
教
材
名 「
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
」

光
村
図
書 

一
年
上

執　
　
筆  

東
京
学
芸
大
学
附
属
小
金
井
小
学
校
教
諭　

成
家
雅
史

編
集
委
員  

文
部
科
学
省
教
科
調
査
官　
　
　
　
　
　
　

大
塚
健
太
郎

　
　
　
　

  

東
京
学
芸
大
学
附
属
小
金
井
小
学
校
教
諭　

成
家
雅
史

す
き
な
も
の
め
い
し
こ
う
か

ん
か
い
を
し
よ
う

〜
ク
ラ
ス
の
と
も
だ
ち
と

　
じ
こ
し
ょ
う
か
い
を
す
る
〜

領
域 

Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

① 

身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

入
学
し
て
間
も
な
い
一
年
生
に
と
っ
て
、
友
達
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
意
欲
や
友

達
が
で
き
る
喜
び
を
感
じ
る
時
期
で
す
。

　

ま
た
、
大
勢
の
前
で
話
す
こ
と
や
大
勢
に
向
か
っ
て
話
し
て
い
る
こ
と
を
聞
い
て

理
解
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
一
対
一
で
互

い
の
目
を
見
て
、
自
分
の
名
前
と
好
き
な
こ
と
や
も
の
を
伝
え
合
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
単
元
で
す
。
本
単
元
で
は
、
友
達
に
自
己
紹
介
を
す
る
際
に
、
ど
ん
な

事
柄
を
選
ぶ
と
自
分
の
こ
と
を
分
か
っ
て
も
ら
え
る
か
と
い
う
話
題
に
沿
っ
て
、
必

要
な
事
柄
を
選
ぶ
力
を
付
け
て
い
き
ま
す
。

② 

言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

「
自
分
の
好
き
な
こ
と
や
も
の
か
ら
、
自
己
紹
介
に
必
要
な
事
柄
を
選
ん
で
、
声
に

出
し
て
伝
え
る
」
と
い
う
言
語
活
動
を
位
置
付
け
ま
す
。
自
分
の
名
前
と
好
き
な
こ

と
や
も
の
を
一
つ
だ
け
記
述
し
た
カ
ー
ド
を
持
っ
て
、
ク
ラ
ス
の
全
員
と
カ
ー
ド
を

交
換
し
ま
す
。
そ
の
様
子
か
ら
、「
名
刺
交
換
会
」
と
い
う
単
元
名
に
し
て
い
ま
す
。

　

活
動
方
法
と
し
て
は
、
教
室
を
自
由
に
歩
き
回
っ
て
出
会
っ
た
友
達
と
取
り
組
む

方
法
と
ド
ー
ナ
ツ
型
に
内
側
と
外
側
に
円
を
作
っ
て
順
番
に
回
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

学
級
の
実
態
に
合
わ
せ
て
選
択
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

発
展
的
な
学
び
と
し
て
は
、
好
き
な
こ
と
や
も
の
に
つ
い
て
の
理
由
を
質
問
し
た

り
答
え
た
り
す
る
こ
と
が
想
定
で
き
ま
す
。

1 

単
元
で
付
け
た
い
資
質
・
能
力

指
導
事
項

：〔
知
識
及
び
技
能
〕（
1
）
キ

                 　
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
Ａ
（
1
）
ア　

言
語
活
動
例　

ア

次

時

一

1

二

２

主
な
学
習
活
動

◎
学
習
の
見
通
し
を
も
ち
、
カ
ー
ド
に
名
前
と
好
き
な
こ
と
や
も
の
を

書
く
。

・
教
師
同
士
の
「
名
刺
交
換
会
」
を
ビ
デ
オ
で
視
聴
し
、
学
習
の
見
通

し
を
も
つ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
自
分
の
好
き
な
こ
と
や
も
の
を
列
挙
す
る
。

・
カ
ー
ド
の
書
き
方
を
知
り
、
カ
ー
ド
に
自
分
の
名
前
と
好
き
な
こ
と

や
も
の
の
な
か
か
ら
選
ん
だ
事
柄
を
一
つ
書
く
。　

◎「
名
刺
交
換
会
」の
方
法
を
確
か
め
て
、友
達
と
自
己
紹
介
を
し
合
う
。

・
教
師
同
士
の
「
名
刺
交
換
会
」
を
ビ
デ
オ
で
視
聴
し
な
が
ら
、
や
り

方
や
ポ
イ
ン
ト
を
確
か
め
る
。　
　
　
　
　
　
　

・
「
名
刺
交
換
会
」
を
し
て
、
自
己
紹
介
を
す
る
。　

・
「
名
刺
交
換
会
」
を
行
っ
た
感
想
を
発
表
し
合
う
。

2 

単
元
の
展
開（
２
時
間
扱
い
）

ア
イ
デ
ィ
ア 

1　

ア
イ
デ
ィ
ア 

1　

ア
イ
デ
ィ
ア 

2　

ア
イ
デ
ィ
ア 

3　

す
き
な　

こ
と　

や　

す
き
な　

も
の　

を　

カ
ー
ド
に

か
い
て
、
つ
た
え
あ
お
う

学
習
課
題

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

は
な
の
み
ち

く
ち
ば
し

こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
よ

き
き
た
い
な
、
と
も
だ
ち
の
は
な
し

や
く
そ
く

し
ら
せ
た
い
な
み
せ
た
い
な

じ
ど
う
車
く
ら
べ

て
が
み
で
し
ら
せ
よ
う

き
き
た
い
な
と
も
だ
ち
の
は
な
し

ず
う
っ
と
、
ず
っ
と
、
大
す
き
だ
よ

い
い
こ
と
い
っ
ぱ
い
一
年
生

4
  5
月

6
  7
月

8
  9
月

10  
11
月

12  
1
月

2   
3
月



　

