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一
、
単
元
名
「
論
理
を
捉
え
て
」 

教
材
名
「
根
拠
の
適
切
さ
を
考
え
て
書
こ
う
」 

 

二
、
単
元
お
よ
び
教
材
に
つ
い
て 

 
 

本
題
材
は
、
社
会
的
な
課
題
を
取
り
上
げ
、
自
分
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
意
見
文
を
書
く
も
の
で
あ
る
。
伝
え
た
い
事
実

や
事
柄
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
工
夫
し
、
読
み
手
に
効
果
的
に
伝
わ
る
こ
と
を
意
図
し
て
書
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。 

 
 

読
み
手
に
自
分
の
意
見
を
納
得
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
主
張
を
支
え
る
根
拠
や
そ
の
根
拠
に
基
づ
い
た
解
釈
を
述
べ
、
主

張
と
根
拠
と
の
関
係
性
に
整
合
性
を
持
た
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
意
見
を
支
え
る
強
い
根
拠
と
な
る
よ
う
、
根
拠
の
妥
当

性
や
、
主
張
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
吟
味
し
、
適
切
な
根
拠
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。
ま
た
、
根
拠
の
適
切
さ

を
考
え
る
と
と
も
に
、
自
分
の
意
見
に
対
す
る
反
論
を
想
定
し
、
そ
れ
に
対
す
る
意
見
を
述
べ
る
こ
と
で
説
得
力
が
増
し
、
意

見
の
正
当
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
た
い
。 

 

三
、
生
徒
の
実
態 

 
 

生
徒
は
第
一
学
年
「
根
拠
を
明
確
に
し
て
魅
力
を
伝
え
よ
う
ー
観
賞
文
を
書
く
」
に
お
い
て
、
作
品
の
魅
力
を
伝
え
る
た
め

に
、
段
落
の
役
割
を
考
え
て
文
章
を
構
成
す
る
こ
と
や
具
体
的
な
事
実
を
取
り
上
げ
て
、
自
分
の
感
じ
た
こ
と
の
根
拠
を
明
確

に
し
て
記
述
す
る
こ
と
を
学
習
し
て
い
る
。
単
元
の
学
習
を
通
し
て
、
作
品
の
魅
力
を
感
じ
る
「
具
体
的
な
特
徴
」
を
挙
げ
、

そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
魅
力
を
感
じ
た
か
と
い
う
自
分
の
考
え
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
根
拠
を

基
に
自
分
の
考
え
を
書
く
こ
と
も
学
ん
で
き
た
。
授
業
や
定
期
テ
ス
ト
に
お
い
て
自
分
の
考
え
を
書
く
際
に
も
、
意
欲
的
に
取

り
組
む
生
徒
が
多
く
、
書
く
こ
と
に
対
す
る
苦
手
意
識
は
少
な
い
。
し
か
し
、
主
張
と
根
拠
の
つ
な
が
り
が
曖
昧
で
、
根
拠
が

書
け
て
い
て
も
、
そ
の
関
係
性
を
吟
味
し
て
、
説
得
力
の
あ
る
根
拠
を
精
選
し
、
適
切
な
根
拠
を
考
え
る
こ
と
に
対
し
て
の
弱

さ
が
見
ら
れ
る
。 

 
 

そ
こ
で
、
本
単
元
で
は
職
場
体
験
先
の
寝
屋
親
さ
ん
（
受
け
入
れ
先
）
に
向
け
て
意
見
文
を
書
く
と
い
う
活
動
を
通
し
て
、

「
寝
屋
親
さ
ん
に
納
得
し
て
も
ら
う
」
と
い
う
相
手
意
識
を
明
確
に
す
る
。
ま
た
、
自
分
の
意
見
の
根
拠
が
確
か
な
事
実
に
基

づ
い
て
い
る
か
、
事
実
に
対
し
て
適
当
な
解
釈
か
ら
導
き
出
し
た
考
え
を
根
拠
と
し
て
い
る
か
な
ど
、
サ
ン
プ
ル
文
を
効
果
的

に
用
い
て
気
づ
か
せ
た
り
、
小
集
団
で
吟
味
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
説
得
力
の
あ
る
意
見
文
に
す
る
た
め
の
根
拠
の
あ
り

方
を
理
解
さ
せ
た
い
。
自
分
の
意
見
に
合
わ
せ
た
事
例
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
解
釈
を
加
え
た
り
、
反
論
を
予
想
し
て

そ
の
対
応
を
考
え
て
示
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
意
見
に
よ
り
説
得
力
を
持
た
せ
ら
れ
る
こ
と
を
理
解
し
て
記
述
で
き
る

よ
う
に
し
た
い
。 

 
 四

、「
生
き
て
は
た
ら
く
言
語
能
力
」
の
育
成
に
つ
い
て 

       

