
指導例１ 欠点と欠陥の違い 中学校１年生

意 味 が 似 通 っ て い る 語

１ 指導のねらい（身に付けさせたい力）

①意味が似通っている語についての理解を深めることができる。

②文脈にふさわしい語を吟味したり、語の意味にふさわしい文をつくったりすることができる。

③自分の考えを、相違点を明確にして書きまとめることができる。

２ 指導の実際

学習活動 指導上の留意点と評価

（１）「対義語」について確かめ合う。 ・学習プリント【Ａ】を使い、文脈をとらえ

ながら、意味の上で反対である語をあては

めさせる。

（２）本時の目標が、「意味が似通っている語 評 進んで学習活動に取り組もうとしている

の違いをとらえ、使い分ける」ことである か。

ことを確かめ合う。

（３）語の意味の共通点と相違点について考え ・語の意味の相違点、および「欠陥」とは言

る。 えても、「欠点」とは言えない例文を考え

①学習プリント【Ｂ】を読み、グループで させる。

話し合って、学習プリント【Ｃ】の空欄 ・「エーミール」と「僕」が、こむらさきの

をうめる。 「欠けているところ」を、それぞれどのよ

うにとらえているかの違いに着目させ、作

②『少年の日の思い出』の一部（学習プリ 品の読み取りに活かしたい。

ント【Ｄ】）に示された空欄に入る語は 評 人ではないものに対して使い、致命的な

どちらかについて考える。 不備のあるという文意が読み取れる文がつ

くれているか。

③「欠陥」を使った例文を交流する｡

・文脈の中で、どちらを使うのがふさわしい

（４）ここまでの学習を基に、「もどかしい」 かについて、そう考える理由とともに書か

と「じれったい」の語について、相違点を せる。文章中に、「それに対して」という

考える。 言葉を使わせることで、二語を比較して述

べるように意識させる。文字数については、

①｢急いでいる時、わたしは、くつをはくの 生徒の実態に合わせて調整するとよい。

も 。」（課題【Ｅ】）の空欄に 「ねたむ」と「うらむ」

入る様々な言葉を発表し合う。 「ののしる」と「あなどる」

「目につく」と「目をひく」

②「もどかしい」と「じれったい」の二語 「あえぐ」と「うめく」などでもよい。

について、課題（学習プリント【Ｅ】） 評 条件に従って、自分の行為に対して使う

に取り組む。 「もどかしい」と、他人の行為に対して使

う「じれったい」とをとらえて書きまとめ

ているか。

・よく書けているものを全体で取り上げ、評

（５）できあがったものを交流し合う。 価し合うのもよい。



学
習
プ
リ
ン
ト
【
Ａ
】

●

に
あ
て
は
ま
る
語
を
答
え
な
さ
い
。（
そ
れ
ぞ
れ
対
義
語
が
入
り
ま
す
）

①

近
藤
先
生
は
、
例
を
挙
げ
て

(

ア)

的
に
話
を
し
て
く
れ
る
の
で
と
て
も
分
か
り
や
す
い
が
、

石
田
先
生
は
い
つ
も

(

イ)
的
な
話
を
す
る
の
で
、
よ
く
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。

②

先
日
行
わ
れ
た
国
語
の
テ
ス
ト
の

(

ウ)
が
、
思
っ
て
い
た
よ
り
も
よ
い
も
の
だ
っ
た
の
は
、
毎
日

欠
か
さ
ず
読
書
を
続
け
て
き
た
こ
と
が

(

エ)
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。

③

食
べ
物
に
対
す
る
好
き
嫌
い
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の

(

オ)
的
な
も
の
で
あ
り
、
誰
も
が
そ
う
で
あ
る

と
納
得
で
き
る
よ
う
な

(

カ)

性
の
あ
る
も
の
さ
し
を
あ
て
て
生
じ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。



学
習
プ
リ
ン
ト
【
Ｂ
】
授
業
の
よ
う
す

松
田
先
生

私
た
ち
の
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
言
葉
は
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
が
ば
ら
ば
ら
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
意
味
の
上
で
つ
な
が
り
あ
っ
て
存
在