名
刺
カ
ー
ド
の
大
き
さ
や
素
材
は
、
Ｂ
５
か
ら
Ａ
４

サ
イ
ズ
の
画
用
紙
が
ち
ょ
う
ど
よ
い
で
し
ょ
う
。
文
字

の
大
き
さ
は
、
教
師
が
実
際
の
も
の
を
見
本
と
し
て
見

せ
ま
し
ょ
う
。

　

一
年
生
は
、
バ
イ
ン
ダ
ー
を
首
か
ら
か
け
て
台
に
な

る
ボ
ー
ド
を
購
入
し
て
い
る
学
校
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
挟
ん
で
お
い
て
、
あ
い
さ
つ
の
と
き
に
１
枚
だ

け
取
る
よ
う
に
す
る
と
、
雰
囲
気
も
出
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
学
級
の
児
童
名
簿
を
ひ
ら
が
な
で
表
示
し
た
も

の
を
配
付
し
、
誰
と
名
刺
交
換
を
し
た
の
か
、
名
前
を

チ
ェ
ッ
ク
し
な
が
ら
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
時
間
と

人
数
に
も
よ
り
ま
す
が
、「
〇
人
の
友
達
と
交
換
し
よ

う
」
と
い
う
目
標
を
立
て
る
こ
と
も
意
欲
的
な
活
動
に

つ
な
が
り
ま
す
。
む
や
み
に
全
員
と
す
る
と
、
一
人
ひ

と
り
と
の
時
間
が
雑
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
カ
ー
ド
を
見
せ
合
う
だ
け
で
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
、

留
意
し
ま
し
ょ
う
。
例
え
ば
出
会
っ
た
と
き
に
、
ど
ち

ら
が
先
に
紹
介
す
る
か
を
決
め
て
お
く
こ
と
で
円
滑
に

活
動
を
進
め
ら
れ
ま
す
。

　

見
通
し
を
も
っ
て
学
習
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
ま
す
。
一
年
生
に
は
、
口
頭
で
説
明
す
る
よ

り
も
視
覚
の
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
た
め
に
、
教
師
同

士
で
「
名
刺
交
換
会
」
を
行
い
、
ビ
デ
オ
に
撮
っ
て
お

き
、
何
度
も
視
聴
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　

ビ
デ
オ
を
視
聴
す
る
際
は
、
や
り
方
や
ポ
イ
ン
ト
が

理
解
で
き
る
よ
う
に
、
全
体
を
通
し
て
流
し
た
り
、
一

時
停
止
し
た
り
し
な
が
ら
視
聴
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

　

ポ
イ
ン
ト
は
、
話
す
順
番
や
紹
介
す
る
事
柄
で
す
。

好
き
な
食
べ
物
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
を
挙
げ
て
、

何
を
選
ぶ
か
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

一
年
生
で
あ
っ
て
も
、
活
動
し
っ
ぱ
な
し
で
は
な
く
、

し
っ
か
り
ふ
り
返
り
ま
し
ょ
う
。

　

ふ
り
返
り
の
方
法
と
し
て
は
、
感
想
を
発
表
し
合
っ

た
り
、
教
師
が
上
手
だ
っ
た
子
供
た
ち
を
紹
介
し
た
り

す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
だ
、
一
年
生
の
４
月

で
す
か
ら
、
感
想
を
記
述
す
る
こ
と
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

　

