
は
、
話
の
展
開
を
想
定
し
な
が
ら
、
特
定
の
情

報
を
聞
き
取
る
こ
と
で
あ
る
。
講
演
な
ど
で
あ
れ
ば
、
話
の
中
心
と

な
る
単
語
（
キ
ー
ワ
ー
ド
）
を
ス
キ
ミ
ン
グ
を
し
な
が
ら
つ
か
み
、

そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
「
意
味
」、
次
に
そ
れ
に
関
す
る
「
例
」、
そ
し

て
話
し
手
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
か
と
い
う
「
価
値

づ
け
」
に
気
を
つ
け
て
聞
く
と
よ
い
。
ま
た
、
聞
い
た
だ
け
で
は
忘

れ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
場
で
メ
モ
を
と
る
こ
と
も
大
切
だ
。

510

510

▼
目
的
に
応
じ
て
情
報
を
聞
き
取
る
。

▼
注
意
深
く
正
確
に
聞
く
。

目
標 情

報
の
聞
き
取
り
方

聞
く
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

226情報の聞き取り方◆

資本家が労働者を雇用し、生
産させ、利益を得る社会体制。

＊消費社会　資本主義の発達に
よって、消費の領域が拡大し、
消費が生産を規定するように想
定される社会。

資本主義
資本主義における資本家と労働者の階級関
係や富の私有・競争などに対する批判のも
とに生まれた、平等な社会を目指す社会体制。

＊共産主義　社会主義思想のもとに、社会主
義の世界を実現する方法を兼ね備えた理論と
運動。私有財産を廃止する。

社会主義

近代合理主義
経験ではなく、理性的な認識を
絶対視する思想。理性によって
真理を論証しようとする立場。
近代諸科学の根本的性格。

個人主義 全体主義
社会や国家を構
成する個人の尊
厳・自由を重ん
じる思想。

個人の尊厳・自
由よりも、社会
や国家の全体を
優先させる思想。

ブルジョワジー
生産手段を持ち、賃金で労
働者を働かせる資本家階級。

プロレタリアート
生産手段を持たず、労働で資本
家から賃金を得る労働者階級。

前近代

ポストモダン

前
近
代
に
お
い
て
、
人
間
は

自
然
や
共
同
体
の
一
部
、
あ
る

い
は
絶
対
的
な
神
の
前
で
無
力

な
存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　し
か
し
近
代
に
な
る
と
、
人

間
は
自
然
・
共
同
体
・
神
か
ら

独
立
し
、
自
分
の
こ
と
を
自
分

で
決
め
る
主
体
と
し
て
の
「
個

人
」と
な
っ
た
。
そ
し
て
、「
個

人
」
と
し
て
の
人
間
の
理
性
が

重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
近

代
合
理
主
義
と
い
う
思
想
が
生

ま
れ
た
。
ま
た
、
共
同
体
か
ら

解
放
さ
れ
た
個
々
の
人
間
が
資

本
家
や
労
働
者
と
な
る
こ
と
で
、

資
本
主
義
社
会
・
消
費
社
会
が

生
ま
れ
た
。

　し
か
し
、
近
代
合
理
主
義
や

資
本
主
義
に
も
大
き
な
問
題
が

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
に

つ
れ
て
、
そ
れ
ら
を
相
対
化
し
、

多
様
な
価
値
観
を
認
め
よ
う
と

す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
い
う
思

想
的
立
場
も
生
ま
れ
た
。

社会・経済を知る10のワード

 時代の流れを示す　

古代・中世・近世を含む時代区分のこと。あくまで相対的な時代区分であり、
一般的には近代の前の時代を広く指すときに用いられる。

近　代
近世の後の時代区分のこと。西洋では市民革命の時代からロシア革命までを、
日本では明治維新から太平洋戦争終結までを指すことが多い。

近代の「後」の時代。または、「近代合理主義」の枠組みを脱し、「理性」や「西洋近代」
を絶対視せず、多元的な価値を認めようとする立場の総称。
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図書の構成・内容

書く 読む

⑴ ⑵ ⑶ ⑴ ⑵ ⑴ ⑵ ⑴ ⑵
ささやかな日常 ウ・カ ア ア 14 1

社会と文化 コミュニケーション能力とは何か ウ・エ・カ ア・イ ア 20 1
【チェックポイント１】指示語 カ 27
水の東西 ウ・エ イ ア 28 1
【ズームアップ】文化 エ ア イ ア 34 1

