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この本を使うみなさんへ 

「このハンドブックで読み，書き，聞き，話す力を伸ばそう」 

社会生活にいきる言語活動推進事業 

読解力向上のための言語活動推進協議会 委員長 

山梨大学教育人間科学部教授  岩永 正史 
 

 上手に学び，学んだことをしっかり身につけるために，読み，

書き，聞き，話す力を伸ばすことは，とても大切なことです。 

 読み，書き，聞き，話す力は，どんな教科の勉強をするとき

にも重要です。国語をはじめ，社会科，算数，理科など，さま

ざまな教科の勉強で，教科書や参考書を「読む」ことは欠かせ

ません。統計資料や実験・観察から，わかったことを的確にま

とめるには，「書く力」が重要です。「話し合って」考えを深

めるときには，わかりやすく「話す力」が大切ですが，同時に

「聞く力」もはたらいていますね。 

では，こうした力は，どこで伸ばしているのでしょう。真っ

先に思い浮かぶのは，国語の時間です。しかし，国語の時間に

は，たとえば「大造じいさんとガン」や「天気を予想する」を

読むときには，「どんな内容の文章か」ということに注意が向

いてしまい，「読む力を伸ばしている」ことを意識しにくくな

るのではないでしょうか。 

そこで，このハンドブックは，ふだん，みなさんが「意識し

にくい」読み，書き，聞き，話す力を伸ばすために作りました。

「読み，書き，聞き，話すとき，どんなことに気をつけると，

上手にできるのだろう」，そんなヒントが，ここにはたくさん

書かれています。 

授業のとき，家で勉強するとき，傍らに置いて，使ってくだ

さい。 

（この文章は，６年生のみなさんへのメッセージです。読めない漢字，意

味がわからない言葉があったら，辞書を引きましょう。それも，言葉の

力をのばす大切な方法の一つです。） 
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言語活動ハンドブック 目次

………………………………この本を使うみなさんへ P．１

…………………………………………この本の使い方 P．４

【話す・聞く】

（説明・報告・紹介・推薦・質問・意見・感想・資料の活用）
しょうかい すいせん

■ 話す前の準備は

………………………→①相手や目的を意識しよう Ｐ．８

……………………③情報を集めて関係づけよう Ｐ．１２

■ わかりやすく話すには

………………………………→④資料を活用しよう Ｐ．１４

……………………………………⑤順序立てよう Ｐ．１６

…………………………………⑥筋道を立てよう Ｐ．１８
すじみち

■ 上手に話すには

……………→②言葉づかいや話し方を意識しよう Ｐ．１０

■ 上手に聞くには

………………→⑨話し手の意図をとらえて聞こう Ｐ．２４

【話し合う】

（話し合い・討論・質問・意見）
とうろん

■ 上手に話し合うには

………………………→①相手や目的を意識しよう Ｐ．８

……………②言葉づかいや話し方を意識しよう Ｐ．１０

……⑩立場や意図をはっきりさせて話し合おう Ｐ．２６

■ 質問や意見を言うには

………………→⑨話し手の意図をとらえて聞こう Ｐ．２４
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【書く】

（説明・記録・報告・紹介・推薦・意見・感想・手紙・資料の活用）
しょうかい すいせん

■ 書く前の準備は

………………………→①相手や目的を意識しよう Ｐ．８

……………………③情報を集めて関係づけよう Ｐ．１２

■ わかりやすく書くには

………………………………→④資料を活用しよう Ｐ．１４

……………………………………⑤順序立てよう Ｐ．１６

…………………………………⑥筋道を立てよう Ｐ．１８
す じ み ち

………………⑦段落の役割や関係を意識しよう Ｐ．２０
だ ん ら く や く わ り

………………………………………⑫推敲しよう Ｐ．３０
す い こ う

■ 手紙を書くには

………………………→①相手や目的を意識しよう Ｐ．８

……………………………………⑪手紙を書こう Ｐ．２８

【読む】

（意見・感想・資料の活用）

■ 読んで内容をとらえるには

………………→⑦段落の役割や関係を意識しよう Ｐ．２０
だ ん ら く や く わ り

■ 読んで自分の思いや考えをまとめるには

………………………………→④資料を活用しよう Ｐ．１４

……………⑧自分の知識や経験と結びづけよう Ｐ．２２
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この本の使い方 
 

 言語活動を充
じゅう

実
じ つ

させるための１２のヒント   

「話す」「聞く」「書く」「読む」― いろいろな教科の授業の中で，

また日常生活の中で，みなさんは言葉を使ってさまざまな活動をしていま

す。これを言語活動といいます。この本では，言語活動をよりよくし，み

なさんの考える力や表現する力を高めるためのヒントをまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 相手や目的を意識しよう 

 
② 言葉づかいや話し方を意識しよう 

 
③ 情報を集めて関連づけよう 

 
④ 資料を活用しよう 

⑤ 順序立てよう 

⑥ 筋
す じ

道
み ち

を立てよう 

① 相手や目的を意識しよう 

 
⑦ 段

だ ん

落
ら く

の役
や く

割
わ り

や関係を意識しよう 

よう 

 
⑨ 話し手の意図をとらえて聞こう 

 
⑩ 立場や意図をはっきりさせて話し合おう 

 
⑪ 手紙を書こう 

う 
 

⑫ 推敲
す い こ う

しよう 

① 相手や目的を意識しよう 
 

⑧ 自分の知識や経験と結び付けよう 

う 
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各ページの見方  

この本は，「言語活動を充
じゅう

実
じ つ

させるための１２のヒント」そ

れぞれについて，見開き２ペー

ジで，構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル＝言語活動を充
じゅう

実
じつ

させ

る１２のヒントの一つです。 

「～とは…？」 

左側のページは，１２

の「ヒント」それぞれについて

の知識や意味など基本的なこと

を説明しています。 

「覚えておこう」には， 

それぞれの「ヒント」

に関して，覚えておいてほしい

大事なことが書いてあります。 

このページと関連 

する他の「ヒント」の

番号とタイトルを示しています。

あわせて，見てみましょう。 

「こ んなと き に役立 

ちます！ 」 

右側のページは，それぞ

れの「ヒント」と，授業や日常生

活の中の具体的な言語活動との

つながりについて，例をあげて説

明しています。いろいろな場面

で，活用してみましょう。 

「『ザ・読解力』にチャレンジ」 

『ザ・読解力』の関連課題を示し

ました。チャレンジして読解力を

レベルアップさせましょう。 

?_? 