ふ
り
返
る
際
に
、
教
師
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も

の
を
意
識
し
て
い
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

話
す
こ
と
と
聞
く
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
で
ふ
り
返
る
観

点
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
観
点
は
、
ビ
デ
オ
で
モ
デ
ル
を

視
聴
し
た
と
き
に
、
押
さ
え
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

一
年
生
向
け
の
易
し
い
言
葉
に
し
て
、
掲
示
し
て
お
く

の
も
お
す
す
め
で
す
。

活
動
の
モ
デ
ル
を
見
て
、
学
習

の
見
通
し
を
も
つ

主体的
な学び

ア
イ
デ
ィ
ア 

1　

「
名
刺
交
換
会
」
を
ふ
り
返
る

ア
イ
デ
ィ
ア 

３　

※
自
己
紹
介
以
外
の
あ
い
さ
つ
や
会
話
も
入
れ
て
、
か
し
こ
ま
り
す

ぎ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

対話的
な学び

深い
学び

「
名
刺
交
換
会
」
を
行
う

ア
イ
デ
ィ
ア 

２　

お
話
の
し
か
た
が
上
手
な
友
達
は
い
ま
し
た
か

Ａ
さ
ん
の
話
し
方
が
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
ど

こ
が
よ
い
か
見
付
け
ら
れ
ま
す
か
（
ビ
デ
オ
で

撮
影
し
て
お
く
か
、
再
現
す
る
か
し
て
視
覚
化

で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
）

こ
ん
に
ち
は
。

何
月
生
ま
れ
？

僕
は
、
４
月

〇
日
生
ま
れ

だ
か
ら
、
僕

が
先
に
話
す

ね

私
は
、
12
月
生

ま
れ

話
す

①
相
手
の
目
を
見
て
話
す

こ
と
が
で
き
た
か

②
自
分
の
名
前
、
好
き
な

こ
と
や
も
の
を
相
手
に

伝
わ
る
よ
う
に
話
す
こ

と
が
で
き
た
か

③
自
分
か
ら
相
手
を
見
付

け
て
話
す
こ
と
が
で
き

た
か

聞
く

①
相
手
の
目
を
見
て
聞
く
こ

と
が
で
き
た
か

②
相
手
の
名
前
、
好
き
な
こ

と
や
も
の
を
聞
い
て
分
か

っ
た
か

③
相
手
が
話
し
た
こ
と
が
分

か
ら
な
か
っ
た
ら
聞
き
返

し
た
り
、
質
問
し
た
り
す

る
こ
と
が
で
き
た
か

先
生
た
ち
は
、
ど

ん
な
順
番
で
話
し

て
い
ま
す
か

私
は
、
何
を

紹
介
し
て
い

ま
す
か

僕
の
名
前
は
…
…

私
の
名
前
は
、
〇
〇
〇
〇

で
す
。（
間
）

好
き
な
遊
び
は
、
折
り
紙

で
す
。（
間
）

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

は
じ
め
に
、
自

分
の
名
前
、
次

に
、
好
き
な
遊

び
で
、
最
後
に

あ
い
さ
つ
を
し

て
い
ま
す

〇
〇
先
生
の
好

き
な
遊
び
を
紹

介
し
て
い
ま
す



教
材
名 「
は
な
の
み
ち
」

光
村
図
書 

一
年
上

執　
　
筆  

東
京
学
芸
大
学
附
属
小
金
井
小
学
校
教
諭　

成
家
雅
史

編
集
委
員  

文
部
科
学
省
教
科
調
査
官　
　
　
　
　
　
　

大
塚
健
太
郎

　
　
　
　

  

東
京
学
芸
大
学
附
属
小
金
井
小
学
校
教
諭　

成
家
雅
史

だ
れ
が
、
ど
う
し
て
、

ど
う
な
っ
た

領
域 

Ｃ
読
む
こ
と

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

は
な
の
み
ち

く
ち
ば
し

こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
よ

き
き
た
い
な
、
と
も
だ
ち
の
は
な
し

や
く
そ
く

し
ら
せ
た
い
な
み
せ
た
い
な

じ
ど
う
車
く
ら
べ

て
が
み
で
し
ら
せ
よ
う

き
き
た
い
な
と
も
だ
ち
の
は
な
し

ず
う
っ
と
、
ず
っ
と
、
大
す
き
だ
よ

い
い
こ
と
い
っ
ぱ
い
一
年
生

① 

身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

入
学
し
て
か
ら
ひ
と
月
が
経
ち
、
学
校
生
活
や
学
級
の
友
達
に
も
慣
れ
て
き
た
時

期
で
す
。
そ
こ
で
、
授
業
と
い
う
環
境
で
学
ぶ
楽
し
さ
も
味
わ
え
る
よ
う
に
し
て
、

さ
ら
に
学
校
に
来
て
、
学
級
の
み
ん
な
と
学
ぶ
こ
と
を
楽
し
み
に
な
る
よ
う
に
し
た

い
も
の
で
す
。

　

本
教
材
は
、
挿
絵
が
内
容
を
読
む
こ
と
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。
場
面
の
様
子
と
登

場
人
物
の
行
動
を
挿
絵
か
ら
読
み
取
り
、
物
語
の
出
来
事
を
捉
え
て
い
く
資
質
・
能

力
を
身
に
付
け
た
さ
せ
た
い
と
考
え
ま
す
。

② 

言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

　

登
場
人
物
の
行
動
と
出
来
事
を
結
び
付
け
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
、
挿
絵
の
順
序
を
入
れ
替
え
た
り
、
挿
絵
を
限
定
し
た
り
し
て
示
し
方
を
変
え

ま
す
。
そ
し
て
、「
誰
が
、
ど
う
し
て
、
ど
う
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し