本
教
材
で
は
、
学
習
指
導
要
領
「
イ 

伝
え
た
い
こ
と
が
分
か
り
や
す
く
伝
わ
る
よ
う
に
、
段
落
相
互
の
関
係
な
ど
を
明
確
に 

し
、
文
章
の
構
成
や
展
開
を
工
夫
す
る
こ
と
」
を
、
「
文
章
の
役
割
に
応
じ
て
伝
え
た
い
事
実
や
構
成
を
適
切
に
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
具
体
化
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
本
単
元
で
は
、
「
頭
括
型
」
・
「
尾
括
型
」
・
「
双
括
型
」
の
三
種
類
の
例
文
を

提
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
法
の
よ
さ
を
理
解
さ
せ
た
上
で
、
自
分
の
目
的
や
意
図
に
適
し
た
構
成
法
を
各
自
が
選
択
す
る
こ
と

で
、
構
成
を
工
夫
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
。 

学
習
指
導
要
領
「
ウ 

根
拠
の
適
切
さ
を
考
え
て
説
明
や
具
体
例
を
加
え
た
り
、
表
現
の
効
果
を
考
え
て
描
写
し
た
り
す
る
な 

ど
、
自
分
の
考
え
が
伝
わ
る
文
章
に
な
る
よ
う
に
工
夫
す
る
こ
と
」
を
、
「
分
か
り
や
す
い
説
明
や
具
体
例
を
加
え
る
こ
と
で
、

効
果
的
に
表
現
し
て
い
る
」
と
具
体
化
し
た
。
自
分
の
意
見
を
支
え
る
根
拠
と
し
て
、
客
観
的
な
事
実
を
挙
げ
た
り
、
そ
の
事
実

に
対
す
る
自
分
の
見
方
や
考
え
方
を
示
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
説
得
力
が
増
す
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。
ま
た
、
同
じ
視
点
の
事
実

を
並
列
で
並
べ
る
、
別
の
視
点
か
ら
の
事
実
を
並
べ
る
な
ど
、
様
々
な
事
例
の
取
り
上
げ
方
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
自
分
の
主
張
に

合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
吟
味
し
、
適
切
な
根
拠
を
選
べ
る
よ
う
に
す
る
。 

中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
〔
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
〕」
「
Ｂ 

書
く
こ
と
」
（
中
）
第
二
学
年
よ
り 

〇
イ 

伝
え
た
い
こ
と
が
分
か
り
や
す
く
伝
わ
る
よ
う
に
、
段
落
相
互
の
関
係
な
ど
を
明
確
に
し
、
文
章
の
構
成
や
展
開
を
工
夫 

す
る
こ
と 

◎
ウ 

根
拠
の
適
切
さ
を
考
え
て
説
明
や
具
体
例
を
加
え
た
り
、
表
現
の
効
果
を
考
え
て
描
写
し
た
り
す
る
な
ど
、
自
分
の
考
え 

が
伝
わ
る
文
章
に
な
る
よ
う
に
工
夫
す
る
こ
と
。 

 



五
、
研
究
に
関
わ
っ
て 

研
究
内
容
（
１
） 

指
導
計
画
の
工
夫 

② 
生
徒
が
魅
力
や
書
く
必
然
性
を
感
じ
る
題
材
の
工
夫 

本
校
で
は
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
て
お
り
、
生
徒
が
三
年
間
同
じ
事
業
所
と
関
わ
り
を
も
つ
「
寝
屋
子
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を

実
施
し
て
い
る
。
一
年
時
の
職
場
見
学
、
二
年
時
の
二
回
の
職
場
体
験
の
他
、
年
賀
状
の
や
り
と
り
や
、
部
活
動
や
進
路
の
報
告

な
ど
、
事
業
主
と
生
徒
が
、
寝
屋
親
と
寝
屋
子
の
関
係
を
結
び
、
働
く
こ
と
の
大
変
さ
や
や
り
が
い
は
も
ち
ろ
ん
、
生
き
方
を
学

ぶ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
意
見
文
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
生
徒
が
「
書
き
た
い
」
「
書
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
っ
た
魅
力
や
必
然
性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
寝
屋
親
さ
ん
か
ら
の
「
地
域
の
事
業
所
・
職
業
の
魅
力
を
伝
え
る
た
め

に
、
中
学
生
の
ア
イ
デ
ィ
ア
や
意
見
を
伺
い
た
い
」
と
い
う
依
頼
を
示
す
。
「
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
寝
屋
親
さ
ん
の
た
め
に
」

と
い
う
相
手
意
識
と
、
「
自
分
の
ア
イ
デ
ィ
ア
で
地
域
の
職
業
の
活
性
化
を
は
か
り
た
い
」
と
い
う
思
い
を
も
て
る
よ
う
に
し
た