D_D 

 

☞ 

!_! 
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『言語活動ハンドブック』の使い方の例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今度，交通安全教室で，全校のみんなの前で自

転車の安全な乗り方について説明することになっ

たんだけど…，どうすればいいかなあ。 

みんなの前で説明するんだから，『言語活動ハンド

ブック』の目次の【話す】のページを見てみようよ。 

みんなにわかりやすく説明するには…     

１４ページの「④資料を活用しよう」や１６ページ

の「⑤順序立てよう」，１８ページの「⑥筋
す じ

道
み ち

を立

てよう」を見ればいいのか。 

では，まず１４ページの「④資料を活用しよう」を

見てみよう。 

 

この本の目次は，

【話す・聞く】 

【話し合う】 

【書く】 

【読む】 

の４つの活動ご

とに関連するペ

ージを示してい

ます。「どんな活

動をするのか」で

必要なページを

探
さが

しましょう。 
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なるほど。資料を活用する

と，根
こ ん

拠
き ょ

が具体的になって，説

得力が増すんだね。 

なるほど。資料

をこんなふうに

示しながら説明

するといいんだ

ね。早
さ っ

速
そ く

，調べて

みようよ。 

自転車の事故がどれだけたく

さん起こっているか調べてみよ

うよ。実際の数をグラフで表し

て，それを示しながら説明すれ

ば，みんなに納
な っ

得
と く

してもらえそ

うだよ。 

のページも見てみよう。

ほかにもヒントがありそうだよ。 

⑤筋
す じ

道
み ち

を立てよう ☞ 
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例えば… 

    ・低学年の相手に説明したり書いたりするとき… 

  ・低学年の相手に書くとき… 

 

 

 

 
 

・改まった場面で話すとき… 

  

 

 
・相手を説得するとき… 

  

 

 
 

・親しい相手に，手紙を書くとき… 

             

 

むずかしい言葉は，やさしい言葉を使って言い換
か

えて，ゆっくりはっ

きり話します。順序よく説明します。 

 

① 相手や目的を意識しよう 
 

自分が「話したいこと」「書きたいこと」とともに，「相手」

（＝だれに伝えるのか）や，「目的」（＝何のために伝えるの

か）によって題材や話し方，書き方を考え，工
く

夫
ふ う

することが大

切です。 

   

むずかしい言葉は，やさしい言葉を使って書き換
か

えたり，

習っていない漢字はひらがなに直したり，ふりがなをつけ

たりします。 

 

ていねいな言葉や敬
けい

語
ご

を使って話します。あいさつ

や前置きをすることもあります。 

聞き手を見て，間の取り方を工
く

夫
ふう

したり，言葉に抑揚
よくよう

や強弱をつけた

りして話します。具体例や根拠
こんきょ

をあげて，理由を明らかにして話します。 

 相手や目的を意識するとは…？ 

②言葉づかいや話し方を 

意識しよう ☞ 

⑥筋道
す じ み ち

を立てよう ⑩立場や意図をはっきりさせて話し合おう ☞ 

②言葉づかいや話し方を 

意識しよう ☞ 

?_? 

 

 

 

親しみをこめて，やさしい言葉づかいで書きます。 

 ⑪手紙を書こう ☞ 
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いろいろな場面で「相手」や「目的」を意識しましょう。 

例えば… 

○クラスの友だちに朝の会で「最近うれしかったできこと」を紹
しょう

介
か い

する。 

次の２つの話題を思いつき，どちらを選ぼうか，迷っています。 

       Ａ 

 

 

    

    

Ｂ 

      

 

 

 

 

 

       

私
わたし

がうれしかったことは，運動会で優勝
ゆうしょう

したことです。

どうしてかというと，と中までわたしのチームは負けて

いたのに，最後のリレーで逆転したからです。あきらめ

ずに，力を合わせて最後までがんばったので，アンカー

が１位でゴールした時はとても感動しました。…… 

 

Ａの「運動会で優勝
ゆうしょう

したこと」は，クラスの友達もよく知って

いるから，共感してくれる人がいるかもしれないね。 

Ｂの「妹が初めてしゃべったこと」は初めて聞く人が多いから，

興味をもって聞いてくれる友達が多いかもしれないね。 

自分が「話したい」という気持ちも大事だけど， 

相手や目的を意識して話題や話し方を選ぶことも大切だね。 

説 明 記 録 推
すい

 薦
せん

 紹
しょう

 介
かい

 

話し合い・討
とう

論
ろん

 

私
わたし

がうれしかったことは，１さいの妹が初めてしゃべ

ったことです。夕ご飯の後，家族で写真を見ながら話し

ていたら，妹が写真を指さして「これは（何）？」と言

いました。私は妹が初めて意味のある言葉をしゃべった

のを聞きました。それに，妹が写真にいたずらしようと

したと思ったのに，話の仲間に入りたかったんだとわか

ってうれしくなりました。…… 

 

こんなときに役立ちます！ 

報 告 

手 紙 意 見 

感 想 

質 問 

どちらを選ん

だらいいかな？ 

!_! 
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② 言葉づかいや話し方を意識しよう 
 

言葉づかいや話し方を意識するとは…？  

どういう言葉づかいや話し方をすればいいの？ 
自分の言いたいことを伝えるために，相手のことを意識した話し

方をするということです。 

・「だれに」，「どういう場面で」話すかによって，言葉づかい

を変えましょう。 

   →目上の人に話すとき，あらたまった場で話すときには， 

    ていねいな言い方をしましょう。 

   →敬
け い

語
ご

を使うことも考えましょう。 

・言いたいことが伝わるように話し方を工
く

夫
ふ う

しましょう。 

 

 

①相手や目的を意識しよう ☞ 

 

「―だ。」「―である。」「―だろう。」→ 常
じょう

体
た い

 

「―です。」「―ます。」「―でしょう。」  → 敬
け い

体
た い

 

 

・ていねい語〔あまり親しくない人や大勢の人に対して話すとき〕 

・尊
そ ん

敬
け い

語〔相手（目上の人や尊
そ ん

敬
け い

する人）を敬
うやま

う気持ちを表すとき〕  

・けんじょう語〔自分や身内の動作をけんそんして言うことで，そ

の動作を受ける人（目上の人や尊
そ ん

敬
け い

する人）への敬
け い

意
い

を表すとき〕 

② 敬
け い

語
ご

の使い分け 

 

・声の大きさを変える ・話す速さを変える ・声の強弱をつける  

・言葉と言葉の「間
ま

」をとる ・表情，身ぶり などを工
く

夫
ふ う

する。 

③ 話すときに工
く

夫
ふ う

すること 

文末の表現をどち

らかに統一する。 

?_? 