て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　

活
動
方
法
と
し
て
は
、「
だ
れ
が
」「
ど
う
し
て
」「
ど
う
な
っ
た
」
と
い
う
短
冊

を
作
っ
て
、
挿
絵
や
文
と
対
応
さ
せ
な
が
ら
、
子
供
が
声
に
出
し
な
が
ら
確
か
め
て

い
け
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　

最
初
は
、文
を
示
さ
ず
に
挿
絵
だ
け
で
、「
だ
れ
が
」「
ど
う
し
て
」「
ど
う
な
っ
た
」

と
い
う
こ
と
を
読
ん
で
い
き
、
実
際
に
本
文
を
読
ん
で
確
か
め
る
と
い
う
方
法
で
し

っ
か
り
と
定
着
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

1 

単
元
で
付
け
た
い
資
質
・
能
力

指
導
事
項

：〔
知
識
及
び
技
能
〕（
1
）
ク

                 　
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
Ｃ
（
1
）
イ 

言
語
活
動
例　

イ

次

時

一

1・２

二

３・４

三

5・６

主
な
学
習
活
動

◎
挿
絵
を
見
て
、
お
話
を
想
像
す
る
。

・
教
科
書
の
文
を
見
せ
ず
に
、
挿
絵
だ
け
で
お
話
を
想
像
す
る
。

・
挿
絵
ご
と
に
、「
だ
れ
」
が
「
ど
う
し
た
」
か
を
読
み
取
る
。

◎
挿
絵
と
文
を
結
び
付
け
て
、
内
容
の
大
体
を
読
む
。

・
本
文
を
読
み
、
感
想
を
発
表
し
合
う
。　
　
　
　

・
く
ま
さ
ん
の
行
動
に
よ
っ
て
、
場
面
の
様
子
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
た

か
を
読
み
取
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

◎
「
は
な
の
み
ち
」
と
い
う
題
名
に
つ
い
て
考
え
る
。

・
物
語
全
体
を
ふ
り
返
っ
て
、
ど
う
し
て
「
は
な
の
み
ち
」
と
い
う
題

名
に
な
っ
た
の
か
を
、
内
容
と
結
び
付
け
て
考
え
る
。

・
考
え
を
発
表
し
合
い
、
分
か
っ
た
こ
と
を
共
有
す
る
。

2 

単
元
の
展
開（
６
時
間
扱
い
）

ア
イ
デ
ィ
ア 

1　

ア
イ
デ
ィ
ア 

2　

ア
イ
デ
ィ
ア 

3　

だ
れ
が
、
ど
う
し
て
、
ど
う
な
っ
た
か
を　

よ
も
う

学
習
課
題

4
  5
月

6
  7
月

8
  9
月

10  
11
月

12  
1
月

2   
3
月



　

子
供
た
ち
は
、
挿
絵
だ
け
で
、
お
話
の
内
容
を
予
想

し
た
こ
と
が
合
っ
て
い
る
か
、
ま
た
、
順
番
が
正
し
い

か
ど
う
か
、
と
て
も
気
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
本
文
を
読
ん
で
、
自
分
た
ち
の
予
想
と
比

べ
ま
す
。
正
し
い
順
番
を
予
想
で
き
た
子
供
も
い
る
で

し
ょ
う
。
正
し
い
順
番
を
予
想
で
き
な
か
っ
た
子
供
も

い
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
大
切
な
の
は
、「
だ
れ
が
」「
ど

う
し
て
」「
ど
う
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
る

こ
と
で
す
。

　

最
初
の
場
面
で

は
、
く
ま
さ
ん
が

ふ
く
ろ
を
見
付
け

て
い
る
。
け
れ
ど
、

袋
に
穴
が
あ
い
て

い
る
の
に
気
が
付

い
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
を
押
さ
え

る
こ
と
が
大
切
で

す
。
こ
の
部
分
が
、

出
来
事
の
発
端
に

な
り
ま
す
。

　

次
の
場
面
は
、

最
後
の
場
面
と
２

つ
取
り
上
げ
て
比

べ
る
こ
と
で
、
違

い
に
つ
い
て
多
く
の
意
見
が
出
て
、
自
然
と
対
話
的
な

学
び
に
向
か
っ
て
い
き
ま
す
。

　

教
師
が
、
順
番
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
シ
チ

ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
演
出
し
ま
す
。
子
供
た
ち
は
、「
自

分
た
ち
で
正
し
い
順
番
に
し
よ
う
」
と
意
欲
を
も
ち
ま

す
。

　

お
話
の
順
番
を
考
え
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、

「
だ
れ
が
」「
ど
う
し
て
」「
ど
う
な
っ
た
」
と
い
う
こ

と
に
気
を
付
け
て
、
挿
絵
を
読
み
取
る
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。

　

ど
の
挿
絵
に
も
登
場
す
る
の
が
、「
く
ま
さ
ん
」
と
い

う
こ
と
に
気
付
か
せ
て
、「
く
ま
さ
ん
」
を
中
心
に
、
行

動
や
出
来
事
を
考
え
る
よ
う
に
す
る
と
い
い
で
し
ょ
う
。

子
供
が
、
場
面
の
順
番
を
言
う
と
き
は
、
な
ぜ
、
そ
の

よ
う
な
順
番
に
な
る
の
か
を
聞
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

「
だ
れ
が
」「
ど
う
し
て
」「
ど
う
な
っ
た
」
に
つ
い
て
、

挿
絵
と
本
文
を
結
び
付
け
て
読
む
こ
と
で
、
話
の
内
容

の
大
体
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
。

　

