
教
材
４-

(4) 

文
章
を
読
む
こ
と 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年 
 

 

組 
 

 

番 

名
前 

 

説
明
的
な
文
章
を
読
む
た
め
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
例
） 

「
森
林
の
お
く
り
も
の 

富
山 

和
子 

」 

（
東
京
書
籍
36
ペ
ー
ジ
～
46
ペ
ー
ジ
） 

１ 

形
式
段
落
に
①
、
②
…
と
番
号
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。
段
落
は
い
く
つ
あ
り
ま
す
か
。 

 
 

 

段
落 

 

２ 

そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
に
は
、
文
が
い
く
つ
あ
り
ま
す
か
。 

ま
た
、
も
っ
と
も
大
切
な
文
に
線
を
引
き
ま
し
ょ
う
。 

 
 

→
「
中
心
文
」
と
言
い
ま
す
。 

  
  

  

 

３ 

各
形
式
段
落
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
短
い
文
で
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。 

→
「
要
点
」
と
言
い
ま
す
。 

 

⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 

段
落 

３ ６ ４ １ ３ ２ ７ １ １ ２ ４ ４ １ ３ ２ 

文
の
数 

木
は
、
木
材
に
な
っ
て
も
生
き
て
い
る
。 

キ
リ
は
、
燃
え
に
く
く
、
金
庫
の
中
に
使
わ
れ
て
い
る
。 

キ
リ
は
、
軽
く
は
だ
ざ
わ
り
が
よ
く
、
こ
と
や
げ
た
や
た
ん
す
に
な
っ
た
。 

カ
ラ
マ
ツ
や
ま
つ
は
、
水
に
強
く
、
水
車
や
橋
に
な
っ
た
。 

ケ
ヤ
キ
は
、
か
た
く
し
ま
っ
て
木
目
が
美
し
く
、
大
黒
柱
や
た
ん
す
な
ど
に
な
っ
た
。 

ヒ
ノ
キ
は
、
虫
が
つ
き
に
く
く
く
さ
り
に
く
く
雨
風
に
強
く
、
建
物
に
使
わ
れ
た
。 

ス
ギ
は
、
軽
く
て
じ
ょ
う
ぶ
で
す
な
お
に
割
れ
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
使
わ
れ
た
。 

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
大
木
は
、
ま
っ
す
ぐ
で
、
神
社
や
寺
に
使
わ
れ
た
。 

木
材
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
の
か
。(

部
分
の
問
い) 

日
本
の
山
々
は
、
大
昔
か
ら
木
材
の
生
産
を
し
て
い
た
。 

日
本
で
は
日
用
品
な
ど
が
木
で
作
ら
れ
て
い
た
。 

日
本
の
古
い
街
に
は
、
木
の
家
や
橋
が
あ
る
。 

日
本
人
は
大
昔
か
ら
木
の
家
や
道
具
で
く
ら
し
て
き
た
。 

日
本
人
は｢

木
の
く
ら
し｣

を
築
い
て
き
た
。 

日
本
は
、
森
の
国
、
木
の
国
で
あ
る
。 

要 

点 
(

例) 

39 

【
ヒ
ン
ト
】
文
の
役
割
に
は
、
ま
え
が
き
、
説
明
、
問
い
、
付
け
加
え
、
ま
と
め 

な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

「
ま
と
め
」
の
役
割
を
も
つ
文
を
探
し
ま
し
ょ
う
。 

ま
と
め
の
役
割
の
文
が
段
落
の
終
わ
り
に
あ
る
と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。 

 

【
ヒ
ン
ト
】「
中
心
文
」
を
も
と
に
、
要
点
を
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。 

 