 

 

 

① 常
じょう

体
た い

と敬
け い

体
た い

 

 覚えておこう D_D 

 

 

 

⑪手紙を書こう ☞ 
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（例）「郵
ゆ う

便
び ん

物
ぶ つ

を，机
つくえ

の上に置いておきます。」（ていねい語） 

    「校長先生が，そうおっしゃった。」（尊
そ ん

敬
け い

語） 

    「明日，（自分が）ご自
じ

宅
た く

にうかがいます。」（けんじょう語） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

相手や場面に合わせて「言葉づかい」や「話し方」を工
く

夫
ふ う

しましょう。 

例えば… 

○身のまわりで見つけた点字についてクラス全員の前で説明する。 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

○場面に合わせて，敬
け い

語
ご

を使ってみよう。 

  

 

 

 

・あらかじめ考えておいた話し方の工
く

夫
ふ う

を取り入れるだけでな  

く，話し始めてから，聞く人の様子や反応に合わせて，話し方を工
く

夫
ふ う

することも大事です。 

言葉づかいや話し方を意識すると，自分の気持ちや

考えを，わかりやすく伝えることができるね。 

（聞く人の方を見ながら話を始める） 

みなさん，この容器を見てください。（容器を掲
か か

げる） 

（間をとって注目させる） 

容器の横に（指さしながら）小さな凹
お う

凸
と つ

が並
なら

んでいます。 

これから，この凹
お う

凸
と つ

について説明します。まず，この凹
お う

凸
と つ

が，な

ぜ付いているかというと，…… 

（聞く人の表情やメモをとる様子を見ながら，話す速さを変え

るなど，話し方を工
く

夫
ふ う

する） 

……わたしは，こういうものがもっと増えるといいと思います。 

（一番言いたいことは強く言う） 

 

こんなときに役立ちます！ 

説 明 推
すい

 薦
せん

 紹
しょう

 介
かい

 

話し合い・討
とう

論
ろん

 

報 告 

手 紙 

意 見 感 想 

!_! 
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③ 情報を集めて関連づけよう 
 

 情報を集めて関係づけるとは…？ 

集めた情報を関係づける 
・自分の考えに生かすために…， 

①集めた情報を整理，分類する。  

②集めた情報をいろいろな視
し

点
て ん

で並べたり，つないだりしてみる。 

 

・目に見える形にして考える。 

集めた情報を  や  で囲んで整理したり，  や   でつない

で関係を表したりすると，頭の中の考えが目に見える形になって，そ

れぞれの情報がどんなつながりを持っているのかわかりやすくなった

り，新しい考えが生まれたりします。 

覚えておこう〈関係づけるときに使う方法〉 

2 

 

 

 

情報を集める 
・話したり書いたりするときに，自分の考えの根拠となる資料や情報

を集めます。 

・本，パンフレット，新聞，インターネット，音声，映
え い

像
ぞ う

，インタビ

ュー，アンケートなどいろいろなものから情報は集められます。 

・集めた情報はノートやカードにメモしましょう。 

 

１ 

 

 

 

 

集めた情報を →「仲間分けしてみる」「名前や見出しをつけてみる」 

同じ意味 同じ種類 同じ視点 などで整理，分類する。 

 

集めた情報を →「順番を付けて並
な ら

べてみる」「比べてみる」 

集めた情報の →「つながりがあることをまとめてみる」 

根拠，理由 ― 結果 の順 時間の順 関係が強いものどうし  

違う種類，視点のグループどうし などで並べたりつなげたりする。 

 覚えておこう〈関係づけるときのポイント〉 

何を話すために，何を
書くために情報を集める
のか，しっかり考えなが
ら集めようね。 

?_? 

 

 

 

D_D 

 

 

 

D_D 

 

 

 

⑥筋
す じ

道
み ち

を立てよう ☞ 

④資料を活用しよう ☞ 
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いろいろな場面で，「情報を集めて関係づける」ことを意識しましょう。 

例えば… 

○国語の討
と う

論
ろ ん

会の学習で，本やパンフレット，アンケートなどから 

集めた情報をもとにして，意見を発表する。  

討論会のテーマ  「夏休みに遊びに行くなら海がいいか，山がいいか」 

  パンフレットやアンケートなどから集めた情報を海のよさ，山のよさ，両

方に共通していることに分けながらベン図にまとめてみると… 

          
 

海           山           

  ・水で遊べる。  ・気持ちがいい。  ・すずしくていい。    
   
・泳げるからいい。 ・たくさん遊べる。 ・虫取りができる。                        

 
                     

○図工の時間に作品を鑑
か ん

賞
しょう

し，作品についての感想文を書く。 

  絵を見て感じたことを書き出し，Ｙ
ワ イ

チャートを使って３つの視点で整理し

てみると…  

 

描
えが

かれているものについて 

 

   疑
ぎ

問
もん

に感じること  構成について 

 

 

○社会科の学習で，地図やさし絵，グラフや年表，写真などから情 
報を集め，わかったことや自分の考えを説明する。 

 

情報を集めて整理し，それをもとに話したり書いたりすると，考
えが相手にわかりやすくなります。 

こうしてまとめてみると，

海だけのよさ，山だけのよさ

がはっきりしてくるし，両方

に共通しているよさがある

こともわかってくるね。 

構成についての感想が少ないこと

がわかった。構成に着目してもう一

度絵を見たら，もっとたくさんのこ

とが見つかって感想が豊
ゆ た

かになっ

たよ。 

ベン図 

Yチャート 

こんなときに役立ちます！ 

推
すい

 薦
せん

 意 見 感 想 話し合い・討
とう

論
ろん

 

資料の活用 説 明 記 録 紹
しょう

 介
かい

 報 告 

!_! 
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インターネットなどの普及で, 色々な資料がすぐ手に入るようになったね。
でも, 他の人が書いた文などを, 自分が書いたかのように使ってしまうことが
問題になっているよ。出所を明らかにして使うようにしようね。

資料を活用すると・・・

具体的 ・形や数, 変化の様子

になる！ などを具体的に示す

ことができます。

説得力が ・考えのよりどころ

増す！ がはっきりします。

④ 資料を活用しよう

どんな資料を使えば，

自分の考えがうまく伝わ

るのかを考えて，資料を

選ぼう。

資料を活用するとは…？

活用するってどうするの？
引用する ：他の人が作った図やグラフ，話した言葉・書いた文章

などを，資料や本などからそのままの形でぬき出して

使う。

自分で作る：内容に合った図や表，写真，絵など，自分で資料を

作って使う。

活用するときに気をつけること

覚えておこう〈引用するときのポイント〉

１

２

３

引用した部分

には

「 」をつける

著作者名
ち ょ さ く し ゃ

（書いた人の名前）

を明らかにする

?_?