単
元
の
終
末
に
、
物
語
全
体
の
内
容
を
正
確
に
理
解

す
る
た
め
に
、
題
名
が
「
は
な
の
み
ち
」
に
な
っ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

　

題
名
に
つ
い
て
考
え
る

こ
と
を
通
し
て
、
物
語
の

出
来
事
だ
け
で
な
く
、
く

ま
さ
ん
が
種
を
落
と
し
た

こ
と
で
花
の
道
が
で
き
て

動
物
た
ち
が
喜
ぶ
話
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
も
気
付

い
て
ほ
し
い
で
す
。

挿
絵
だ
け
で
、

話
の
展
開
を
予
想
す
る
主体的
な学び

ア
イ
デ
ィ
ア 

1　

題
名
に
つ
い
て

考
え
た
こ
と
を
共
有
す
る

ア
イ
デ
ィ
ア 

２　

対話的
な学び

深い
学び

自
分
た
ち
の
予
想
や
場
面
を

比
べ
て
、
本
文
を
読
む

ア
イ
デ
ィ
ア 

２　

今
日
は
、
お
話
の

絵
を
見
せ
ま
す
ね
。

先
生
は
、
順
番
が

分
か
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
、

皆
さ
ん
に
お
話
を

想
像
し
て
正
し
い

順
番
に
し
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す

ど
う
し
て
、
こ

の
お
話
に
は
、

「
は
な
の
み
ち
」

と
い
う
題
名
が

つ
い
て
い
る
の

で
し
ょ
う
ね

だ
れ
が

だ
れ
が

ど
う
な
っ
た

ど
う
し
て

ど
う
し
て

ど
の　
え
に
も

く
ま
さ
ん
が

い
る
か
ら

「
く
ま
さ
ん
が
」

く
ま
さ
ん
が
、

は
な
の　
た
ね
が　

お
ち
た
。

ふ
く
ろ
に　
あ
な
が　

あ
い
て　
い
る
の
に　

き
づ
か
な
い
で
、

り
す
さ
ん
の　

お
う
ち
ま
で　

あ
る
い
て　
い
っ
て

・
あ
た
た
か
く
な
っ
て

　
は
な
が　
さ
い
た
。

・
は
る
に　
な
っ
て

　
は
な
が　
さ
い
た
。

・
は
な
の　
み
ち
が

　
で
き
た
。

ふ
く
ろ
に

あ
な
が

あ
い
て
い
る

こ
と
に

き
づ
か
な
い
で

ど
う
な
っ
た

挿絵 挿絵 挿絵

第２場面の挿絵第４場面の挿絵

挿絵

く
ま
さ
ん
が
何
を

し
た
か
考
え
れ
ば

い
い
か
な

ど
の
絵
に
も
、
く

ま
さ
ん
が
出
て
く

る
よ

「
は
な
の
い

っ
ぽ
ん
み
ち

が
で
き
ま
し

た
」
と
書
い

て
あ
る
か
ら

だ
と
思
い
ま

す「
ど
う
な
っ

た
」
の
と
こ

ろ
が
、
お
話

で
は
大
事
な

ん
だ
と
思
い

ま
す

「
た
ね
の
み
ち
」

だ
と
、
途
中
で

終
わ
っ
て
い
て
、

お
話
の
最
後
が

分
か
ら
な
い
か

ら
だ
と
思
い
ま

す「
は
な
の
み
ち
」

が
で
き
て
、
み

ん
な
が
喜
ん
で

い
る
の
で
、
楽

し
い
お
話
で
す

よ
と
言
っ
て
い

る
の
だ
と
思
い

ま
す



執　　筆：東京都台東区立金曽木小学校主任教諭　横須賀咲子
編集委員：文部科学省教科調査官　　　　　　　　笠井健一
　　　　　東京都目黒区立八雲小学校校長　　　　長谷　豊

いくつと   いくつ

５の構成を理解する。 
５の構成に着目して、５をほかの２つの数の和として捉え、表現している。

4/5月
  

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

いくつと　いくつ　
なんばんめ
のこりは　いくつ、ちがいは　いくつ
どちらが　ながい
10より　おおきいかず
なんじ　なんじはん
たしざん　
ひきざん
いろいろな　かたち　
大きい　かず
ずを　つかって　かんがえよう
かたちづくり

本時のねらいと評価規準 （本時　１／７時）

５は　いくつと　いくつ学習のねらい　

もんだい
おんがくがとまったら、赤と
白が　まざった　５人ぐみを
つくりましょう。

・赤白帽子をかぶらせ、子供たち
を赤と白の半分ずつに分けてお
く。

・音楽をかけて歩き回り、音楽が
止まったら５人組をつくって座
るというゲームを行う。

・何回か繰り返す。

・ゲームをしながら、赤が何人と白が何人で５
人組になったかを板書に整理していきます。

・何人と何人で５人組になったか、声に出して
言うよう促したり、黒板の●○を子供に貼ら
せたりします。

※板書を隠します。

Ｔ　：ここは赤が何人、白が何人の５人組ですか。
Ｃ１：赤が３人と白が２人の５人です。
　　　（※５人みんなで言わせるようにするとよい）
Ｔ　：ここは赤が何人、白が何人の５人組ですか。
Ｃ 2：赤が１人と白が４人の５人です。
Ｔ　：ここは赤が何人、白が何人の５人組ですか。
Ｃ３：赤が４人と白が１人の５人組です。
Ｃ４：みんな違う。
Ｔ　：C4さんが「みんな違う」と言ったけれど、何が違うのかし