い
。 

 研
究
内
容
（
２
） 

指
導
・
援
助
の
工
夫 

① 

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
実
現
に
向
け
た
指
導
過
程
の
工
夫 

■
主
体
的
な
学
び 

生
徒
に
よ
っ
て
寝
屋
親
さ
ん
は
異
な
る
。
よ
っ
て
、『
寝
屋
親
さ
ん
に
、「
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
な
ら
魅
力
的
な
職
業
に
つ
な
が
る
」

と
納
得
し
て
も
ら
え
る
意
見
文
を
書
く
』
と
い
う
テ
ー
マ
は
同
じ
で
も
、
職
種
や
事
業
所
に
よ
っ
て
考
え
る
内
容
は
様
々
で
あ
る

た
め
、
自
分
が
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
必
然
性
が
生
ま
れ
、
よ
り
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
め
る
と
考
え
る
。 

本
時
で
は
、
生
徒
が
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
み
、
書
き
方
を
発
見
す
る
喜
び
を
味
わ
え
る
よ
う
に
、
教
師
が
本
時
目
指
し
た

い
根
拠
の
書
き
方
を
取
り
入
れ
た
例
文
を
提
示
す
る
。
生
徒
は
、
自
分
の
情
報
メ
モ
と
比
較
し
な
が
ら
、
説
得
力
が
増
す
書
き
方

を
発
見
し
て
い
く
。
自
分
の
「
主
張
」
に
つ
い
て
、
ど
ん
な
「
根
拠
」
が
適
切
な
の
か
を
主
体
的
に
考
え
、
自
分
で
選
び
取
り
、

解
決
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。 

■
対
話
的
な
学
び 

少
人
数
グ
ル
ー
プ
を
編
成
し
、
仲
間
と
聞
き
合
い
な
が
ら
学
習
を
進
め
る
。
個
人
追
究
を
行
う
中
で
、
考
え
る
こ
と
に
行
き
詰

ま
っ
た
り
、
疑
問
点
が
生
ま
れ
た
り
し
た
と
き
、
グ
ル
ー
プ
の
仲
間
に
積
極
的
に
訊
く
こ
と
、
個
人
追
究
が
ひ
と
段
落
し
た
と
こ

ろ
で
、
お
互
い
の
考
え
を
確
認
し
合
っ
た
り
、
疑
問
を
訊
き
合
っ
た
り
す
る
こ
と
が
自
然
と
で
き
る
よ
う
に
、
学
習
形
態
を
工
夫

す
る
。
提
示
し
た
二
つ
の
例
文
を
比
較
し
な
が
ら
、
よ
さ
や
課
題
に
つ
い
て
考
え
る
活
動
を
通
し
て
、「
Ａ
が
い
い
」「
Ｂ
が
い
い
」

と
い
う
意
見
だ
け
で
な
く
、「
Ａ
も
い
い
け
ど
、
Ｂ
に
も
よ
さ
が
あ
る
」
、「
Ａ
で
も
Ｂ
で
も
い
い
な
ら
、
ど
ち
ら
を
選
ん
だ
ら
よ

い
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
迷
い
が
生
ま
れ
る
生
徒
も
い
る
だ
ろ
う
。
揺
れ
動
き
な
が
ら
考
え
を
交
流
す
る
中
で
、
深
め
合
う
様
子

へ
と
変
化
し
、
活
発
な
話
し
合
い
と
な
る
姿
を
目
指
し
た
い
。 

ま
た
、
自
分
の
選
ん
だ
「
根
拠
」
が
「
主
張
」
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
、
「
主
張
」
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
う
え
で
適
切
な

の
か
を
、
仲
間
に
評
価
し
て
も
ら
い
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
う
。 

■
深
い
学
び 

本
時
の
出
口
は
、
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し
て
、
自
分
の
「
主
張
」
に
合
っ
た
、
よ
り
効
果
的
な
事
例
の
取
り
上
げ
方
を
吟
味
し

て
、
適
切
な
「
根
拠
」
を
選
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
前
時
に
自
分
が
選
ん
だ
「
根
拠
」
と
、
本
時
の
ま
と
め
で
選
ん
だ
「
根

拠
」
を
比
較
さ
せ
、
仲
間
か
ら
の
評
価
を
も
ら
う
。
自
分
の
選
ん
だ
「
根
拠
」
が
適
切
で
あ
っ
た
と
実
感
で
き
た
り
、
自
分
の
「
主

張
」
に
よ
り
説
得
力
を
も
た
せ
る
た
め
に
別
の
「
根
拠
」
を
選
び
取
っ
た
り
、
違
っ
た
視
点
か
ら
も
う
少
し
調
べ
て
み
た
い
と
い