参考資料として出版社・

発行年・題名・ＵＲＬ

などを書いておく

D_D

⑥筋道を立てよう
すじ みち

☞

③情報を集めて関連づけよう☞
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資料を効果的に活用しましょう。

○総合的な学習の時間で「地球の環境」について調べたことや考えたこと
か ん きょう

を発表する。（表やグラフの引用）

○国語で意見文を書く。（資料の文章の引用）

○国語で伝記を紹介する。 ○社会で日本の食料事情について調べ
しょう かい

（偉人の言葉の引用） 発表する。（自分で作った資料を使う）
い じん

地
球
温
暖
化
に
つ
い
て

お
ん
だ
ん

ぼ
く
は
、
地
球
温
暖
化
に
つ
い

て
調
べ
て
わ
か
っ
た
こ
と
を
発
表

し
ま
す
。

左
の
グ
ラ
フ
を
見
て
下
さ
い
。

こ
れ
は
「
二
酸
化
炭
素
濃
度
の
変
化

の
う

ど

と
地
球
気
温
の
上

昇
」
を
表
し
た

じ
ょ
う
し
ょ
う

グ
ラ
フ
で
す
。

二
酸
化
炭
素
の
濃
度
が
上
が
る

の
う

ど

と
、
気
温
も
上
昇
し
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
温
暖
化
に
は
、
二

酸
化
炭
素
の
は
い
出
量
が
大
き
く
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

表題 二酸化炭素濃度の変化と地球気温の上昇

出典 財団法人省エネルギーセンター

「かしこい住まい方ガイド」(2005年）

私
た
ち
の
ふ
る
さ
と
山
梨

…
…
山
梨
県
は
人
口
の
減
少
が
続
い
て

い
て
、
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
先
日
の
ニ
ュ
ー
ス
で
都
会
か
ら

移
り
住
み
た
い
県
の
第
一
位
が
山
梨
県

で
あ
る
と
聞
い
た
。
そ
し
て
、
社
会
の

時
間
で
読
ん
だ
「
ふ
る
さ
と
山
梨
」
の

中
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
っ
た
の
を

思
い
出
し
あ
ら
た
め
て
読
み
直
し
た
。

「
…
環

境

問
題
が
深
刻
に
な
っ
て

か
ん
き
ょ
う

き
て
い
る
今
、
東
京
都
を
中
心
と
し

た
首
都
圏
に
接
し
て
い
る
山
梨
県
の

け
ん

森
は
、
首
都
圏
全
体
の
財
産
に
な
っ

て
い
ま
す
。
豊
か
な
森
は
、
同
時
に

わ
た
し
た
ち
に
豊
か
な
水
環
境
を
も

た
ら
し
て
く
れ
ま
す
。
山
梨
県
が
水

道
水
の

％
以
上
を
、
地
下
水
に
た

60

よ
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
豊
か
な

森
の
お
か
げ
で
す
。」

こ
れ
を
読
ん
で
、
今
あ
る
山
梨
県
の

自
然
の
す
ば
ら
し
さ
を
受
け
つ
ぎ
、
未

来
に
つ
な
い
で
い
く
こ
と
が
、
人
口
減

少
問
題
の
解
決
の
一
つ
の
糸
口
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
つ
ま
り
…

一
九
七
九
年
、
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ

は
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
ま

し
た
。
授
賞
式
に
い
つ
も
の
サ
ン
ダ

ル
ば
き
で
出
席
し
た
テ
レ
サ
は
、
ス

ピ
ー
チ
の
中
で
、

「
わ
た
し
は
、
世
界
の
最
も
貧
し

い
人
々
に
代
わ
っ
て
賞
を
受
け
ま

し
た
。
晩
さ
ん
会
の
費
用
は
、
貧

し
い
人
々
の
た
め
に
お
使
い
く
だ

さ
い
。」

と
、
言
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
を
聞

い
て
わ
た
し
は
、
…
。

ぼ
く
は
、
食
料
自
給
率
に
つ
い
て

調
べ
ま
し
た
。
こ
の
図
か
ら
分
か
る

よ
う
に
、
日
本
で
は
、
米
の
ほ
と
ん
ど

を
自
給
し
て

い
ま
す
が
、

大
豆
は
、
ほ

と
ん
ど
を
輸

入
に
た
よ
っ

て
い
ま
す
。

他
の
食
物
で

も
…
。

こんなときに役立ちます！

説 明 記 録 報 告 紹 介
しょう かい

推 薦
すい せん

感 想 意 見 話し合い・討論
とう ろん

!_!

資料の活用
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・時間にそって並べます。
なら

・事柄にそって並べます。
こと がら なら

・並べるときは…
なら

順序立てて並べると，自分の伝えたい
なら

ことが，より明確になります。また，整

理されることで，相手の頭の中にもすん

なりと入っていきます。

より明確でわかりやすい内容にするた

めには，「はじめ－中－おわり」などを

参考に，内容のまとまりを，いくつかに

分けて並べることがポイントです。
なら

「順序」には，次のようなものがあります。
・行動したこと，経験したことの順序

・物を作ったり，作業したりする順序

・物事が起こった順序

・説明したり，紹介したりする順序
しょうかい

⑤ 順序立てよう

自分が行動したり，経験したりした

順，出来事が起こった順などに注意し

ながら話したり，書いたりするんだよ。

第
一
に

一
つ
目
は

第
二
に

二
つ
目
は

第
三
に

三
つ
目
は

覚えておこう

〈基本の構成〉
D_D

は
じ
め

何
に
つ
い
て
の
こ
と
か

中説
明
や
報
告
な
ど
の
内
容

お
わ
り

ま
と
め
や
結
論

、
自
分
の

け
つ

ろ
ん

考
え
や
感
想
な
ど

順序立てるとは…？

どういう順序で並べるの？
な ら

作り方や作業の内容を説明するとき

は，材料や道具といった必要な物，手

順や使い方，注意することなどの事柄
こと がら

に分けて説明するとわかりやすいよ。

覚えておこう

〈順序を表すときに使う言葉〉

ま
ず

は
じ
め
に

次
に

そ
し
て

そ
れ
か
ら

さ
ら
に

最
後
に

⑥筋道を立てよう
すじ みち

☞
⑦段落の役割や関係を意識しよう

だん らく やく わり

☞

１

２

?_?

D_D
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いろいろな場面で，「順序立てる」ことを意識しましょう。
例えば…
○たてわり活動で取り組む「遊び」の説明をする。（同じ班の１～５年生に）