㊴ ㊳ ㊲ ㊱ ㉟ ㉞ ㉝ ㉜ ㉛ ㉚ ㉙ ㉘ ㉗ ㉖ ㉕ ㉔ ㉓ ㉒ ㉑ ⑳ ⑲ ⑱ ⑰ ⑯ 
段
落 

５ ４ １ ４ ２ ２ ３ ４ ２ ２ ２ ５ ５ ４ ２ ８ ２ ２ ５ ３ ２ ８ ２ ５ 

文
の
数 

緑
豊
か
な
国
土
に
生
ま
れ
た
幸
せ
へ
の
感
謝
と
森
林
を
育
て
る
す
ば
ら
し
さ
、
と
う
と
さ
を

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。 

森
林
は
、
大
昔
か
ら
植
え
つ
い
で
き
た
か
け
が
え
の
な
い
遺
産
で
あ
る
。 

わ
た
し
た
ち
は
、
森
林
の
世
話
に
な
り
続
け
た
。 

森
林
は
、
土
と
養
分
を
お
ぎ
な
う
。 

毎
年
米
作
り
を
続
け
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。(

部
分
の
問
い) 

森
林
に
守
ら
れ
て
、
水
田
は
平
野
に
ひ
ら
か
れ
た
。 

森
林
は
、
山
く
ず
れ
や
水
害
か
ら
平
野
を
守
る
。 

木
の
根
は
、
土
や
岩
石
を
と
ど
め
る
。 

山
の
し
ゃ
面
に
は
、
い
つ
も
土
が
あ
る
。 

森
林
の
土
が
雨
に
な
が
さ
れ
て
な
く
な
ら
な
い
の
は
な
ぜ
か(

部
分
の
問
い) 

川
の
水
が
な
く
な
ら
な
い
の
は
森
林
の
お
か
げ
で
あ
る
。 

森
林
は
、
地
下
水
を
つ
く
る
。 

川
の
水
が
な
く
な
ら
な
い
の
は
な
ぜ
か(

部
分
の
問
い) 

森
林
に
は
別
の
お
く
り
も
の
が
あ
る
。 

炭
や
ま
き
も
、
使
い
続
け
て
き
た 

火
は
、
燃
料
や
そ
れ
以
外
に
も
利
用
し
て
き
た
。 

火
は
、
人
類
が
長
く
使
い
続
け
て
き
た
。 

森
林
の
お
く
り
も
の
に
火
が
あ
る
。 

紙
は
文
字
を
記
し
人
に
も
の
を
伝
え
る
働
き
な
ど
を
す
る
。 

木
材
は
紙
に
も
な
る
。 

法
隆
寺
の
木
材
は
樹
齢
二
千
年
の
ヒ
ノ
キ
で
あ
る
。 

法
隆
寺
の
木
材
は
、
最
古
の
木
造
建
築
物
だ
が
わ
か
わ
か
し
い
。 

木
は
切
ら
れ
て
も
長
生
き
す
る
。 

木
材
が
生
き
て
い
る
証
こ
に
、
水
を
す
っ
て
す
き
間
を
な
く
す
働
き
が
あ
る
。 

要 

点 



４ 

こ
の
文
章
の
ま
と
ま
り
を
を
表
し
た
、
次
の
図
表
を
完
成
さ
せ
ま
し
ょ
う
。 

               

 

５ 

「
筆
者
は
」
の
出
だ
し
で
、
本
文
を
二
百
五
十
字
程
度
で
ま
と
め
ま
す
。 

続
き
を
書
き
ま
し
ょ
う
。
→ 

説
明
文
全
体
を
ま
と
め
る
こ
と
を
「
要
約
」
と
言
い
ま
す
。 

 

 

 

構成 序 論 
   

①②③ 

④⑤ 
日本人と「木のくらし」 

       

構成 
本論１ 

木材の利用 

 

構成 
本論２ 

森林の働き 

⑥ 

⑦(問い) 

⑧⑨⑩⑪ 

⑫⑬⑭ 

木材の性質

を生かした

利用の仕方 

㉖ 
森林の別の

おくりもの 

⑮⑯ 

切られても

生き続ける

木 

㉗(問い) 

㉘㉙(答え) 