う
見
通
し
を
も
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。
「
今
日
学
ん
だ
こ
と
を
使
う
と
、
確
か
に
意
見
文
の
説
得
力
が
増

し
た
」
と
実
感
で
き
る
よ
う
に
、
学
習
の
高
ま
り
を
実
感
し
な
が
ら
進
め
る
よ
う
に
し
た
い
。 

 

研
究
内
容
（
３
） 

評
価
の
工
夫 

単
元
や
単
位
時
間
の
終
末
に
お
け
る
自
己
の
高
ま
り
を
実
感
で
き
る
評
価
の
在
り
方 

 

第
一
時
で
は
、
自
分
の
寝
屋
親
さ
ん
か
ら
の
要
望
に
合
わ
せ
て
、
ど
ん
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
あ
る
か
を
考
え
、
浮
か
ん
だ
ア
イ
デ

ィ
ア
の
中
か
ら
最
も
魅
力
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
「
主
張
」
と
し
て
選
ぶ
。
第
二
時
で
は
、
第
一
時
で
考
え
た
ア
イ
デ
ィ
ア
を
も
と

に
、
実
際
に
簡
単
な
意
見
文
を
書
い
て
み
る
。
単
元
末
に
は
、
完
成
し
た
意
見
文
と
は
じ
め
に
書
い
た
意
見
文
と
比
較
を
さ
せ
る

こ
と
で
、
「
な
ぜ
説
得
力
が
増
し
た
か
」
を
考
え
さ
せ
、
誰
の
ど
ん
な
考
え
に
触
れ
て
、
自
分
の
考
え
が
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
を

自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
び
の
深
ま
り
を
実
感
さ
せ
る
。 

ま
た
、
単
元
末
だ
け
で
な
く
、
毎
時
間
、
最
初
の
意
見
文
や
前
時
ま
で
の
意
見
文
と
比
較
さ
せ
た
り
、
仲
間
と
考
え
を
交
流
し

な
が
ら
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
さ
せ
る
こ
と
で
、「
自
分
の
選
ん
だ
根
拠
に
納
得
で
き
た
」「
反
論
を
想
定
し
て
、
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
た
」「
文
章
の
展
開
や
構
成
を
工
夫
で
き
た
」「
自
分
の
意
見
文
に
説
得
力
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
」
な
ど
、
自
己

の
高
ま
り
を
実
感
さ
せ
た
い
。
個
人
追
究
、
全
体
交
流
と
い
う
流
れ
で
は
な
く
、
必
要
な
時
に
必
要
な
方
法
で
学
ぶ
（
多
様
な
追

究
方
法
）
こ
と
で
、
相
互
に
対
話
す
る
中
で
、
自
己
の
考
え
を
振
り
返
り
、
改
訂
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
営
み
を
通
し
て
、

自
己
の
考
え
を
自
覚
し
、
高
ま
り
を
実
感
し
な
が
ら
追
究
で
き
る
と
考
え
る
。 

  



 
 

■学ぶ目的と必然をもつ。 

【本単元の評価規準】 

■より説得力のある文章にするために，意見と根拠を明確にして書く。 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

■書いた文章を読み合い，よい点や改善点を見

出す。 

六 単元構想図 ２年生「根拠の適切さを考えて書こう」（全８時間） 
 

 

  

  

 

 

  

 

    

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

【ねらい】 
意見文の説得力について考える活動を通して，客
観的な事実や信頼性の高い情報を用いることや，意
見と根拠のつながりを明確にすることが大切であ
ることに気づき，自分の意見文に必要な根拠につい
て見通しをもつことができる。 
【評価規準】（思・判・表Ｂ(1)ウ） 
自分の主張を支える情報について考えをもって
いる。                                                          
【資質・能力に関わる本時の具体的な姿】    
意見文を読み合い，説得力について考える姿。 