新しい視点 白紙 ウ・エ・カ ア 36 1
「わらしべ長者」の経済学 ウ・エ ア ア 42 1
【チェックポイント２】文脈の理解 カ 50
【チェックポイント３】接続語 オ ア 51
政治的思考 ウ・エ ア ア・イ イ 52 1
【探究の扉】未来をはじめる ア イ ア 58 1
【言語活動の実践】テーマを決めて話し合おう イ ウ エ・オ ウ 62 1

ことばの働き ものとことば ウ・エ イ ア 64 1
【ズームアップ】どこにも蝶などいない ア ア ア エ 72 1
心と「ことば」 ウ・エ ア 74 1
【チェックポイント４】要約 オ ア 83

「わたし」の多様性 一人の中にある無限 ウ・エ ア ア 84 1
「わたし」の輪郭 ウ・エ ア・ウ ア 92 1
【チェックポイント５】具体例 カ 101

技術・社会 未来世代への脅威 ウ・エ ア・イ ア 102 1
【探究の扉】地球の限界と経済社会の危機 イ イ イ 111 1
【ズームアップ】環境問題のこれから オ ア ア エ 115 1

近代化と人間 ポスト・プライバシー ウ・エ・カ イ 116 1
【ズームアップ】情報とメディア エ ア ア ア 124 1
時間と自由の関係について ウ・オ イ ア 126 1
【ズームアップ】近代と時間の関係 カ ア イ ア 134 1
【チェックポイント６】文末表現 オ 135

認識の枠組み 浪費を妨げる社会 ウ・エ ア 136 1
他者を理解するということ ウ・エ ア 143 2
【ズームアップ】自己と他者の理解とは カ ア オ エ 151 1
白 ウ・エ ア 152 2

問題を提起する 感情暴走社会の由来 オ イ・ウ ア 160 1
対比する 命は誰のものなのか ア イ・エ ア 164 2

【ズームアップ】科学と生命を考える オ ア イ ア 168 1
解釈を述べる 事実なのか考えなのか エ イ・エ イ 169 2
背景を調べる 「歴史を学ぶ」ということ ア ア・ウ ウ 174 2

【ズームアップ】社会と人間 ア ア ア エ 181 1
賛否を述べる 科学と非科学 ア イ・ウ ア 182 2

【言語活動の実践】根拠を示して意見文を書こう イ・エ 186 2
意見を述べる 無痛化する社会のゆくえ オ イ・ウ ア 188 2

【チェックポイント７】文章構成 オ 194
関連づける 絵を前に思いをめぐらす エ ウ イ・ウ ア 196 2

【ズームアップ】芸術の価値とは ア ア イ エ 200 1
実用の文章 複数の資料を読み比べて考えをまとめる イ ア・イ ウ 201 2

資料を分析して考えをまとめる ウ ア・イ ア 206 2
【チェックポイント８】比較 ア ウ 211
目的に合わせて表現を工夫する エ イ・ウ・エ イ 212 1
コミュニケーションの手段を考える カ イ ア・イ・ウ ウ 216 1
文章の構成を工夫して提案する ア イ・エ ウ 220 6

話し言葉の技術 【聞くトレーニング】情報の聞き取り方 イ 226
【話すトレーニング】説得力のある話し方 イ 228

書き言葉の技術 【文章トレーニング１】文章構造を理解する オ 230
【文章トレーニング２】要約する オ ア 232
【文章トレーニング３】比較する ウ 236
【文章トレーニング４】論証する イ・ウ 238
【文章トレーニング５】意見文を書く オ オ 240

言語技術の実践 【実践１】レポート エ・オ ア・イ・ウ ウ 242 5
【実践２】プレゼンテーション エ・オ ウ・エ・オ イ 247 4
【実践３】ディベート・討議 エ・オ イ・エ・オ ウ 252 4

資料編 グラフ・ポスター・パンフレット・新聞記事 エ ウ・エ 260
評論キーワード ア・エ 264

前見返し 評論文のテーマを理解する ア ①②
後見返し 情報探索と利用の方法 エ ④⑤⑥

A 話すこと・聞くこと 20
B 書くこと 33
C 読むこと 17

合計

配当時数

話す・
聞く

70

２． 対照表

学習指導要領の内容
該当
箇所
［頁］単元 教材

知識及び技能 思考力，判断力，表現力等
C 読むこと

配当時数合計

A 話すこと・聞くこと B 書くこと