し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
「
簡
単
」
と
い
う
語
と
、
「
複
雑
」
と
い
う
語
と
の
間
に
は
、
「
意
味
の
上
で
反
対
で
あ
る
」
と
い
う
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
語
同
士
を
「
対
義
語
」
と
言
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、
「
簡
単
」
と
「
複
雑
」
以
外
に
ど
ん
な
語
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

山
本
さ
ん

「
高
い
」
と
「
低
い
」
、
「
安
心
」
と
「
心
配
」
な
ど
で
す
。

松
田
先
生

そ
う
で
す
ね
。
で
は
、
「
欠
点
」
と
い
う
語
と
、
「
欠
陥
」
と
い
う
語
は
ど
う
で
す
か
。
こ
の
二
つ
の
語
は
、
「
意
味
が
似
通
っ
て
い
る
」
と

か
ん

い
う
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
す
ね
。
と
も
に
、
足
り
な
い
と
こ
ろ
・
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
意
味
の
中
心
的

な
部
分
が
同
じ
か
、
そ
れ
に
近
い
語
同
士
を
「
類
義
語
」
と
言
い
ま
す
。
で
も
、
こ
の
二
つ
の
語
を
じ
っ
く
り
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
意
味

の
違
い
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
よ
。

斉
藤
さ
ん

そ
う
い
え
ば
、
「
わ
た
し
の
欠
点
は
、
と
て
も
お
っ
ち
ょ
こ
ち
ょ
い
な
と
こ
ろ
だ
。
」
と
は
言
え
て
も
、
「
わ
た
し
の
欠
陥
は
、
と
て
も
お
っ

ち
ょ
こ
ち
ょ
い
な
と
こ
ろ
だ
。
」
と
言
う
と
、
何
か
ぴ
っ
た
り
こ
な
い
感
じ
が
し
ま
す
。

松
田
先
生

そ
う
で
す
ね
。
そ
の
場
合
は
、
「
欠
点
」
と
は
言
え
て
も
、
「
欠
陥
」
と
は
言
え
ま
せ
ん
ね
。
実
は
、
「
欠
点
」
と
い
う
語
は
、
人
に
も
物
に

も
使
え
る
語
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
欠
陥
」
と
い
う
語
は
、
人
に
対
し
て
使
わ
ず
、
致
命
的
な
不
備
の
あ
る
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
を
表
す
語

な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
語
の
意
味
を
正
し
く
理
解
し
、
的
確
に
使
う
た
め
に
は
、
語
の
意
味
の
違
い
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
参
考
に
、
今
度
は
、
「
欠
陥
」
と
は
言
え
て
も
、
「
欠
点
」
と
は
言
え
な
い
例
文
を
考
え
て
み
る
と
い
い
で
す
ね
。



学
習
プ
リ
ン
ト
【
Ｃ
】

○

×

点欠

面場

点

点

用使

通

違

な的

共

相

体具

陥欠

×

○

足りないところ・欠けているところ

わたしの は、

とてもおっちょこちょいなところだ。



学
習
プ
リ
ン
ト
【
Ｄ
】

僕
は
エ
ー
ミ
ー
ル
に
こ
む
ら
さ
き
を
見
せ
た
。
彼
は
専
門
家
ら
し
く
そ
れ
を
鑑
定
し
、
そ
の
珍
し
い
こ
と

を
認
め
、
二
十
ペ
ニ
ヒ
ぐ
ら
い
の
現
金
の
値
打
ち
は
あ
る
、
と
値
ぶ
み
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
、
彼
は

な
ん
く
せ
を
つ
け
始
め
、
展
翅
の
仕
方
が
悪
い
と
か
、
右
の
触
角
が
曲
が
っ
て
い
る
と
か
、
左
の
触
角
が
の