【単元を貫く課題】 

寝屋親さんに「なるほど，このアイディア

なら魅力的な職業につながる」と納得して

もらえる意見文を書こう。 

【本単元で身に付けたい資質・能力の系統】 

小高：目的や意図に応じて簡単に書いたり，詳しく

書いたりするとともに，事実と感想，意見と

を区別して語りするなど，自分の考えが伝わ

るように書き表し方を工夫すること。 
１年：根拠を明確にしながら，自分の考えが伝わる

文章になるように工夫すること。  
３年：表現の仕方を考えたり資料を適切に引用し

たりするなど，自分の考えが分かりやすく伝

わる文章になるように工夫すること。 

【「書くこと」における生徒の実態】 

 自分の考えを書くことに意欲的に取り組む生徒

が多いが，主張と根拠の関係性を吟味して，説得力

のある根拠を精選し，適切な根拠を考えることに

対しての弱さが見られる。自分の意見を書き表す

ことに意識が向けられ，意見が主観的な内容に陥

ったり，意見の根拠が適切かどうかを判断したり

する経験が少ないからだと考えられる。 

 そこで，本単元では相手意識を明確にし，自分の

意見に合わせた事例を取り上げ，根拠の妥当性や，

主張との関係性について吟味し，適切な根拠を示

すことができるようにしたい。また，反論を予想し

てその対応を考えて示したりすることで，自分の

意見により説得力を持たせられることを理解して

記述できるようにしたい。 

【単元の言語活動】 

寝屋親さんに納得してもらえる意見文を書く。 

【第２学年〔思考力・判断力・表現力〕Ｂ「書くこ

と」ウ】  

根拠の適切さを考えて説明や具体例を加えた

り，表現の効果を考えて描写したりするなど，自分

の考えが伝わる文章になるように工夫している。 

【育成すべき資質・能力に関わる本単元の具体的な姿】 

 自分の意見文の根拠が，説得力のあるものになってい

るかということについて文章を吟味し，自分の意見が伝

わるように工夫する姿。 

【ねらい】 
寝屋親さんからの要望に対して，どんなアイディ
アがあるか，自分の意見をまとめることができる 
【評価規準】（態度） 
寝屋親さんの要望について関心をもち，貫く課題
を理解し，学習の見通しをもっている。 
【資質・能力に関わる本時の具体的な姿】 
寝屋親さんの要望に対して，仲間と共に交流し，
アイディアを出し合う姿。 

【ねらい】 反論を想定した意見を書くときは，主
張の問題点とその解決策を書けばよいことに気づ
き，反論を想定した意見を書くことができる。 
【評価規準】（思・判・表Ｂウ） 
反論を想定した意見として，自分の主張の問題

点とその解決策を書いている。 
【資質・能力に関わる本時の具体的な姿】 
仲間と交流しながら，自分の主張の問題点につ

いて考え，その解決策を書く姿。 第３時 

 

第１時 

 

【ねらい】 
 意見文を互いに読み合うことを通して，主張の
明確さ，根拠の適切さなどについて相互評価・自
己評価をし，考えの深まりについて自分の考えを
まとめることができる。 
【評価規準】（思・判・表Ｃ（１）エ） 
説得力のある文章にするための工夫について

交流したり，助言し合ったりし，これまでの学習
を振り返って，自分の表現に役立てようとしてい
る。 
【資質・能力に関わる本時の具体的な姿】 
 仲間と意見文を読み合い，自分の意見文の良
さ考えたり，意見文をよりよいものにしようと
したりする姿。 

第８時 

 

【単元末の子どもの意識】 
 説得力のある意見文にするには，客観的で信頼
性の高い事実を根拠にしたり，主張とのつながり

を考えたりすることが大切だ。また，情報を見返
したり，仲間と課題について話したりして反論を
想定することで，意見をより明確にしたり，意見

を強く支える根拠を導き出したりすることができ
た。自分の意見がしっかりと伝わる文章になるよ
うな工夫ができたから，寝屋親さんにも，納得し

てもらえる意見文になったと思う。 

【松倉中の生徒に育成すべき資質・能力】 

仲間と協力しながら， 

自ら考えを導き出す力 

【育成すべき資質・能力とのつながり】  

自分の意見の根拠が確かな事実に基づいている

か，事実に対して適当な解釈から導き出した考え

を根拠としているかなどを吟味する活動を通し

て，自ら課題を見つけ，それを解決するためにはど

うしたらよいかを考えさせたい。自分の意見文の

根拠が，説得力のあるものになっているかという

ことについて文章を吟味し，意見を支える適切な

根拠を自ら選び取り，自分の意見が相手に伝わる

ように工夫できたとき，松倉中学校の生徒に育成

すべき資質・能力を育むことができたと捉えたい。 

【ねらい】 
 前時考えたアイディアをもとに「主張」と「根
拠」をまとめた意見文を書くことができる。 
【評価規準】（思・判・表Ｂ(1)イ） 
寝屋親さんの要望に対して，「主張」と「根拠」

を意見文に書いている。 
【資質・能力に関わる本時の具体的な姿】 
 寝屋親さんの要望に対して，進んで自分の意
見をもち，文章にまとめる姿。 

第２時 

 

【ねらい】 
自分の主張を支える情報を，インターネット等

を活用して，情報メモにまとめることができる。 
【評価規準】（態度） 
自分の主張を支える情報を集め，情報メモに書

いている。 
【資質・能力に関わる本時の具体的な姿】 
自分の主張を支える情報を，進んで調べ，自ら

学習を進める姿。 

第４時 

 

