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子
ど
も
た
ち
に

「
自
力
読
み
の
力
」を
与
え
よ

　

言
う
ま
で
も
な
く
、国
語
科
の「
基

礎・基
本
」と
は
、言
葉
の
力
そ
の
も
の

で
す
。け
れ
ど
も
、悔
し
い
こ
と
で
す

が
、国
語
科
は
、子
ど
も
た
ち
に
獲
得

さ
せ
る
べ
き
力
が
不
明
瞭
で
あ
り
、何

を
教
え
る
の
か
が
明
確
で
な
い
と
い
わ

れ
ま
す
。わ
た
し
た
ち
教
師
は
、こ
の

確
実
に
習
得
さ
せ
る
べ
き「
言
葉
の

力̶

基
礎
・
基
本
」を
明
確
に
整
理

し
て
、国
語
授
業
に
臨
む
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

こ
こ
に
、「
い
ろ
い
ろ
な
ふ
ね
」と
い
う

説
明
文
が
あ
り
ま
す
。こ
の
説
明
文

で
の
十
数
時
間
の
授
業
で
、ど
ん
な

「
言
葉
の
力
」を
子
ど
も
た
ち
に
獲
得

さ
せ
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。い
く

ら
、船
の
役
目
と
そ
の
た
め
の
つ
く
り

が
よ
く
わ
か
っ
た
と
し
て
も
、子
ど
も

た
ち
の「
言
葉
の
力
」が
向
上
し
た
と

は
い
え
ま
せ
ん
。「
い
ろ
い
ろ
な
ふ
ね
」

の
学
習
を
終
え
た
子
ど
も
た
ち
が
、

次
に
新
た
な
説
明
文
に
出
合
っ
た
と
き
、

こ
こ
で
学
ん
だ
読
み
方
を
駆
使
で
き

て
こ
そ
、「
言
葉
の
力
」を
獲
得
し
た
と

い
え
ま
す
。

　

説
明
的
文
章
を
自
ら
読
み
進
め
る

力「
自
力
読
み
の
力
」こ
そ
、国
語
授

業
で
は
ぐ
く
む「
言
葉
の
力
」で
す
。

　
「
い
ろ
い
ろ
な
ふ
ね
」で
展
開
し
た
、

説
明
文
の「
自
力
読
み
」、４
年
生
の

学
習
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

説
明
文
の
仕
組
み
の
指
導

　　
ま
ず
、次
の
よ
う
な
説
明
文
の
仕

組
み
を
指
導
し
ま
す
。

①
文
字̶

も
の
す
ご
く
いっ
ぱ
い

②
言
葉̶

す
ご
く
いっ
ぱ
い

（「
文
字
」が
集
ま
り「
言
葉
」に
な
る
）

③
文̶

14
の
文（
言
葉
の
集
ま
り
）

④
段
落̶

14
の
段
落

（
文
の
集
ま
り
＝
形
式
段
落
）

⑤
小
さ
な
部
屋̶
６
つ
の
小
部
屋

（
意
味
段
落
）

⑥
大
き
な
部
屋̶

３
つ
の
大
部
屋

（
基
本
構
成「
は
じ
め・説
明･

終
わ
り
」）

⑦
文
章̶

ひ
と
つ
の
文
章

　

こ
こ
で
の
学
習
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

は
、説
明
文
が
複
数
の「
部
屋
」か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
さ
せ

る
こ
と
で
す
。こ
の「
部
屋
」と
は
意

味
段
落
を
指
す
、わ
た
し
の
国
語
教

室
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
用
語
で
す
。

「
３
つ
の
大
部
屋
」の
検
討

　
「
い
ろ
い
ろ
な
ふ
ね
」は
、14
の
形
式

段
落
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

教科指導
ここが知りたい

子
ど
も
た
ち
に
、説
明
文
を
自
ら
読
み
進
め
る
力
を
つ
け
さ
せ
た
い
。

こ
ん
な
願
い
を
か
な
え
る
方
法
を
、二
瓶
弘
行
先
生
に
伺
い
ま
し
た
。

説
明
文
の「
自
力
読
み
の
力
」

を
つ
け
よ
う

国
語
の
読
む
力
を
育
て
る
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音
読
し
た
後
、次
の
よ
う
に
子
ど

も
た
ち
に
発
問
し
ま
す
。

　