ら。C4さんの言いたかったことは分かりますか。
Ｃ５：５人は同じでも、赤と白の数はみんな違うということだと

思います。
Ｔ　：そうですね。いろいろな５人組がありますね。どんな５人

組があるか調べていきましょう。

別な友達と、ま
た５人組をつく
りましょう。

赤が３人と白が
２人の５人組に
なりました。

赤が２人と……。あれ、
白は何人だったかな？

赤の人数だけを聞いて、
白の人数が分かるかな？

私は、赤が１
人と白が４人
の５人組です。

４がつ　○にち
あか      しろ

３ と ２ で ５（にん）

４ と １ で ５（にん）

１ と ４ で ５（にん）

２ と ３ で ５（にん）

ねらい
評価規準



見通し

自力解決の様子

学び合いの計画

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

学習のまとめ・評価問題

　A、B の子供に発表をさせ、真似をし
て隣の席の子供に説明するよう促しま
す。真似をすることを繰り返すことで、
友達に説明することに慣れさせていき
ます。

Ｔ：５は２といくつか、どうやったら調べられま
したか。

Ａ：5人組だから、ブロックを 5個使います。赤
が 2人だから、2個と 3 個。だから白は 3
人です。

Ｔ：5 は 2 と 3 なのですね。上手にお話しでき
ましたね。右側に座っている人は、隣の友達
にＡさんのようにブロックを使ってお話しし
てみましょう。

Ｔ：Ｂさんはどうやって調べたのですか。
Ｂ：5人組だから、○を 5個書きました。赤が 2
人だから 2個赤く塗りました。そうしたら、
塗っていないのが 3個だから、白は 3人です。

Ｔ：やはり 5は 2と 3なのですね。Ｂさんも上
手にお話しできましたね。左側に座っている
人は、隣の友達に、Ｂさんのように○を書い
てお話ししてみましょう。

ブロックを使えば
分かりそうだよ！

黒板のように○を書
けば分かりそう！

５ ５ ５

５ ５ ５
２ ４ ３

１

３

４ ３

A Bブロックを５個使い、動かしながら。

赤が２人だから、白は３人

○を５個書いて、色をぬりながら。

赤が２人だから、白は３人

　ブロックを使ったり○を書いたりして、□に数を入れましょう。 　ブロックを使ったり、○を
書いたり、自分なりの方法を
使って、□に数を書いている。

評価問題　 子供の期待する姿



方向や位置に着目して順序を考える力を養うとともに、数を用いて順序を表すよさを感
じ、日常生活に活用しようとする態度を養う。 
方向や位置に関する言葉と数を正しく用いて、ものの位置を言い表す方法を考えている。

本時のねらいと評価規準 （本時　１／２時）

自力解決の様子　学び合いの計画

どこから　なんにんめと　いえば　よいのかな？学習のねらい　

もんだい うしさんは　どこに　いるかな。
Ｔ：くだものをもらうために並んでい

ます。
　　一番前にいるのはだれですか。
Ｃ：ねずみさんです。
Ｔ：では、２人目は。
Ｃ：うさぎさんです。
Ｔ：一番最後にいるのはだれですか。
Ｃ：ひつじさんです。
Ｔ：では、うしさんはどこにいますか。
Ｃ：４人目です。
Ｔ：どこから４人目ですか。

うしさんは、
４人目と言っ
ただけで分か
るかな？

うしさんを丸で囲みましょ
う。そして、「前から」「後
ろから」を付けて、お隣の
お友達に話してみよう。

前からか、後
ろからか言わ
ないと、分か
らないよ。

うしさんは前か
ら４人目だよ。

うしさんは後ろ
から３人目だよ。

ねらい

評価規準

執　　筆：東京都品川区立御殿山小学校主幹教諭　内藤信義
編集委員：文部科学省教科調査官　　　　　　　　笠井健一
　　　　　東京都目黒区立八雲小学校校長　　　　長谷　豊

なんばんめ

いくつと　いくつ　
なんばんめ
のこりは　いくつ、ちがいは　いくつ
どちらが　ながい
１０より　おおきいかず
なんじ　なんじはん
たしざん　
ひきざん
いろいろな　かたち　
大きい　かず
ずを　つかって　かんがえよう
かたちづくり

　上の絵のようなワークシートを配付し、それを
元に指差しながら友達に伝えるようにさせます。
お互いに話した後に全体で確認し、前と後ろの両
方から言えたことを大いにほめましょう。
　早く終わったペアにはほかの動物もどこから何