○児童総会で，活動方針を説明する。（全校児童に）
ほう しん

○理科の「実験や観察の記録・結果」を書く。（他の班の人に）

○クラブ紹介で，１年間の様子を紹介する。（３年生以下の人に）
しょうかい

順序立てるときは，どうしたら相手にわかりやすいか，相手の心に響くか
を考えて，並べます。何をどういう順序で並べると，より効果的なまとまり

なら なら

や順序になるかを考えましょう。

『ザ・読解力』にチャレンジ
小５版国語 ことばの研究レポートを書こう

しりとり遊びに勝つ方法をどんな順序で書けばいいだろうか。

小４版国語 新聞を読み，スピーチ原稿を書こう
げ ん こ う

わかりやすいスピーチををするには，どんな順序で話したらいいだろうか。

小４版理科 水を熱したときの温度変化と，水の様子の変化を調べよう 水のあたたまり方について調べよう

時間に沿って，表やグラフにまとめることで何がわかるだろう。
そ

は
じ
め

こ
れ
か
ら
、
た
て
わ
り
遊
び
を

し
ま
す
。
今
日
は
お
に
ご
っ
こ
を

し
ま
す
。
み
ん
な
で
仲
良
く
遊
び

ま
し
ょ
う
。

中
そ
れ
で
は
、
ル
ー
ル
を
説
明
し

ま
す
。

ま
ず
、
六
年
生
が
お
に
に
な
る

の
で
、
他
の
人
は
逃
げ
て
く
だ
さ

に

い
。次

に
、
追
い
か
け
る
時
間
は
、

一
分
間
で
す
。
時
間
内
に
タ
ッ
チ

さ
れ
た
ら
、
そ
の
場
に
座
っ
て
く

す
わ

だ
さ
い
。
最
後
ま
で
逃
げ
切
っ
た

人
の
勝
ち
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
白
い
ラ
イ
ン
の
外

側
に
出
た
ら
、
負
け
で
す
か
ら
、

気
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

お
わ
り

最
後
に
、
質
問
は
あ
り
ま
す
か
。

そ
れ
で
は
、
始
め
ま
し
ょ
う
。

は
じ
め

こ
れ
か
ら
、
児
童
会
の
テ
ー
マ
「
明

る
く
元
気
な
○
○
小
」
を
支
え
る
三

つ
の
具
体
的
な
活
動
方
針
を
発
表
し

ほ
う

し
ん

ま
す
。

中
一
つ
目
は
、
「
あ
い
さ
つ
運
動
」

で
す
。
な
ぜ
、
「
あ
い
さ
つ
」
か
と

い
う
と
…
…

二
つ
目
は
、
「
仲
間
づ
く
り
」
で

す
。
最
近
、
新
聞
や
ニ
ュ
ー
ス
で
、

い
じ
め
の
こ
と
が
…
…

三
つ
目
は
、
「
環
境
づ
く
り
」
で

か
ん

き
ょ
う

す
。
私
た
ち
に
で
き
る
身
近
な
活

わ
た
し

動
は
…
…
。
そ
れ
が
地
球
を
守
り
、

未
来
を
大
切
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が

り
ま
す
。

お
わ
り

こ
れ
ら
三
つ
の
方
針
を
も
と
に
、

今
年
度
の
テ
ー
マ
を
実
現
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
意
見
を
聞

か
せ
て
く
だ
さ
い
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

こんなときに役立ちます！

説 明 記 録 報 告 紹 介
しょう かい

推 薦
すい せん

意 見

!_!
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 覚えておこう〈考えと根拠・理由の関係〉 

パターン A パターン B 

① 自分の考え（結論
け つ ろ ん

）の 

根拠
こ ん き ょ

や理由を説明する。 

 

 

② ②自分の考え（結論
け つ ろ ん

） 

〈筋道
す じ み ち

を立てるときに使う言葉〉 

このように，このことから 

わかったことをまとめると 

① 自分の考え（結
け つ

論
ろ ん

） 

 

③自分の考え（結論
け つ ろ ん

） 

〈筋道
す じ み ち

を立てるときに使う言葉〉 

その理由は，例えば， 

 

文章，図，数
す う

値
ち

，表， 

グラフ･･･など 

 

・最後までじっくり聞いても
らったり，読んでもらった
りする時に使ってみよう。 

② 自分の考え（結論
け つ ろ ん

）の 

根拠
こ ん き ょ

や理由を説明する。 

 

 

文章，図，数
す う

値
ち

，表， 

グラフ･･･など 

 

・すぐ結論を伝えたい場合は①②。 

・意見文など説明が長いときには 

①②③。 

④資料を活用しよう ☞ 

④資料を活用しよう ☞ 

D_D 

 

 

 

筋
す じ

道
み ち

を立てるとは…？ 

筋
す じ

道
み ち

を立てる 
・情報を整理・分

ぶ ん

析
せ き

し，考えの根
こ ん

拠
き ょ

や理由を示していくこと。 

・根
こ ん

拠
き ょ

や理由をもとに順序立てていくこと。  

 

⑥ 筋
す じ

道
み ち

を立てよう 

 

1 

 

 
③情報を集めて関連づけよう ☞ ⑤順序立てよう ☞ 

?_? 

 

 

 

どうすれば筋
す じ

道
み ち

を立てることができるの？ 
・わかっていることから，どんなことがいえるか考える。 

・どんなきまりがあるか考える。 

・これまで学習してきたことが，使えるかどうか考える。 

・同じところ，ちがうところを見つけて考える。 

2 
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・わかっていることからどんなことが言えるかを考える。 

 

 

 

 

いろいろな場面で，「筋道
す じ み ち

を立てる」ことを意識しましょう。 

例えば… 

○算数の学習で，表から読み取ったことを説明する。 

       

  

 

      

 

 

・情報の中から，きまりをみつけて考える。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほかにも 

○国語の学習で，意見文を書く。 

○学級会で自分の考えを話す。 

 

 

 

 

『ザ・読解力』にチャレンジ 

 小５版国語 筆者があげている事実にこめられた意味を考えてみよう！   

 小４版理科 水のあたたまり方について調べよう            

文章・図・絵・グラフなどから，読み取れることは何だろうか。 

 

縦の長さ　X（㎝） 1 2 3 4 5 6

横の長さ　Ｙ（㎝） 24 12 8

面積が２４ｃ㎡の長方形で，縦
たて

の長さとそれに対応する横の長

さを求めてみましょう。 

○理科の学習で，実験からわかったことを説明する。 

 

 

  
青色リトマス紙が，赤色に変わる物は酸性であると学習しま

した。○○を青色リトマス紙につけたら赤色に変わりました。

このことから，○○は酸性であるということがわかりました。 

パターンＢ 

どんな方法が，効果的か

考えて使っていこう。 

こんなときに役立ちます！ 

説 明 報 告 意 見 

パターン A 

話し合い・討
とう

論
ろん

 

パターンA 

!_! 

 

 

 

縦
た て

の長さが 4㎝のとき，横の長さは○㎝になります。その

理由は，縦
た て

の長さが 2倍・3倍になると横の長さは・・・に

なるので，・・・・。 
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【例文】 

・雨が降
ふ

りそうだ。だから，かさを持っていく。 

・洋服を買いに出かけた。しかし，気に入ったものは見つからなかった。 

・日曜日は，公園に行きますか。それとも，デパートに行きますか。 

・今年も決勝戦で負けてしまった。つまり，二年連続で二位ということだ。 

 

 

 

  

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 段
だ ん

落
ら く

の役
や く

割
わ り

や関係を意識しよう 

段
だ ん

落
ら く

の役
や く

割
わ り

とは…？ 

段
だ ん

落
ら く

のつながりを考えるときは… 
・段落と段落や，文と文とをつなぐ役割を果たしているのが，「つな

ぎ言葉（接続語）」です。 

・つなぎ言葉は，前の段落（文）の内容と後ろの段落（文）の内容のつ

ながり方をはっきりさせたり，話し手や書き手の気持ちを表したりし

ます。 

３ 

 

 

段落
だ ん ら く

の種類 
・意味段落（大段落） 

→内容上のまとまりによ

って設定される段落の

こと。 

・形式段落（小段落） 

→改行と１文字の字下げ

によって示される段落

のこと。 

２ 

 

 