て

ん

し

び
て
い
る
と
か
言
い
、
そ
の
上
、
足
が
二
本
欠
け
て
い
る
と
い
う
、
も
っ
と
も
な

を
発
見
し
た
。

僕
は
、
そ
の

を
た
い
し
た
も
の
と
は
考
え
な
か
っ
た
が
、
こ
っ
ぴ
ど
い
批
評
家
の
た
め
、
自
分
の

獲
物
に
対
す
る
喜
び
は
か
な
り
傷
つ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
で
、
僕
は
、
二
度
と
彼
に
獲
物
を
見
せ
な
か
っ
た
。

（

『
少
年
の
日
の
思
い
出
』
（
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
）
の
文
章
に
よ
る
。

）

●
文
章
中
の

の
中
に
は
、
「
欠
点
」
「
欠
陥
」
の
ど
ち
ら
の
語
が
入
る
だ
ろ
う
か
。

●
こ
む
ら
さ
き
の
「
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
」
に
つ
い
て
、

「
僕
」
と
「
エ
ー
ミ
ー
ル
」
と
で
は
、
ど
の
よ
う
な
と
ら
え
方
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。



課
題
【
Ｅ
】

「
も
ど
か
し
い
」
と
「
じ
れ
っ
た
い
」

○
も
ど
か
し
い

①

僕
は
、
自
分
の
気
持
ち
を
相
手
に
う
ま
く
伝
え
ら
れ
な
く
て
、
と
て
も

思
い
が
し
た
。

×
じ
れ
っ
た
い

×
も
ど
か
し
い

②

あ
な
た
は
い
つ
に
な
っ
た
ら
出
発
す
る
つ
も
り
だ
い
。

や
つ
だ
。

○
じ
れ
っ
た
い

課
題

右
の
①
、
②
を
参
考
に
、
次
の

に
は

ど
ち
ら
の
語
が
ふ
さ
わ
し
い
か
を
考
え
な
さ
い
。

急
い
で
い
る
時
、
わ
た
し
は
、
く
つ
を
は
く
の
も

。



条件 ・どちらがふさわしいかを明確にし、そう考える理由とともに書くこと。

・文章中に、「それに対して」という言葉を必ず用いて書くこと。

・100字以上、140字以内で書くこと。

課
題
（
学
習
プ
リ
ン
ト
【
Ｅ
】
）

「
も
ど
か
し
い
」
と
「
じ
れ
っ
た
い
」

組

名
前

100字14 0字



１

山
本
さ
ん
の
学
級
で
は
、
語
の
意
味
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
学
習
を
し
て
い
ま
す
。
次
は
、
そ
の
授
業
の
よ
う
す
【
Ａ
】
と
、
授
業
で

使
っ
た
学
習
プ
リ
ン
ト
【
Ｂ
】
【
Ｃ
】
と
、
課
題
【
Ｄ
】
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

授
業
の
よ
う
す
【
Ａ
】

松
田
先
生

私
た
ち
の
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
言
葉
は
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
が
ば
ら
ば
ら
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
意
味
の
上
で
つ
な

が
り
あ
っ
て
存
在
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
「
簡
単
」
と
い
う
語
と
、
「
複
雑
」
と
い
う
語
と
の
間
に
は
、
「
意
味
の
上
で
反
対
で
あ
る
」
と
い
う
つ
な
が
り

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
語
同
士
を
「
対
義
語
」
と
言
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、
「
簡
単
」
と
「
複
雑
」
以
外
に
ど
ん
な

語
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

山
本
さ
ん

「
高
い
」
と
「
低
い
」
、
「
安
心
」
と
「
心
配
」
な
ど
で
す
。

松
田
先
生

そ
う
で
す
ね
。
学
習
プ
リ
ン
ト
【
Ｂ
】
で
、
さ
ら
に
確
か
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

松
田
先
生

で
は
、
「
欠
点
」
と
い
う
語
と
、
「
欠
陥
」
と
い
う
語
は
ど
う
で
す
か
。
こ
の
二
つ
の
語
は
、
「
意
味
が
似
通
っ
て
い
る
」

か
ん

と
い
う
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
す
ね
。
と
も
に
、
足
り
な
い
と
こ
ろ
・
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
、
意
味
の
中
心
的
な
部
分
が
同
じ
か
、
そ
れ
に
近
い
語
同
士
を
「
類
義
語
」
と
言
い
ま
す
。
で
も
、
こ
の
二
つ
の
語
を
じ