番目にいるかを表現させてもよいでしょう。

例）
Ｃ　さるは前から３番目で、後ろから４番目。
Ｃ　ぶたは前から 5 番目で、後ろから２番目。

4/5月
  

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月



学習のまとめ

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

　上の関連付けた共通点が学習のまとめになります。
一年生なので言葉のまとめだけでなく、これらの表現
を生活のなかで適切に使っていくことで、その表現の
よさを実感させましょう。
　次時には、右のような教室にある帽子の位置を２つ
の言い方を使って表現していきます。また、動物が並
んでいる絵のなかで帽子をかぶっているのが「前から
４人」であることから、「前から４人目」という表現
と比べて順序を表す表現と集合を表す表現の違いに気
付かせていきます。
　これらの学習のなかだけで評価してもよいですが、
次時の学習後やふだんの生活のなかで以下のようなゲ
ームを取り入れていくことで、表現のよさを実感させ
ましょう。

どこにあるのか、
分かりやすく伝え
るためにはどんな
ことが大切かな。

何個目だけでな
くて、「前から」
とか「右から」
とかを付ける。

「前から何個目」
と、「後ろから何
個目」の、２つ
の言い方がある。

①下のようなカードを用意する。

②カードを引いてそれにあたる人をあてる。
　または、それにあたる人がその場で立つ。

教科書の問題や指導書に付いてい
るワークシートを用意して確認す
るだけでなく、この学習以降もこ
のようなゲームを取り入れて表現
する機会をつくりましょう。また、
体育の整列の際にも活用するなど
生活のなかでも生かしていくこと
で、そのよさを実感させましょう。
その際、教え合ったり助けたりす
る姿をほめて評価することも学級
づくりに役立ちます。

①名前の札を用意し、それを引く。
②その人がいる場所を言う。
例）山田さん→「前から２番目、右から３番目」

『だれでしょうクイズ』

『どこでしょうクイズ』

評価問題として活用するゲーム１

評価問題として活用するゲーム２

　この後、くだものが横に並んでいるなかから
「いちごがどこにあるのか」、旗が縦に並んでいる
なかから「ハートはどこにあるのか」など、同じ
ように、絵のなかにあるものがどこにあるのかを
表現する活動をしていきます。これらの活動をし

た後に、これらの活動を関連付けていきましょう。
そして、どこにあるのかを表現する際には、何個
目という表現だけでなく、「左から○個目」「上か
ら○個目」など位置を表す言葉を付けることが必
要であるという共通点に気付かせましょう。

まとめ

●なんこめだけでなく　まえから　
などを　つける

●２つの　いいかたが　ある　
・まえから　うしろから
・うえから　したから
・みぎから　ひだりから

　例） まえから ４ にんめ

まえから みぎからうしろから ひだりから

１ ２ ３ ４ ５○にん 〇にんめ



期待する子供の姿

スタートカリキュラムの軸として

単元の流れ（９時間）

知識及び技能の基礎

学習の流れ

　学校探検を通して、
学校での生活がさまざ
まな人や施設と関わっ
ていることに気付く。

○学校を探検しよう
　（３時間＋道徳１）
・教科書や学校の絵地図を見て、探検に行きたい場所

を決める。
・約束を確認し、学校探検に出かける。
・もっと知りたいと思ったことを話し合う。

○学校にいる人と仲よくなろう
　（３時間＋国語科１）
・グループをつくり、誰にどんなことを聞きたいかに

ついて話し合う。
・あいさつや質問の練習をして、会いに出かける。
・分かったことや気付いたことを伝え合う。

○学校で見付けたことを伝えよう
　（3時間＋図画工作科1）
・学校探検で見付けた人、物、ことのなかから伝えた

いことを絵や文で表し、発表する。
・絵や言葉、写真などを学校の絵地図にまとめる。
・学校探検をふり返り、感想を交流する。

　幼児期の遊びや生活を通した学びや育ちを子供たちが安心して発揮できるようにするために、入学
から約１か月間、生活科を中心とした合科的・関連的な学習活動（スタートカリキュラム）の軸とし
て本単元を位置付けました。

　探検に行きたい場所を選んだり、探検し
た場所の特徴を絵や言葉で表現したりして、
学校の施設の様子や学校生活を支えている
人々などについて考えることができる。

　　施設の情報と自分の思いを照らし合わせて、
探検に行きたい場所を選んでいる。

　　学校での生活がさまざまな人や施設の働き
に支えられていることに気付いている。
　　学校のことを知りたいという思いをもち、
会った人に質問して調べようとしている。

　　探検した場所の特徴や利用のしかた、マナ
ーについて、絵や言葉で表現し、考えたことを
交流している。
　　これからも学校のさまざまな人と関わって、
楽しく安心して学校生活を送ろうとしている。