ご
く
単
純
な
構
成
の
説
明
文
で
、４

年
生
の
子
ど
も
た
ち
は
あ
ま
り
苦
慮

し
ま
せ
ん
。た
だ
、こ
の
段
階
で
は
形

式
的
な
読
み
に
と
ど
ま
って
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、新
た
な「
自
力
読
み
」の

段
階
を
指
導
し
ま
す
。「
大
部
屋
の

性
格
」の
検
討
で
す
。対
象
と
な
る
の

は「
は
じ
め
」と「
終
わ
り
」の
大
部
屋

で
す
。こ
れ
ら
の
大
部
屋
は
、次
の
３
つ

の
典
型
的
な
性
格
を
も
つ
こ
と
を
指

導
し
、こ
の「
い
ろ
い
ろ
な
ふ
ね
」で
は
ど

の
性
格
を
も
つ
か
を
検
討
し
ま
す
。

「
は
じ
め
の
大
部
屋
」の
３
つ
の
性
格

①
話
題
の
提
示

②
問
い
の
投
げ
か
け

③
は
じ
め
の
ま
と
め

「
終
わ
り
の
大
部
屋
」の
３
つ
の
性
格

①
終
わ
り
の
ま
と
め

②
問
い
の
答
え

③
筆
者
の
考
え・読
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　

こ
の
大
部
屋
の
性
格
を
考
え
る
た

め
に
は
、文
章
全
体
を
詳
し
く
読
み

返
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
「
は
じ
め
の
大
部
屋
」は
、す
ぐ
に

「
話
題
の
提
示
」の
性
格
と
と
ら
え
ら

れ
ま
す
。「
問
い
の
投
げ
か
け
」な
ら
、

「
な
ぜ
、〜
で
し
ょ
う
か
」や「
ど
う
し

て
で
し
ょ
う
」な
ど
の
表
現
が
使
わ
れ

ま
す
。ま
た
、「
は
じ
め
の
ま
と
め
」と

し
て
は
、「
ふ
ね
に
は
、い
ろ
い
ろ
な
も
の

が
あ
り
ま
す
。」で
は
弱
い
の
で
す
。

　

次
に「
終
わ
り
の
大
部
屋
」の
性
格

を
検
討
し
ま
す
。「
問
い
の
答
え
」の

性
格
は
、「
は
じ
め
の
大
部
屋
」の
性

格
が「
問
い
の
投
げ
か
け
」で
あ
る
こ

と
に
対
応
す
る
こ
と
が
原
則
な
の
で

除
外
し
ま
す
。「
筆
者
の
考
え・読
者
へ

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」ま
で
は
述
べ
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。し
た
が
っ
て
、「
終
わ
り
の
ま

と
め
」の
性
格
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ

と
が
妥
当
で
す
。

　

こ
の
大
部
屋
の
性
格
を
検
討
す
る

こ
と
は
、実
は
、大
き
な
意
義
が
あ
り

ま
す
。説
明
文
の
読
み
の
学
習
は
、そ

の
説
明
文
の
筆
者
が
読
者
で
あ
る
自

分
に
最
も
伝
え
た
い
こ
と
を
正
確
に

受
け
取
る
力
を
獲
得
す
る
こ
と
が
、

ま
ず
目
標
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

さ
ら
に
は
、そ
の
伝
え
た
い
こ
と
が

ど
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
、そ
の

表
現
の
仕
方
が
学
び
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

　

そ
し
て
、究
極
的
に
は
、そ
の
伝
え

た
い
こ
と（
筆
者
の
考
え
・
認
識
・
思

想
）に
対
す
る
自
分
の
意
見
を
も
つ
こ

と
が
、説
明
文
を
読
む
最
終
ゴ
ー
ル
で

す
。　

　

説
明
文
は
、そ
の「
ま
と
め
」（
伝
え

た
い
こ
と
の
中
心
）が
ど
の
大
部
屋
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
か
に
よ
り
、大
き
く

次
の
３
つ
に
分
類
で
き
ま
す
。　

①「
頭と

う

括か
つ

型
」̶

「
は
じ
め
の
大
部
屋
」に

②「
尾び

括か
つ

型
」̶

「
終
わ
り
の
大
部
屋
」に

③「
双そ
う

括か
つ

型
」̶

「
は
じ
め
」と「
終
わ
り
」

　
　
　
　
　

    

の
大
部
屋
に

　

特
に「
ま
と
め
」が
ど
こ
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
か
を
把
握
す
る
こ
と
は
、筆