水を保つ働

き 

⑰⑱ 

⑲ 

長生きする

木 ㉚(問い) 

 

㉛㉜㉝ 

山くずれと

水害から平

野を守る働

き ⑳㉑ 紙の利用 

㉞ 

㉟(問い) 

㊱(答え) 

土と養分を

おぎなう働

き 

㉒㉓ 

㉔㉕ 

燃料として

の木の利用 

       

構成 結 論 

   

㊲㊳㊴ 
かけがえのない遺産で

ある森林 

て さ こ わ て の を た 利 質 面 ら (例) 

い 、 と た く で お り 用 を で 日 筆 

る と を し れ あ ぎ 、 す 生 受 本 者 

。 う 感 た た る な 根 る か け 人 は 

 と 謝 ち か 。 っ が こ し て は 、 

二 さ し は け こ た 土 と て い そ 日 

百 を 、 、 が の り や で 、 る の 本 

四 考 森 こ え 森 す 岩 あ 木 と 森 は 

十 え 林 の の 林 る 石 る 材 い 林 豊 

四 る を 緑 な は 森 を 。 や う か か 

字 べ 育 豊 い 、 林 か も 紙 。 ら な 

 き て か 遺 先 の か う な そ お 森 

 だ る な 産 祖 働 え 一 ど の く の 

 と 仕 国 で た き た つ 、 一 り 国 

 筆 事 土 あ ち を り は 木 つ も で 

 者 の に る が 生 、 、 そ は の あ 

 は す 生 。 植 か 土 水 の 、 
 
を り 

 主 ば ま だ え し や を も 木 二 、 

 張 ら れ か つ た 養 保 の の つ 昔 

 し し た ら い も 分 っ を 性 の か 

【
ヒ
ン
ト
】
要
点
と
文
の
ま
と
ま
り
を
も
と
に
し
て
、
要
約
し
ま
し
ょ
う
。 

 

( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
) 

(

答
え)

 

(

答
え)

 



６ 

そ
れ
ぞ
れ
の
文
に
つ
い
て
、「
事
実
」
を
の
べ
た
文
か
、「
意
見
・
考
え
」
を
の
べ
た
文
か
、
ち
が
い
が
分

か
る
よ
う
に
線
を
引
い
て
み
ま
し
ょ
う
。 

  

 

   

７ 

筆
者
の
一
番
言
い
た
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
文
を
見
つ
け
、
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。 

 

→ 

「
要
旨
」
と
言
い
ま
す
。 

  

 

８ 

筆
者
の
一
番
言
い
た
い
こ
と
を
受
け
て
、
あ
な
た
は
ど
う
考
え
ま
す
か
。 

 
 

自
分
の
経
験
や
知
識
な
ど
と
結
び
つ
け
て
、「
わ
た
し
は
」「
ぼ
く
は
」
の
出
だ
し
で
、
自
分
の
考
え
を
書

き
ま
し
ょ
う
。 

 

９ 

友
だ
ち
の
考
え
を
聞
い
て(

読
ん
で)

、
あ
な
た
が
思
っ
た
こ
と
を
書
き
ま
し
ょ
う
。 

   

           
 

 
 

 
 

 

さ
ん
の
考
え
を
聞
い
て
、
わ
た
し
が
思
っ
た
こ
と 

【
ヒ
ン
ト
】
文
の
始
め
や
終
わ
り
の
表
現
に
着
目
し
ま
し
ょ
う
。 

「
意
見
」
の
場
合
の
表
現
は
、「
私
の
考
え
で
は
、
～
」「
～
と
思
い
ま
す
。」「
～
と

考
え
ま
す
。」
な
ど
で
す
。
ま
た
、
内
容
に
も
注
目
し
ま
し
ょ
う
。 

 

【
ヒ
ン
ト
】
筆
者
の
一
番
言
い
た
い
こ
と
は
「
意
見
」
の
中
に
あ
り
ま
す
。 

ま
と
め
の
中
に
一
番
言
い
た
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
す
。 

 