っ
く
り
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
意
味
の
違
い
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
よ
。

斉
藤
さ
ん

そ
う
い
え
ば
、
「
わ
た
し
の
欠
点
は
、
と
て
も
お
っ
ち
ょ
こ
ち
ょ
い
な
と
こ
ろ
だ
。
」
と
は
言
え
て
も
、
「
わ
た
し
の
欠
陥

は
、
と
て
も
お
っ
ち
ょ
こ
ち
ょ
い
な
と
こ
ろ
だ
。
」
と
言
う
と
、
何
か
ぴ
っ
た
り
こ
な
い
感
じ
が
し
ま
す
。

松
田
先
生

そ
う
で
す
ね
。
そ
の
場
合
は
、
「
欠
点
」
と
は
言
え
て
も
、
「
欠
陥
」
と
は
言
え
ま
せ
ん
ね
。
実
は
、
「
欠
点
」
と
い
う
語

は
、
人
に
も
物
に
も
使
え
る
語
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
欠
陥
」
と
い
う
語
は
、
人
に
対
し
て
使
わ
ず
、
致
命
的
な
不
備
の

あ
る
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
を
表
す
語
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
語
の
意
味
を
正
し
く
理
解
し
、
的
確
に
使
う
た
め
に
は
、

語
の
意
味
の
違
い
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
参
考
に
、
今
度
は
、
「
欠
陥
」
と
は
言
え
て
も
、
「
欠
点
」
と
は
言
え
な
い
例
文
を
考
え
て
み
る
と
い
い
で
す
ね
。

学
習
プ
リ
ン
ト
【
Ｂ
】

①

近
藤
先
生
は
、
例
を
挙
げ
て

(

ア)

的
に
話
を
し
て
く
れ
る
の
で
と
て
も
分
か
り
や
す
い
が
、

石
田
先
生
は
い
つ
も

(

イ)

的
な
話
を
す
る
の
で
、
よ
く
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。

②

先
日
行
わ
れ
た
国
語
の
テ
ス
ト
の

(

ウ)

が
、
思
っ
て
い
た
よ
り
も
よ
い
も
の
だ
っ
た
の
は
、
毎
日

欠
か
さ
ず
読
書
を
続
け
て
き
た
こ
と
が

(

エ)

で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。

③

食
べ
物
に
対
す
る
好
き
嫌
い
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の

(

オ)

的
な
も
の
で
あ
り
、
誰
も
が
そ
う
で
あ
る

と
納
得
で
き
る
よ
う
な

(

カ)

性
の
あ
る
も
の
さ
し
を
あ
て
て
生
じ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。



学
習
プ
リ
ン
ト
【
Ｃ
】

課
題
【
Ｄ
】

「
も
ど
か
し
い
」
と
「
じ
れ
っ
た
い
」

○

×

①
僕
は
、
自
分
の
気
持
ち
を
相
手
に
う
ま
く
伝
え
ら
れ

点

○
も
ど
か
し
い

な
く
て
、
と
て
も

思
い
が
し
た
。

欠

面

×
じ
れ
っ
た
い

場

点

点

用使

②
あ
な
た
は
い
つ
に
な
っ
た
ら
出
発
す
る
つ
も
り
だ
い
。

通

違

な的

×
も
ど
か
し
い

共

相

体

や
つ
だ
。

具

○
じ
れ
っ
た
い

陥

課
題

右
の
①
、
②
を
参
考
に
、
次
の

に
は

欠

ど
ち
ら
の
語
が
ふ
さ
わ
し
い
か
を
考
え
な
さ
い
。

急
い
で
い
る
時
、

わ
た
し
は
、
く
つ
を
は
く
の
も

。

×

○

一

松
田
先
生
が
示
し
た
学
習
プ
リ
ン
ト
【
Ｂ
】
の
（
ア
）
と
（
イ
）
、
（
ウ
）
と
（
エ
）
、
（
オ
）
と
（
カ
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
対
義
語
に
な
っ