者
の
伝
え
た
い
こ
と
を
受
け
取
る
た

め
に
、き
わ
め
て
重
要
な
学
習
と
な
る

の
で
す
。

「
説
明
の
大
部
屋
」の
検
討

　

次
の「
自
力
読
み
」の
段
階
を
子
ど

も
た
ち
は
学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。本
論
に
当
た
る「
説
明
の
大
部

屋
」の
検
討
で
す
。

い
ろ
い
ろ
な
ふ
ね　
東
京
書
籍「
あ
た
ら
し
い 

こ
く
ご
」１
年
下

❶
ふ
ね
に
は
、い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

❷
き
ゃ
く
せ
ん
は
、た
く
さ
ん
の
人
を
は
こ
ぶ
た
め
の
ふ
ね
で
す
。

❸
こ
の
ふ
ね
の
中
に
は
、き
ゃ
く
し
つ
や
し
ょ
く
ど
う
が
あ
り
ま
す
。

❹
人
は
、き
ゃ
く
し
つ
で
休
ん
だ
り
、し
ょ
く
ど
う
で
し
ょ
く
じ
を
し
た
り
し
ま
す
。

❺
フ
ェ
リ
ー
ボ
ー
ト
は
、た
く
さ
ん
の
人
と
じ
ど
う
車
を
い
っ
し
ょ
に
は
こ
ぶ
た
め
の
ふ
ね
で
す
。

❻
こ
の
ふ
ね
の
中
に
は
、き
ゃ
く
し
つ
や
車
を
と
め
て
お
く
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

❼
人
は
、車
を
ふ
ね
に
入
れ
て
か
ら
、き
ゃ
く
し
つ
で
休
み
ま
す
。

❽
ぎ
ょ
せ
ん
は
、さ
か
な
を
と
る
た
め
の
ふ
ね
で
す
。

❾
こ
の
ふ
ね
は
、さ
か
な
の
む
れ
を
見
つ
け
る
き
か
い
や
、あ
み
を
つ
ん
で
い
ま
す
。

10
見
つ
け
た
さ
か
な
を
あ
み
で
と
り
ま
す
。

11
し
ょ
う
ぼ
う
て
い
は
、ふ
ね
の
火
じ
を
け
す
た
め
の
ふ
ね
で
す
。 

12
こ
の
ふ
ね
は
、ポ
ン
プ
や
ホ
ー
ス
を
つ
ん
で
い
ま
す
。 

13
火
じ
が
あ
る
と
、水
や
く
す
り
を
か
け
て
、火
を
け
し
ま
す
。

14
い
ろ
い
ろ
な
ふ
ね
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
や
く
目
に
あ
う
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

説
明
文
は
、「
は
じ
め・
説
明
・
終
わ

り
」と
い
う
、３
つ
の
大
き
な
部
屋
か
ら

で
き
て
い
ま
す
。こ
の「
い
ろ
い
ろ
な
ふ

ね
」を
３
つ
の
大
部
屋
に
分
け
て
ご
ら

ん
な
さ
い
。
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1
「
説
明
の
大
部
屋
」を「
小
部
屋
」

に
分
け
る

　

子
ど
も
た
ち
に
指
導
を
し
ま
す
。

　

こ
の「
小
部
屋
」は
意
味
段
落
を
指

し
ま
す
。形
式
段
落
の
内
容
を
読
み

取
り
、新
た
な
ま
と
ま
り
を
つ
く
る

段
階
が
、こ
の「
大
部
屋
を
小
部
屋
に

分
け
る
」と
い
う
学
習
な
の
で
す
。

　

多
く
の
子
ど
も
た
ち
は
、抵
抗
な

く
す
ぐ
に
４
つ
の
小
部
屋
に
分
け
ま

し
た
。

　
2
「
小
部
屋
」の
名
前
を
考
え
る

　

子
ど
も
た
ち
に
、部
屋
の
名
前
を
考

え
る
こ
と
の
意
味
を
説
明
し
ま
す
。

　

続
け
て
、小
部
屋
の
名
前
を
考
え

る
際
の
３
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
指

導
し
ま
す
。

以
上
３
つ
の
名
前
つ
け
の
ポ
イ
ン
ト
を

も
と
に
、子
ど
も
た
ち
は
小
部
屋
の

名
前
を
考
え
ま
し
た
。

●
小
部
屋
１̶

「
き
ゃ
く
せ
ん
」

●
小
部
屋
２̶

「
フ
ェ
リ
ー
ボ
ー
ト
」

●
小
部
屋
３̶

「
ぎ
ょ
せ
ん
」

●
小
部
屋
４̶

「
し
ょ
う
ぼ
う
て
い
」

　