段落
だ ん ら く

とは 
・文章を組み立てているひとまとまり。 

・いくつかの文が集まってできている。 

1 

 

 

?_? 
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『ザ・読解力』にチャレンジ 

小４版国語  筆者の工夫について自分の考えを書こう   

小５版国語  納得
な っ と く

できる説明の仕方を考える         

自分の考えをまとめていく練習をしてみよう！ 

 

① 頭括
とうかつ

型… 結論・主張 ⇒ 具体例や理由・説明 

② 尾
び

括
かつ

型… 具体例や理由・説明 ⇒ 結論・主張 

③ 双括
そうかつ

型… 結論・主張 ⇒ 具体例や理由・説明 ⇒ 結論・主張  

 

 

 

   
 
 

○説明的な文章や意見を伝える文章を読んだり，書いたりす
るために覚えておきましょう。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなときに役立ちます！ 

意 見 

  覚えておこう〈いろいろな関係を表すつなぎ言葉〉 

  覚えておこう〈説明的な文章や意見文の構成の型〉 

説 明 記 録 報 告 感 想 推
すい

 薦
せん

 紹
しょう

 介
かい

 

!_! 

 

 

 

D_D 

 

 

 

D_D 

 

 

 

⑥筋
す じ

道
み ち

を立てよう ☞ ⑤順序立てよう ☞ 
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知識や経験と結び付けると， 

 

 

 

 

五感（目・耳・鼻・舌・手）を使って，実物に実際にかかわること。 

※あざやかな夕日を見る／はげしい雨の音がする／こうばしいパンの香
か お

りがする／おいしいカレーを食べる／ふわふわの毛布で眠
ね む

る  など 

自分の考えを 確かなものにできるね。 

相手も 似た経験をしていると，話や

考えがより伝わりやすいよ。 

⑧ 自分の知識や経験と結び付けよう 
 

    自分の知識や経験と結び付けるとは…？ 

 

本やテレビ，インターネット，人が話したことなどを通じて，見聞き

したり感じたりすること。 

※本を読んだり映
えい

画
が

を見たりして，本や映画の中の世界を主人公の気持

ちに共感する／写真や動画を見て風景を想像する など 

② 間接体験 

 

・物語の登場人物どうしの関係や

心情を，より深くとらえること

ができます。 

・筆者の伝えたいことを，より的

確にとらえることができます。 

・自分の考えや感想が，より広く，

より深くなります。 

・自分の考えや感想を，よりはっ

きりと，より具体的にまとめる

ことができます。 

・新しい考えや発想が生まれます。 

１ 自分の経験と結び付けて
考えよう 

今までの自分の経験（読書などによ

る間接体験もふくむ）を本や文章の

内容と結び付けて考えてみよう。 

２ 

 

 

① 直接体験 

 

覚えておこう 

 

D_D 

 

 

 

１ 自分の知識と結び付けて
考えよう 

今まで学習したり，本で読んだりし

て得た知識を，本や文章の内容と結

び付けて考えてみよう。 

1 

 

 

?_? 
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いろいろな場面で，知識や経験と結び付けてみましょう。 

自分の意見や主張を相手に伝えたいとき，関連がありそうな知識

と結び付けたり，よく似た経験を思い出して文章や意見に添
そ

えたり

してみましょう。よりわかりやすく説得力のあるものになります。 

 

例えば… 

 

○ メモを取りながら読もう。 

◎ 賛成する気持ち 

  △ 別の考え方 

  ？ 疑
ぎ

問
も ん

に思うこと など 

 記号を決めて自分の考えと一緒に 

 残しておきましょう。 
 
 

○ 登場人物の言動を追い，心情を考えよう。 

       

 

 

 

 ・主人公でなく，ほかの人物の視
し

点
て ん

で読みかえれば，今までと 

  違
ち が

う立場から主人公を見つめることもできます。 
 

 
 

 

 

 

 

主人公は，口ではこういっているけれど，心の中では

後
こ う

悔
か い

していると思う。私
わたし

も，母とケンカしたときに自分

の気持ちを素直に言うことができなくて・・・ 

『ザ・読解力』にチャレンジ 

 小４版社会 ごみの量とわたしたちの生活を考えよう    

 小４版理科 天気による気温のちがいについて調べよう   

事実や観察結果をもとに自分の考えをまとめる時，自分の経験と結び付

けることによって自分たちの課題として考えが深まります。 

 

◎この気持ち，すごくわかる。

私
わたし

も友だちから同じような

ことを言われたことがある。 

△どうして，そんなことをした

のだろう。私
わたし

だったら，先生

の言葉を思い出して… 

こんなときに役立ちます！ 

意 見 感 想 推
すい

 薦
せん

 紹
しょう

 介
かい

 話し合い・討
とう

論
ろん

 

!_! 
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⑨ 話し手の意図をとらえて聞こう

話し手の意図をとらえて聞くとは…？

話し手の意図をとらえる
・話の目的は何か。

・自分に伝えたいこと何か。

・自分といっしょに考えたいことは何か。

などに関心をもって，意識して聞く。

話の中心や大事な

事がらを，とらえ

やすくなります！

１

どのように聞けばいいの？
・自分の立場（肯定や否定，賛成や反対など）や

こ う て い ひ て い

自分の考えと比べながら聞こう。

・自分の経験と結び付けながら聞こう。

・話し手がなぜそう考えるのか，理由や事実に

注意して聞こう。

・わかったことや納得したことはメモしよう。
な っ と く

・わからないことや疑問に思ったことはメモ
ぎ も ん

しよう。

・話している事がらの順序など，話の組み立て

に気をつけて聞こう。

自分との共通点

（同じところ，似

たところ）や相違

点（違うところ）

を整理すること

で，意見や感想が

深まります！

あとで必ず質問し

よう！

話の方向性や中心

をとらえやすくな

ります！

⑧自分の知識や経験と結び付けよう☞

⑤順序立てよう☞ ⑥筋道を立てよう
すじ みち

☞

２

どんな意見なのか，接続語や文末表現に着目して聞くと分かりやすいです。

①話し手の立場をとらえる。 「～に賛成（反対）です。」

②考えの根拠・理由をとらえる。 「その理由は～」「なぜなら～」
こん きょ

「～だからです。」

③考えのまとめや結論をとらえる。 「つまり～」「要するに～」
けつ ろん

「このように～」

覚えておこう〈接続語や文末表現に着目しよう〉

話し手がどんな立場で，どんな目的で発言

するのか，最後まで聞くことが大事だね。

?_?