【ねらい】 意見，根拠，反論を想定した意見をど
のような順序で書くかを考えて構成メモを作成し，
メモをもとにして意見文にまとめることができる。 
【評価規準】（思・判・表） 
構成メモを基に，意見文を書いている。 

【導入時における子どもの意識】 

 自分の意見とその根拠を書けば，説得力のある文
章になると思っていた。もっと，自分の意見に説得
力をもたせるためにはどうしたらいいのか，自分の

考えが伝わる意見文にするには，どんな表現の工夫
があるのか考えてみたい。そして，単元の最後には，
自分の意見に対して，寝屋親さんが納得してくれる

ような説得力のある意見文を書いて，寝屋親さんに
喜んでもらいたい。 

 

第７時 

 

第６時 

 

＜知識・技能＞ 
文の構成について理解す
るとともに，話や文章の構成
や展開について理解を深め
ている。 

＜思考力・判断力・表現力＞◎ 

「書くこと」において，根拠の適切さを考

えて説明や具体例を加えたり，表現の効果

を考えて描写したりするなど，自分の考え

が伝わる文章になるように工夫している。 

＜主体的に学習に取り組む態度＞ 
人間，社会，自然などについて進ん
で自分の意見をもち，文章にまと
めている。 

 
【ねらい】  
意見を支える「根拠」として，どんな事例をど
のように書くとよいか考える活動を通して，主張
に合わせた事例を取り上げて書くとよいことに
気づき，自分の主張に合わせた事例の取り上げ方
を吟味して選ぶことができる。 
【評価規準】（思・判・表Ｂ(1)ウ） 
「根拠」として取り上げる事例を吟味し，書く
ことができる。       
【資質・能力に関わる本時の具体的な姿】 
 仲間と交流しながら，事例の取り上げ方を吟味
し，根拠を書く姿。 

第５時（本時） 

 



七
、
本
時
の
ね
ら
い 

意
見
を
支
え
る
「
根
拠
」
と
し
て
、
ど
ん
な
事
例
を
ど
の
よ
う
に
書
く
と
よ
い
か
考
え
る
活
動
を
通
し
て
、
主
張
に
合
わ
せ
た
事

例
を
取
り
上
げ
て
書
く
と
よ
い
こ
と
に
気
付
き
、
自
分
の
主
張
に
合
わ
せ
た
事
例
の
取
り
上
げ
方
を
吟
味
し
て
書
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

八
、
本
時
の
展
開
（
五
／
八
） 

 

  
                                             

・
前
時
は
自
分
の
「
主
張
」
を

支
え
る
「
根
拠
」
と
な
る
情

報
を
調
べ
て
メ
モ
し
た
ね
。

今
日
は
そ
の
メ
モ
を
文
章

に
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
う

え
で
気
を
つ
け
る
べ
き
こ

と
っ
て
ど
ん
な
こ
と
が
あ

る
だ
ろ
う
？ 

・
今
日
は
例
文
を
見
な
が
ら
、

ど
の
よ
う
な
「
根
拠
」
の
書

き
方
を
す
れ
ば
説
得
力
が

増
す
の
か
、
考
え
て
い
き
ま

し
ょ
う
。 

・（
例
文
を
示
す
）「
生
産
者
が

消
費
者
の
様
々
な
声
を
聴

く
こ
と
で
、
魅
力
の
あ
る
農

作
物
作
り
に
つ
な
げ
ら
れ

る
」
と
い
う
主
張
に
つ
な
が

る
よ
う
に
、
実
際
の
消
費
者

の
声
を
根
拠
と
し
て
選
び

ま
し
た
。
さ
ら
に
説
得
力
を

増
す
た
め
に
は
、
Ａ
・
Ｂ
ど

ち
ら
の
根
拠
が
適
切
だ
ろ

う
か
。 

 

・
そ
れ
ぞ
れ
の
良
さ
は
？ 

・
よ
く
な
い
点
や
も
っ
と
こ
う

し
た
ら
い
い
点
、
疑
問
点
？ 

・
Ａ
と
Ｂ
の
違
い
を
明
ら
か
に

し
て
、
気
づ
い
た
こ
と
や
考

え
た
こ
と
を
ま
と
め
よ
う
。 

 

・
ど
ち
ら
に
も
、
良
さ
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
ね
。「
主
張
」

と
つ
な
が
る
の
は
、
ど
ち
ら

の
「
根
拠
」
だ
ろ
う
。 

・
Ａ
を
選
ん
だ
場
合
、
Ｂ
を
選

ん
だ
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
、
改

善
す
る
と
こ
ろ
は
あ
る
か

な
？ 

 