い
ず
れ
も
船
の
名
前
で
、「
き
ょ
う

だ
い
」の
名
前
の
よ
う
に
関
連
性
を
も

ち
ま
す
。ま
た
、そ
れ
ら
は
各
小
部
屋

の
最
も「
大
切
な
言
葉
」で
も
あ
り
ま

す
。

　

低
学
年
段
階
で
は
、こ
の
よ
う
な
意

味
段
落（
小
部
屋
）の
小
見
出
し（
小

部
屋
の
名
前
）を
考
え
る
レ
ベ
ル
で
十

分
な
学
習
で
あ
り
ま
す
。

3
「
小
部
屋
」の
名
前
を
よ
り
長
く

　

中
学
年
段
階
で
は
、さ
ら
に
指
示

し
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、再
度
、文
章
全
体

を
読
み
返
し
ま
す
。そ
し
て
、ま
と
め

が
書
か
れ
て
い
る「
終
わ
り
の
大
部

屋
」14
段
落
に
書
か
れ
て
い
る「
役

目
」に
着
目
し
ま
し
た
。　

　

こ
の「
役
目
」が
ど
の
よ
う
に
各
小

部
屋
で
説
明
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討

し
て
、各
小
部
屋
の
第
１
段
落
目
が

「
〜
す
る
た
め
」と
い
う「
役
目
」を
説

明
す
る
表
現
に
気
づ
き
ま
し
た
。

　

納
得
し
た
子
ど
も
た
ち
は
、各
小

部
屋
の
名
前
を「
客
船
の
役
目
・フ
ェ

リ
ー
ボ
ー
ト
の
役
目・漁
船
の
役
目・消

防
艇
の
役
目
」と
変
え
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
わ
た
し
が
こ
う
尋
ね
ま

す
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、「
終
わ
り
の
大
部

　

大
部
屋
は
、い
く
つ
か
の
小
さ
な
部

屋
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。そ
し
て
、そ
の

小
部
屋
に
は
、そ
れ
ぞ
れ「
部
屋
の
名

前
」が
つ
い
て
い
ま
す
。こ
の「
い
ろ
い
ろ

な
ふ
ね
」の「
説
明
の
大
部
屋
」が
い
く

つ
の
小
部
屋
か
ら
で
き
て
い
る
の
か
、ど

ん
な
名
前
を
つ
け
れ
ば
い
い
か
を
考
え

ま
し
ょ
う
。

　

み
ん
な
は
、ひ
と
つ
の
言
葉（
単
語
）

で
名
前
を
つ
け
ま
し
た
。も
う
少
し
、

言
葉
を
つ
け
加
え
て
名
前
を
長
く
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
。名
前
つ
け

の
ポ
イ
ン
ト
の
③「
ま
と
め
が
書
か
れ
て

い
る『
大
部
屋
』の
内
容
を
大
切
に
」を

参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

各
小
部
屋
の
ひ
と
つ
目
の
段
落
が

「
船
の
役
目
」の
説
明
だ
と
わ
か
り
ま

し
た
。で
は
、２
段
落
目
と
３
段
落
目

は
何
の
説
明
を
し
て
い
る
の
？

　
「
説
明
の
大
部
屋
」を
４
つ
の
小
部

屋
に
分
け
ま
し
た
。部
屋
に
は
必
ず
名

前
が
あ
り
ま
す
。

　

み
ん
な
が
家
族
で
旅
行
す
る
と
き
、

日
本
旅
館
に
泊
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
で

し
ょ
う
。ホ
テ
ル
の
部
屋
は
２
０
３
号
室

と
い
う
よ
う
に
数
字
で
部
屋
を
呼
び
ま

す
。け
れ
ど
も
日
本
旅
館
で
は
、「
朝

顔
」と
か
、「
富
士
山
」と
か
、そ
れ
ぞ
れ

に
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
の

名
前
も
バ
ラ
バ
ラ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、「
朝
顔
」の
隣
の
部
屋
は「
す

み
れ
」と
い
う
よ
う
に
、関
連
を
考
え

て
、花
の
名
前
で
統
一
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
日
本
旅
館
と
同
じ
よ
う
に
、小