D_D
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いろいろな場面で，

「話し手の意図をとらえて聞くこと」を意識しましょう。

例えば…

・児童総会で意見を交換するときに。
こう かん

・学級会で話し合って，クラスの目標を決めるときに。

・国語の読書座談会で友達の感想や考えを聞くときに。
ざ だん かい

・各教科で考え方を発表し合ったり，答えを導いたりするときに。

○児童会で，話し手の意図を理解しながら討論を進める。
とう ろん

・町の環境を良くするために,アルミ缶回収を積極的に進めたいという
かん きょう かん かい しゅう

提案について討論する。

『ザ・読解力』にチャレンジ

小５版社会 工業のさかんな所について調べ，考えを発表しよう。

友達の意見を自分と比べたり，関連づけて聞くことで，話し合いを深めた

り，広げたりすることができるようになります。

こんなときに役立ちます！

⑩立場や意図をはっきりさせて話し合おう☞

全校のみんなに放送で呼びかけたり，ポスターをはったりし

てお知らせをするのはどうでしょうか。おたよりを出すのもい

いと思います。そうすれば，全校のみんなや家の人がよくわか

って，協力してくれると思うからです。

実際の場面では，話し手の方に顔を向けるようにしたり，メモし

たり，うなずくなど反応したりすることで，「話し手の意図をと

らえて聞く」意識が高まります。

話し合い・討論
とう ろん

感 想 意 見

!_!

積極的に回収を進めるためには，全校のみんなに協力

してもらえるように，わかりやすく伝える方法を考える

ということですね。

そのときに，何のために回収するのかということも，

しっかり理解してもらうことが大切ですね。
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司会者：目的や話題に沿って話し合いが進むように，提案者や参加者
そ

が積極的に発言するよう働きかけたり，発言を整理したり，

まとめたりする。→常に，話し合いの目的や話題を意識する！

提案者：話し合いに参加しているみんなに考えが伝わるように，話す

内容を整理したり，話し方を工夫したりして提案する。

参加者：話し合いの目的や話題に沿って積極的に発言する。
そ

⑩ 立場や意図をはっきりさせて話し合おう

立場や意図をはっきりさせて話し合うとは…？

話し合い
協議：グループや学級全体の共通のテーマについて，また問題解決

に向けて，おたがいの知識や考え，意見などを出し合い一つ

にまとめていく話し合い。

討論：おたがいの考えの違いを大事にしながら多くの考えを関係づ
と う ろ ん ちが

けていく話し合い。

１

話し合うときのポイント
①おたがいの話を集中して聞くことが大事！

②目的や話題に沿って話し合おう！
そ

③おたがいの考えの共通点（同じところ，似

ているところ）や相違点（違うところ）を
そう い てん ちが

整理しながら話し合おう！

④司会者や提案者などの役割を果たしなが
やくわり

ら，進行に沿って話し合おう！
そ

⑤おたがいの立場や意図をはっきりさせなが

ら，計画的に話し合おう！

２
考えが違う場合は，な

ぜ違うのかということ

にも注意しよう！

賛成なのか反対なの

か，自分はどういう

立場で意見を言うの

かをはっきりさせよ

う！

覚えておこう〈司会者や提案者の役割〉
や く わ り

⑨話し手の意図をとらえて聞こう☞

自分の考えも友達の考えも大切にしよう。

決められた時間内に

まとめられるように

しよう！

?_?

D_D
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いろいろな場面で活用しよう。

こんなときに役立ちます！

＊答える 「～は～です。」「～考えてみると…。」

＊賛成する 「○○さんが言った『△△』という意見に賛成です。私
わたし

も～からです。」

＊つけたす 「○○さんの意見につけたしで，～と思います。

「○○さんの意見に関連して，～という事もあります。」

＊似ているが… 「○○さんと～については同じ考えですが，～がちがい

ます。」

＊反対する 「○○さんの『△△』という意見とちがって，私は～と
わたし

思います。理由は～からです。」

＊質問 「○○さんの発言の『△△』とはどういうことですか？」

「～が分からないので，くわしく説明してください。」

＊考えを変える 「～の意見を聞いて，自分の意見を変えます。理由は，

～からです。」

＊まとめる 「まとめると（つまり・整理すると）～ということにな

ると思います。
○意見を言うときには，相手の発言の内容を引用するとよいです。

引用した言葉が自分の質問や意見の根拠になるからです。
こ ん き ょ

根拠をはっきりさ

せることが大事！

＊目的や話題からそれない 「～について話し合います。」

ように 「～の順序で話し合っていきます。」

「～について質問がありますか。」

「～について意見を出してください。」

＊話し合いを整理する 「今までの意見を整理すると，『□□…』と

いう意見と『△△…』という意見にまとめ

られます。他に意見はありますか。」

＊話し合いが止まったら 「隣の人と～分間，話し合ってみて…」
となり

＊決めるとき 「賛成（反対）意見が多いようです。～で

いいですか。」

意見を言うときは…

司会者・議長は…

④資料を活用しよう ⑥筋道を立てよう
す じ み ち

☞

話し合い・討論
とう ろん

感 想 意 見 質 問

!_!
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手紙を書くときのポイント 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

⑪ 手紙を書こう 
 

上手に手紙を書くには…？ 

手紙の書き方 
・手紙は大きく分けて，  ①〈はじめのあいさつ〉 ②〈本文〉 

③〈むすびのあいさつ〉 ④〈後付け〉 

に分かれ，書く位置が決まっています。 

２ 

 

 

どんなことを伝えるのか 

一番伝えたいことは何なの

か，大事なことを落とさず書

きましょう。 

字のまちがいや， 
ぬけている字がないか 

書き終わったら，読み返して

みましょう。 

どんな言葉づかいにしたらよいか 

常
じょう

体
た い

（～だ。～である。），敬
け い

体
た い

（～

です。～ます。）のどちらを使うのがよ

いか考えましょう。 

だれに伝えるのか 

下級生，家族，友達，目上の

人，知らない人など，だれに

伝えるのかをはっきりさせ

ましょう。 ②言葉づかいや話し方を 

意識しよう ☞ 

⑫推敲
すいこう

しよう ☞ 

①相手や目的を 

意識しよう 
☞ 

春→「桜の花が美しく咲
さ

いています」「春の日差しが心地よく感じられます」  

夏→「梅雨も明け，夏本番になりました」「毎日，暑い日が続いています」 

秋→「さわやかな季節になりました」「虫の音
ね

が聞こえるころになりました」 

冬→「毎日，寒い日が続いています」「木枯
こ が

らしが吹
ふ

く季節になりました」 

   覚えておこう〈こんな季節の言葉があります〉 

手紙とは？ 
・自分の用件や気持ちを文章で相手に伝えるもの 

・手紙の種類には，お礼，お知らせ，おさそい，お祝い，お願い， 

おわび，質問，お見舞
み ま

い，案内などがある。 

1 

 

 

?_? 
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29 

 

 

 

 

 

 

いろいろな場面で，「手紙」を書きましょう。 
例えば… 

○社会科見学でお世話になった方へ（お礼の手紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほかにも… 

○社会科の学習などで，知りたいことを聞くために（質問の手紙） 

○地
ち

域
い き

の高齢者
こ う れ い し ゃ

に敬
け い

老
ろ う

の気持ちを表すために（お祝いの手紙） 

○保護者に授業参観に来てもらうために（おさそいの手紙） など 

こんなときに役立ちます！ 

報 告 手 紙 感 想 質 問 

①
毎
日
、
暑
い
日
が
続
い
て
い
ま
す
が
、
お

元
気
で
す
か
。
先
日
、
社
会
科
見
学
で
お
世

話
に
な
っ
た
山
梨
県
太
で
す
。 

 

