
1 

 

授業改善のポイント 第５学年 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 資料の縦と横は，それぞれ何を表しているかな？ 

 それぞれの保健委員が，資料につ

いてどのように発言しているのかを

本文から探すことが大切です。 

 資料 Aは，縦が「月」を，横が「利用した理由ごとの人数」と「合

計の人数」を表しているね。資料 Bは，縦が「気温」を，横が「月」

を表しているね。体調不良を理由に保健室を利用した人は，5 月か

ら 6月にかけて 30人以上増えている。これは大きな変化だね。 

② 話し合いでは，それぞれの保健委員が何と言っているかな？ 

資料と本文を関係付けて読む力を付ける 

 まず，「縦」「横」「大きく変化しているところ」など，資料を読み取る視点を児童に

教えます。この視点は，算数科や社会科など，他教科等の学習と関連付けて指導する

と有効です。次に，本文を基にして資料のどこと関係付けられるのかを考えさせます。 
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① 意見文を書くときの条件は何かな？ 

 250字なんて長い文章を書けるか心

配だなあ。まず，何をすればよいのか

な？ 

まず，示されている条件をしっかりと確認す

ることです。今回の条件は，①250字以上 340

字以内で書く。②「始め－中－終わり」の三部

構成で書く。③指定された内容で，四段落で書

く。これらの条件を踏まえて書けば，250字以

上の文章は書けるようになっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 組み立て表を使って意見文の大まかな内容を決めよう。 

指定された字数で書く力を付ける 

 学んだことの振り返りを書かせるなど，普段の授業から児童に書くことを習慣付け

ておくことが大切です。児童が書いた内容に教師が肯定的な価値付けをすることで，

児童の作文の質や意欲が向上します。聞いたことや考えたことをメモする習慣も付け

ておくと，意見文のような長文の内容を構想する際に役立ちます。 

いきなり原稿用紙に意見文を書

こうとすると，書いている途中で

直さなければならなくなったり，

示されている条件を見落としたり

するんだよなあ。 

組み立て表を使って，意見文

の大まかな内容をメモしてみま

しょう。組み立て表に書くメモ

をふくらませておくと，意見文

を書くときに困ることも減りま

す。 

また，5 学年は 15 分で 350

字程度書けるとよいですね。 
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 実際にげきで発表した経験を思い出

してみると，他の問題点や解決策が思

いつくよ。 

 「問題点」という言葉を手がかりに

して本文を読むと，参考にできる考え

が見つかるね。 

 これで，「大切なこと

がうまく伝わらない」が

解決されたことになる

のかな？ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① げきで発表することにはどんな問題点と解決策があるかな？ 

 ただ書いて終わりではなく，解決策の内容が問題点を解決する

ものになっているか，もう一度読み返すことが大切です。 

【自分の考えで書いた場合】 

 これまでの経験を思い出してみると… 

「わたしがげきで発表したときは，練習するための時間がたくさ

ん必要だったな。」 

 

 「いろいろな役をみんなで分担すれば，せりふも短くなって，時

間も少なくてすむな。」 

② その解決策で問題点は解決したことになるのかな？ 

【問題点】げきは，動きばかり注目される。 

 

 

【解決策】☓ 注目されないような動きにすればよい。 

     ○ 画用紙に書いて見せれば，大切なことがう

まく伝わる。 

説得力のある文章を書く力を付ける 

 まず，本文の言葉を基にしてその内容を読み取らせたり，自分が経験したことを想

起させたりします。そのことによって，解決策が思い浮かびやすくなります。次に，

考えた解決策で問題点が本当に解決するのか，論の整合性を吟味させます。 
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 「～すれば，─なる。」という表現で，

げきの解決策とよいところに簡単にふ

れることが，「まとめて書く」ことなん

だね。 

 「解決するための方法とげきで発表

する案のよいところをかんたんにま

とめて書くこと」という条件に合って

いるか，書いた文章を読み返すことが

大切です。 

 「つまり」「このように」といっ

た接続語は，考えをまとめるときに

使うよね。本文を参考にすること

で，「まとめて書く」というイメー

ジがもちやすくなるね。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 自分でも，意見文の「終わりの段落」に，内容

をまとめて書いてみよう。 

内容をまとめて書く力を付ける 

 本文の内容を検討させるなどして，「まとめて書く」ことのイメージを児童にもたせ

ることが大切です。「まとめて書く」とは，単に内容をくり返して書くのではなく，伝

えたい内容を意識して簡潔に書くことです。 

① 「まとめて書く」とは，どういうことかな？ 