・
交
流
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と

を
自
分
の
意
見
文
に
生
か

そ
う
。
ど
の
「
根
拠
」
を
選

ぶ
？
そ
の
理
由
は
？ 

・
同
じ
視
点
の
事
例
を
並
列
で

並
べ
て
、「
主
張
」
に
厚
み
を

も
た
せ
た
い
ん
だ
ね
。 

・「
主
張
」
や
「
根
拠
①
」
と
つ

な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
明

確
に
し
た
う
え
で
、
別
の
視

点
か
ら
「
根
拠
」
を
示
し
た

い
ん
だ
ね
。 

・
班
の
仲
間
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス

を
も
ら
お
う
。
選
ん
だ
根
拠

に
納
得
で
き
る
か
。
改
善
点

は
な
い
か
。
別
の
視
点
は
？ 

                              

教
師
の
働
き
か
け 

◇
前
時
ま
で
の
進
捗
状
況
を
確
認
し
、
本
時
の
活
動
に
見
通
し
を
も
つ
。 

・
読
み
手
に
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
書
く
。
文
章
と
文
章
の
つ
な
が
り
を
工
夫
す
る
。 

 

接
続
語
を
使
う
。
具
体
例
を
取
り
入
れ
る
。 

◇
単
元
を
通
し
た
言
語
活
動
や
既
習
事
項
を
も
と
に
、
課
題
を
つ
か
む
。 

  ◇
【
主
張
】
と
【
根
拠
①
】
に
付
け
加
え
る
【
根
拠
②
】
と
し
て
、
サ
ン
プ
ル
文
章
を
二

種
類
提
示
し
、
ど
ち
ら
が
説
得
力
を
増
す
効
果
的
な
書
き
方
に
な
る
の
か
を
考
え
る
。 

                        

◇
考
え
た
こ
と
を
全
体
で
交
流
す
る
。 

・【
Ａ
】
は
①
と
同
じ
視
点
に
絞
っ
て
事
例
を
並
べ
て
い
る
。
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
て
、

さ
ら
に
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。
様
々
な
声
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
主
張
と
つ
な
が

っ
て
い
る
。 

・【
Ｂ
】
は
①
と
は
別
の
視
点
で
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。
具
体
的
な
数
値
が
あ
り
、
多
く

の
人
の
意
見
が
反
映
さ
れ
て
い
る
情
報
で
説
得
力
が
あ
る
。
主
張
が
「
農
作
物
の
魅

力
が
広
が
る
」
だ
っ
た
ら
、
【
Ｂ
】
も
よ
い
と
思
う
。 

    

◇
「
主
張
」
を
支
え
る
「
根
拠
」
メ
モ
を
見
直
し
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
「
根
拠
」
を
ま
と
め
る
。 

◇
選
ん
だ
事
例
や
書
き
方
が
適
切
か
グ
ル
ー
プ
で
交
流
す
る
。 

◇
本
時
学
ん
だ
こ
と
を
ま
と
め
る
。 

               

学
習
活
動 

                                        

研
究
内
容
に
関
わ
っ
て 

 

ど
の
よ
う
な
根
拠
の
書
き
方
を
す
れ
ば
、
説
得
力
が
増
す
の
だ
ろ
う
。 

評
価
規
準
【
思
・
判
・
表
Ｂ
（
ウ
）】 

「
根
拠
」
と
し
て
取
り
上
げ
る
事

例
を
吟
味
し
、
書
く
こ
と
が
で
き

る
。
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
） 

※
こ
こ
で
は
、
「
主
張
と
根
拠
の
つ

な
が
り
」
に
つ
い
て
、
①
主
張
の
ど

の
部
分
の
説
明
な
の
か
、
②
ど
の
よ

う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
が
明
確

に
な
っ
て
い
る
か
を
評
価
す
る
。 

●
研
究
内
容
①
②
「
主
体
的
」 

・
自
分
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
「
主

張
」
を
明
ら
か
に
し
、
前
時
ま
で

に
、
集
め
た
情
報
の
付
箋
に
小
見

出
し
を
つ
け
さ
せ
る
こ
と
で
、
主

張
を
支
え
る
根
拠
と
し
て
、
ど
ん

な
事
例
を
取
り
上
げ
る
と
よ
い

か
を
考
え
さ
せ
て
お
く
。 

・
サ
ン
プ
ル
文
を
二
種
類
提
示
し
、

「
同
じ
視
点
の
事
例
を
並
列
で

並
べ
、
理
由
に
つ
な
げ
る
書
き

方
」
と
「
一
つ
目
の
事
例
に
つ
い

て
、
別
の
視
点
か
ら
の
事
例
を
挙

げ
る
書
き
方
」
を
比
較
し
て
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。 

 