部
屋
に
は
名
前
が
あ
り
ま
す
。そ
の
名

前
を
自
分
で
つ
け
ら
れ
た
と
き
に
、は

じ
め
て
小
部
屋
に
な
る
の
で
す
。

①「
き
ょ
う
だ
い
」の
名
前
の
よ
う
に

　
「
き
ょ
う
だ
い
」の
名
前
は
、日
本
旅

館
の
部
屋
の
花
の
名
前
と
同
様
に
、親

は
何
ら
か
の
関
連
を
考
え
て
つ
け
る
も

の
で
す
。例
え
ば
、一
郎
、次
郎
、三
郎

の
よ
う
に
。４
つ
の
小
部
屋
の
名
前
も

「
き
ょ
う
だ
い
」の
よ
う
に
つ
な
が
り
を

意
識
す
る
こ
と
で
す
。

②「
大
切
な
言
葉
」を

　

読
み
落
と
さ
な
い
で

　

そ
れ
ぞ
れ
の
小
部
屋
に
書
か
れ
て
い

る
言
葉
の
中
で
、「
大
切
な
言
葉
」を

探
す
こ
と
で
す
。例
え
ば
、そ
の
説
明

文
の
題
名
に
関
連
す
る
言
葉
、文
章

中
に
繰
り
返
し
て
反
復
さ
れ
る
言
葉

を
読
み
落
と
さ
な
い
こ
と
で
す
。そ
し

て
、そ
れ
ら
の「
大
切
な
言
葉
」が
小

部
屋
の
名
前
に
使
え
な
い
か
を
考
え
て

み
る
こ
と
で
す
。

③
ま
と
め
が
書
か
れ
て
い
る

　
「
大
部
屋
」の
内
容
を
大
切
に

　

今
は「
説
明
の
大
部
屋
」の
学
習
を
し

て
い
ま
す
が
、そ
の
際
に
も
、ほ
か
の
大

部
屋
、特
に「
ま
と
め
」が
書
か
れ
て
い
る

「
大
部
屋
」の
内
容
を
大
切
に
し
て
、小

部
屋
の
名
前
を
考
え
る
こ
と
で
す
。



＊13 国語の読む力を育てる

屋
」の「
あ
う
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い

ま
す
」の
表
現
か
ら
、「
船
の
役
目
と
、

そ
れ
に
合
う
つ
く
り
」と
い
う
名
前
を

引
き
出
し
ま
し
た
。

　

以
上
に
述
べ
て
き
た「
小
部
屋
の
名

前
つ
け
」は
、ま
さ
し
く
説
明
文
の

「
自
力
読
み
の
力
」を
子
ど
も
た
ち
に

獲
得
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
す
。

小
部
屋
の
一
文
要
約
と

文
章
全
体
の
要
約

　

さ
ら
に
、学
習
を
進
め
ま
す
。

　

こ
の
小
部
屋
の
内
容
を
、重
要
な
言

葉
を
落
と
さ
ず
、一
文
で
短
く
ま
と
め

る
こ
と
、「
一
文
要
約
」（
意
味
段
落
の

要
約
）で
す
。中
学
年
段
階
の
重
要
な

「
自
力
読
み
の
力
」と
い
え
ま
す
。

　

こ
の
一
文
要
約
の
も
と
に
な
る
の

が
、「
小
部
屋
の
名
前
」で
す
。単
語
レ

ベ
ル
の
名
前
か
ら
、重
要
な
言
葉
を
つ

け
加
え
て
名
前
を
長
く
し
て
い
く
学

び
に
つ
い
て
前
述
し
ま
し
た
。こ
の
学

習
は
、ま
さ
に「
一
文
要
約
」に
直
結

し
て
い
き
ま
す
。

●
小
部
屋
１
の「
名
前
」

　

客
船
の
役
目
と
そ
れ
に
合
う
つ
く
り

●
小
部
屋
１
の「
一
文
要
約
」

　

客
船
は
、た
く
さ
ん
の
人
を
運
ぶ
役

目
の
た
め
、客
室
や
食
堂
が
あ
る

　

こ
の
よ
う
な「
小
部
屋
の
一
文
要

約
」を
４
つ
の
小
部
屋
で
も
同
様
に
試

み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、文
章
全
体
の
要

約
も
可
能
に
な
って
い
く
の
で
す
。

                       

説
明
文
の

「
美
し
い
仕
組
み
」

　