②
こ
の
前
は
、
山
梨
県
の
歴
史
に
つ
い
て
教

え
て
く
だ
さ
っ
た
り
、
質
問
に
答
え
て
く
だ

さ
っ
た
り
し
て
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
縄

じ
ょ
う

文も
ん

時
代
か
ら
近
代
ま
で
の

こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
、
と
て
も
勉
強

に
な
り
ま
し
た
。

私
わ
た
し

は
特
に
「
釈
迦
堂

し

ゃ

か

ど

う

遺
跡

い

せ

き

」
と
「
富
士
川
舟
運

し
ゅ
う
う
ん

」
の
こ
と
に
関

心
を
持
ち
、
も
っ
と
く
わ
し
く
調
べ
た
い
と

思
い
ま
し
た
。 

 

③
こ
れ
か
ら
も
お
体
に
気
を
つ
け
て
、
お
仕

事
を
が
ん
ば
っ
て
く
だ
さ
い
。
さ
よ
う
な

ら
。 

 

④
七
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
梨
県
太 

 

甲
府
太
郎
様 

①
は
じ
め
の
あ
い
さ
つ 

・
季
節
の
言
葉 

・
自
己
紹

し
ょ
う

介か
い 

な
ど 

 

②
本
文 

・
手
紙
の
用
件 

・
伝
え
た
い
こ
と 

※
目
的
に
合
わ
せ
て
、
分
か
り
や

す
く
書
く
こ
と
が
大
切
で

す
！ 

    

③
む
す
び
の
あ
い
さ
つ 

・
相
手
を
気き

遣づ
か

う
言
葉 

・
別
れ
の
あ
い
さ
つ 

な
ど 

 

④
後
付
け 

・
日
付 

・
自
分
の
名
前
（
下
に
） 

・
相
手
の
名
前
（
上
に
） 

!_! 
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推敲すると 

⑫ 推敲
す い こ う

しよう 

推敲
す い こ う

するとは…？ 

  どうやって推敲
す い こ う

するの？ 
自分で書いた文章を，次のようなことに気をつけて読み直します。 

２ 

 

１  推敲
す い こ う

とは？ 
一度書いた文章をよりよくするために，修正したり，形式や表現を 

整えたりすること。 

１ 

 

 

・主語と述語の関係，修
しゅう

飾
しょく

語
ご

と被
ひ

修
しゅう

飾
しょく

語
ご

の関係は正しいか。 

・漢字，かなづかい，送りがなにまちがいはないか。 

・「、（読点）」や「。（句点）」を正しく使っているか。 

・文末表現は常
じょう

体
た い

と敬
け い

体
た い

のどちらかに統一されているか。 

・相手や目的に合った文章か。  

・順序立てて書き，読む人にわかりやすい表現になっているか。 

  

・事実と感想，意見とを分けて書いているか。 

・自分の感想や意見が明確に表されているか。 

・段
だ ん

落
ら く

と段落のつながりは適切か。 

 覚えておこう〈推敲
す い こ う

の観点〉 

 

①相手や目的を意識しよう ☞ 

⑤順序立てよう ☞ 

⑦段落
だ ん ら く

の役
や く

割
わ り

や関係 

を意識しよう 
☞ 

相手が読んでわかりやすくなるね！ 

書いたものは，

必ず読み返し，推
す い

敲
こ う

しよう。 

友達どうしで書いたものを交流して，
助言し合うと，自分では気づかなかった
ことに気づくことがあるね。 

⑥筋
す じ

道
み ち

を立てよう ☞ 

?_? 
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いろいろな場面で，「推敲
す い こ う

」しましょう。 

推敲
す い こ う

は，さまざまな学習場面や普
ふ

段
だん

の生活の中で必要です。 

例えば… 

○総合的な学習の時間に作る「町のよさを紹
しょう

介
かい

するパンフレット」

を推敲
すいこう

してみよう。 

 ・相手や目的を考えて，効果的に伝えるために 

       

 

 

 

 

 

 

    読み手を引きつけるために，どのような工夫ができるだろうか？ 

 

○お礼の手紙を書く。（お世話になった地
ち

域
い き

の方に） 

○図書委員会でおすすめの本を紹
しょう

介
か い

する文を書く。（全校児童に） 

○調べたことを学級新聞に書く。（クラスの友達に，家族に） 

・漢字や言葉づかいにまちがいはないかな。 

・目的に合わせて，相手の知りたい情報を選んで書いている

かな。 

・「観光」「特産品」「歴史」など項目
こうもく

ごとにまとめて，読

む人にわかりやすく書いているかな。 

・町のよさを表す資料や写真，数
すう

値
ち

などを用いながら，具体

的に書いているかな。 

『ザ・読解力』にチャレンジ 

小５版国語 言葉の研究レポートを書こう！         

小５版国語 「新聞記事」を読んで，ごみ問題を考えよう！  

 

 書いた文章を推
す い

敲
こ う

してより分かりやすい構成や表現にしよう。 

 

こんなときに役立ちます！ 

説 明 記 録 報 告 

手 紙 意 見 

感 想 推
すい

 薦
せん

 紹
しょう

 介
かい
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平成２６年度 読解力向上のための言語活動推進協議会

委員名簿

委 員 長 岩永 正史 山梨大学教育人間科学部教授

委 員 宇野 誠 大月市立猿橋中学校校長

名取 広行 南アルプス市立櫛形北小学校教頭

伊藤 裕美子 甲府市立相川小学校教諭

砂長 完郎 甲府市立池田小学校教諭

村松 勢津子 甲府市立大国小学校教諭

武田 真弓 甲斐市立敷島小学校教諭

髙瀨 有治 韮崎市立韮崎小学校教諭

廣瀬 剛 山梨市立日下部小学校教諭

石原 直哉 笛吹市立富士見小学校教諭

山下 忍 笛吹市立境川小学校教諭

渡邉 智恵子 市川三郷町立六郷小学校教諭

片田 しのぶ 南部町立睦合小学校教諭

渡邊 茜 富士吉田市立吉田小学校教諭

渡辺 香織 大月市立鳥沢小学校教諭

事 務 局

嶋﨑 修 義務教育課義務教育指導監

重田 誠 義務教育課指導主事

望月 陵 義務教育課指導主事

※所属名・役職名などは，平成２７年３月現在のものです。

言語活動ハンドブック

平成２７年３月発行

山梨県教育委員会

所在地 〒400-8504 甲府市丸の内一丁目６番１号

電 話 義務教育課 055-223-1764・1765

ＦＡＸ 義務教育課 055-223-1759

Ｅ-mail gimukyo@pref.yamanashi.lg.jp

無断転載を禁止します。
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