●
研
究
内
容
②
「
対
話
的
」 

・
サ
ン
プ
ル
文
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
、
よ

さ
や
改
善
点
を
考
え
さ
せ
る
。 

・
個
人
追
究
を
行
う
際
、
小
グ
ル
ー

プ
で
疑
問
点
を
訊
き
合
う
。
個

人
追
究
が
ひ
と
段
落
し
た
と
こ

ろ
で
、
お
互
い
の
考
え
を
確
認

し
合
っ
た
り
、
疑
問
を
訊
き
合

っ
た
り
す
る
。 

・
全
体
で
意
見
を
交
流
し
、
考
え
を

広
げ
る
。 

 
 

  ●
研
究
内
容
③ 

・
本
時
に
学
ん
だ
視
点
を
生
か
し
、

「
主
張
」
を
支
え
る
「
根
拠
」
を

選
ぶ
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
を

小
集
団
で
評
価
し
あ
う
こ
と
で
、

学
び
を
実
感
さ
せ
る
。 

 

【
主
張
】
私
は
（
佐
藤
農
園
）
さ
ん
に
、「
販
売
方
法
の
工
夫
」
を
し
、
魅
力
あ
る
野
菜

づ
く
り
に
生
か
す
こ
と
を
提
案
す
る
。
具
体
的
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
注
文
を
受

け
、
消
費
者
に
直
接
届
け
る
方
法
だ
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
消
費
者

と
直
接
や
り
と
り
す
る
こ
と
で
、
消
費
者
の
生
の
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
良
さ
や
改

善
点
を
今
後
の
野
菜
づ
く
り
に
生
か
せ
る
と
考
え
る
か
ら
だ
。 

【
根
拠
①
】（
消
費
者
の
声
） 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
と
、
農
家
の
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
や
野
菜
の
直
販
サ
イ

ト
が
た
く
さ
ん
見
つ
か
る
。
そ
こ
に
は
「
も
っ
と
甘
み
の
あ
る
野
菜
が
食
べ
た
い
」
な

ど
、
消
費
者
の
生
の
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。 

【
根
拠
②―

Ａ
】（
消
費
者
の
声
） 

実
際
、
茨
木
県
の
梨
農
家
・
矢
口
さ
ん
も
、
梨
の
ネ
ッ
ト
販
売
を
取
り
入
れ
た
一
人

だ
。
ネ
ッ
ト
販
売
を
始
め
る
と
、
消
費
者
か
ら
「
梨
を
食
べ
な
か
っ
た
子
が
、
矢
口
さ

ん
の
梨
は
あ
っ
と
い
う
間
に
食
べ
ま
し
た
！
」
と
い
う
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。
自
分
の
育

て
た
農
作
物
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
、「
今
後
も
よ
り
質
の
高
い
梨
を
作
ろ
う
」
と
思
え

た
そ
う
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
を
行
う
こ
と
で
、
消
費
者
の
生

の
声
を
聞
く
機
会
が
生
ま
れ
、
そ
の
声
を
今
後
の
農
作
物
づ
く
り
に
生
か
せ
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
じ
視
点
か
ら
深
め
る
書
き
方 

 【
根
拠
②―

Ｂ
】（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
状
況
） 

ま
た
、
近
年
、
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
の
利
用
者
が
増
え
て
い
る
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
る
。

「
生
活
者
一
万
人
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
に
五
％
だ
っ
た
ネ
ッ

ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
の
利
用
者
数
は
、
二
〇
一
八
年
に
は
五
十
八
％
ま
で
増
加
し
て
い
る

そ
う
だ
。
日
本
人
の
お
よ
そ
六
割
の
人
が
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
を
利
用
し
て
い
る
の
だ
。 

 

こ
の
こ
と
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
を
行
う
こ
と
で
、
よ
り
多
く
の
人
に
自

分
の
作
っ
た
野
菜
を
届
け
る
こ
と
が
で
き
、
売
上
を
の
ば
す
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

違
う
視
点
か
ら
広
げ
る
書
き
方 

 

同
じ
視
点
か
ら
深
め
た
り
、
違
う
視
点
か
ら
広
げ
た
り
す
る
方
法
が
あ
る
。
ど
ち

ら
を
選
ぶ
に
し
て
も
、
主
張
と
根
拠
の
つ
な
が
り
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。 

Ａ
の
方
法
で
書
こ
う
と
考
え
て
い
た
が
、
班
交
流
で
主
張
と
つ
な
げ
て
み
た
と
き

に
、
複
数
の
視
点
か
ら
の
事
例
が
あ
る
方
が
説
得
力
が
増
す
と
指
摘
さ
れ
た
。
自
分
で

読
み
比
べ
て
も
実
感
で
き
た
の
で
、
Ｂ
の
方
法
で
書
こ
う
と
思
う
。 

 
 