こ
の
よ
う
に
、４
年
生
の
子
ど
も
た

ち
は
、「
い
ろ
い
ろ
な
ふ
ね
」を
用
い
て
、

説
明
文
の「
自
力
読
み
の
力
」を
学
習

し
て
き
ま
し
た
。そ
し
て
、ま
と
め
と

し
て
、そ
の「
美
し
い
仕
組
み
」を
、次

の
表
の
よ
う
に
整
理
し
ま
し
た
。

　
　

こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
一
連
の
学

習
は
、こ
の
説
明
文
の「
美
し
い
仕
組

み
」を
と
ら
え
る
基
本
的
な
過
程
を

学
ぶ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

こ
の
読
み
の
過
程
を
獲
得
し
た
子

ど
も
た
ち
は
、新
た
な
説
明
文
を
自
ら

の
力
で
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。「
自
力
読
み
の
力
」で
す
。

説明文「自力読み」の学習過程
－筑波大学附属小学校・二瓶弘行学級 2009改訂－

①基本構成「序論・本論・結論」を大まかに把握する。
　※三つの大きな部屋「はじめ・説明・終わり」

②序論（はじめ）と結論（終わり）の性格を把握する。
　●「序論」の典型的な三つの性格
　　①話題の提示　②問いの投げかけ　③はじめのまとめ
　●「結論」の典型的な三つの性格
　　①終わりのまとめ　②問いの答え　③筆者の考え・提案

③意味段落に分け、小見出しをつける。（部屋の名前）
　※中部屋・小部屋（意味段落）の名前（小見出し）
　●重要語句・大切な言葉への着目（反復される言葉・題名と関連する言葉）
　●意味段落相互の関係　　●結論部分（特に「終わりの大部屋」）の重視

④意味段落の論の展開を検討する。（部屋の並べ方）
　●順序性（時間的順序・事柄の順序）：「ナンバリング」「一般から抽象へ」「身近の例から」
　●意見と事実（意見とその根拠・理由となる事実）
　●原因と結果
　●指示語（こそあど言葉）の意味　●接続語（つなぎ言葉）の役割

⑤意味段落の要点をまとめる。（部屋の一文要約）
　●意味段落の小見出し（部屋の名前）をもとに。

⑥文章全体を要約する。
　●意味段落の要点（部屋の一文要約）をもとに。

⑦文章の中心（要旨）をとらえる。
　●筆者の伝えたい「事実」、「考え・意見」の中心

⑧筆者へのメッセージをまとめる。
　●筆者の伝えたいことについて、自分の意見をまとめる。
　●伝え方（論の展開の仕方）について、意見をまとめる。

終わり 説　明 はじめ 大部屋

14

４
―

11
12
13

３
―

❽
❾
10

２
―

❺
❻
❼

１
―

❷
❸
❹

❶

小
部
屋
と
段
落

※
性
格・終
わ
り
の
ま
と
め

消
防
艇
の
役
目
と

そ
れ
に
合
う
つ
く
り

漁
船
の
役
目
と

そ
れ
に
合
う
つ
く
り

フ
ェ
リ
ー
ボ
ー
ト
の
役
目
と

そ
れ
に
合
う
つ
く
り

客
船
の
役
目
と

そ
れ
に
合
う
つ
く
り

※
性
格・話
題
の
提
示

小
部
屋
の
名
前

　

ど
の
説
明
文
に
も
、そ
の
文
章
を
書

い
た
筆
者
が
い
ま
す
。筆
者
は
、自
分
の

伝
え
た
い
事
実
や
考
え
を
読
者
に
わ

か
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、様
々
な
工
夫

を
し
な
が
ら
、文
章
を
書
き
ま
す
。

　

そ
の
最
も
重
要
な
工
夫
が
、「
美
し

い
仕
組
み
」で
す
。つ
ま
り
、優
れ
た
説

明
文
は
ど
れ
も
、「
美
し
い
仕
組
み
」を

も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

だ
か
ら
、一
見
し
て
難
し
そ
う
な
説

明
文
で
も
、読
む
こ
と
を
躊
躇
し
て
は

い
け
ま
せ
ん
。ど
ん
な
説
明
文
に
も
筆

者
が
い
て
、筆
者
は
読
者
で
あ
る
あ
な

た
に
わ
か
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、「
美
し

い
仕
組
み
」を
考
え
な
が
ら
、文
章
を

書
い
て
い
る
は
ず
で
す
か
ら
。