て
い
ま
す
。
あ
て
は
ま
る
語
を
、
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

二

山
本
さ
ん
は
、
授
業
で
学
ん
だ
こ
と
を
学
習
プ
リ
ン
ト
【
Ｃ
】
の
表
に
ま
と
め
ま
し
た
。
表
の
中
の
（
ア
）
、
（
イ
）
を
完
成
さ
せ
な
さ

い
。
な
お
、
（
イ
）
は
自
分
で
例
文
を
考
え
て
書
き
な
さ
い
。

三

こ
の
授
業
の
あ
と
に
、
松
田
先
生
か
ら
山
本
さ
ん
た
ち
に
、
「
ど
ち
ら
を
使
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
か
」
と
い
う
課
題
【
Ｄ
】
が
出
さ
れ

ま
し
た
。
あ
な
た
は
ど
う
考
え
ま
す
か
。
あ
な
た
の
考
え
を
、
次
の
条
件
に
合
わ
せ
て
書
き
な
さ
い
。

条
件

・
ど
ち
ら
が
ふ
さ
わ
し
い
か
を
明
確
に
し
、
そ
う
考
え
る
理
由
と
と
も
に
書
く
こ
と
。

・
文
章
中
に
、
「
そ
れ
に
対
し
て
」
と
い
う
言
葉
を
必
ず
用
い
て
書
く
こ
と
。

・
百
十
字
以
上
、
百
四
十
字
以
内
で
書
く
こ
と
。

人 に 対 し て 使 わ な い 。

致 命 的 な 不 備 の あ る と

ころに使う。

足りないところ・欠けているところ

（ ア ）

（ イ ）

わたしの は、

とてもおっちょこちょいなところだ。



１

解
答
用
紙

「
語
の
意
味
の
つ
な
が
り
」

年

組

番

氏
名

一

（
ア
）

（
イ
）

（
ウ
）

（
エ
）

（
オ
）

（
カ
）

二

（
ア
）

（
イ
）

三

100字140字



１

◎
出
題
の
ね
ら
い

・
文
脈
に
ふ
さ
わ
し
い
語
を
吟
味
し
た
り
、
語
の
意
味
に
ふ
さ
わ
し
い
文
を
つ
く
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
み
る
。

・
資
料
に
表
れ
て
い
る
工
夫
を
自
分
の
表
現
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
み
る
。

・
自
分
の
考
え
を
、
相
違
点
を
明
確
に
し
て
書
き
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
み
る
。

【
解
答
例
】

一

（
ア
）
具
体

（
イ
）
抽
象

（
ウ
）
結
果

（
エ
）
原
因

（
オ
）
主
観

（
カ
）
客
観

＊
文
脈
に
ふ
さ
わ
し
い
対
義
語
を
見
つ
け
る
。

二

（
ア
）
人
に
も
物
に
も
使
え
る

（
イ
）

（
例
）
こ
の
製
品
の
一
部
に
は
、
使
用
中
に
発
火
す
る
と
い
う

が
あ
り
、
全
品
回
収
さ
れ
た
。

＊
人
で
は
な
い
も
の
に
対
し
て
使
い
、
致
命
的
な
不
備
の
あ
る
と
い
う
文
意
が
読
み
と
れ
る
文
に
な
っ
て

い
る
も
の
を
正
答
と
す
る
。

三

（
例
）

「
も
ど
か
し
い
」
と
い
う
語
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。

な
ぜ
な
ら
、
「
も
ど
か
し
い
」
は
、
自
分
の
行
動
に

対
し
て
使
う
語
だ
か
ら
だ
。
こ
こ
で
は
、
自
分
が
く

つ
を
は
く
こ
と
に
い
ら
い
ら
す
る
気
持
ち
を
表
す
。

そ
れ
に
対
し
て
「
じ
れ
っ
た
い
」
は
、
他
人
の
行
動

に
対
し
抱
く
気
持
ち
を
表
す
語
な
の
で
、
こ
こ
で
は

ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

＊
①
と
②
と
を
よ
く
分
析
し
て
判
断
し
、
書
き
ま
と
め
さ
せ
る
。
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