　学校の施設や教職員に関心
をもって関わろうとしたり、
楽しく安心して学校生活を送
ろうとしたりしようとする。

思考力、判断力、表現力等の基礎

評価規準等

学びに向かう力、人間性等

※評価規準等の　 ＝知識・技能、 　＝思考・判断・表現、 　＝主体的に学習に取り組む態度の観点を示しています。

執　　筆：青森県三沢市立上久保小学校教諭　　　　　　鈴木庸子
編集委員：文部科学省教科調査官　　　　　　　　　　　渋谷一典
　　　　　文部科学省教科調査官／愛知淑徳大学准教授　加藤　智
　　　　　青森県三沢市立上久保小学校教頭　　　　　　木村　智

がっこうだいすき

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

がっこうだいすき
はるをさがそう
きれいにさいてね
なつがやってきた
いきものとなかよし
あきをさがそう
あきのおもちゃをつくろう
むかしからつたわるあそびをたのしもう
じぶんでできるよ
ふゆをたのしもう
しん一年生に学校のことをつたえよう
もうすぐ二年生

またあの先生とお話ししたいな。

どんなお仕事をしているのかな。

お部屋がたくさんあるんだね。
僕は、○○に行ってみたいな。



園との接続を意識した活動を展開し、
子供たちの自己肯定感を高めよう。

スタートカリキュラムをチーム学校で推進しよう。

活動のポイント１

活動のポイント２

活動のポイント３

○のんびりタイム
　写真などを見ながら学習用具や荷物の片付けをし、終わ
ったら自由遊びをする。
○なかよしタイム
　学年や学級で歌や体操、読み聞かせをする。
○わくわくタイム
　生活科を中心にして、他教科等の内容を合科的・関連的
に指導する。
　このような活動を時間にゆとりをもって設定し、楽しみ
ながら行うことで、子供の「できた」という自信につなが
り、学校生活への安心感と自己肯定感が高まっていきます。

　生活科では、「子供の思いや願いに基づいた体験活動」と、「思いや願いを高める表現活動」を大切にしま
しょう。学習対象に直接働きかける体験活動の後に、それをふり返る表現活動を設定することで、子供の思
いや願いがふくらみます。試行錯誤しながら繰り返し対象と関わることで、気付きの質が高まっていきます。

　園での学びを生かして、子供たちが安心して小学校生活に移行できるような活動をスタートカリキ
ュラムに設定することが有効です。

　スタートカリキュラムを進めるにあたっては、担任はもちろん、管理職、特別支援学級担任、支援員、
学校司書、地域ボランティアなどで共有し、組織的に取り組むことが必要です。めざす子供をしっか
り見据え、教師が手を出しすぎないことも必要です。

子供たちにあいさつをさせ
る場面をつくりたいです。

では、特別教室の鍵はかけたままにしておき
ましょう。そうすれば、子供たちは職員室に
来てあいさつしなくてはいけなくなりますよ。

※学習活動の実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症に関わる各自治体の対応方針を踏まえるなど、子供
の安全の確保に向けて十分配慮することが必要です。

音楽室に鍵がかか
っていて入れない
ぞ。どうしよう。

教頭先生が
鍵を持って
いるかな。

【学習活動の流れ】○がっこうを　たんけんしよう
○がっこうに　いる　ひとと　なかよくなろう   へ

○どきどきわくわく１ねんせい    から

めざす子供の姿　○あいさつがしっかりできる子　○相談して問題を解決できる子

④表現
　不思議に思ったことやもっと知
りたいと思ったことを話し合う。

③体験
　グループで学校探検を
する（同じ階、別の階）。

①体験
　グループで学校探検を
する。

②表現
　見付けた人、物、こ
とについて伝え合う。

スタートカリキュラム
入学５日目

わくわく

なかよし

６日目

わくわく

なかよし

７日目

なかよし

わくわく

登校から
始業まで

１校時

２校時

のんびりタイム・ランドセル、上着、道具の片付け　
・連絡帳の提出　・自由遊び

線なぞり
できるかな

なかよしゲー
ムをしよう

どんなやくそ
くがあるかな
（道徳）

みんなで
体操をしよう

ならびっこを
してみよう

がっこうを
たんけんしよう

音楽室に鍵がかかっていて入
れないぞ。どうしよう。教頭
先生が鍵を持っているかな。

音楽の先生がいるみたい。
どんな先生だろう。

音楽室には、い
ろいろな楽器が
あったよ。

いいな。僕も行
ってみたい。

きれいな歌が聞
こえてきた部屋
に行きたいな。

子供の思いや願いをふくらませよう。



期待する子供の姿

単元の流れ（６時間）

知識及び技能の基礎

学習の流れ

　春の自然や草花を観察したり、
それらで遊んだりする活動を通
して、春の自然の様子や自然を
利用したり、遊ぶ物を作ったり
することの楽しさに気付く。

○春についてお話ししよう（２時間）
・春について知っていることを出し合う。
・校庭で自然遊びをし、見付けたものを発表する。

○公園に行き、「春」と仲よしになろう（３時間）
・春の植物を見付けて楽しむ。
・草花遊びや虫とりを楽しむ。
・いろいろな草花遊びを試しながら、遊びを工夫する。

○「春」と仲よしになったこと、分かったこと、
楽しかったことなどを伝え合おう（１時間）

・「春と仲よし」を終えて、分かったこと、楽しかっ
たことなどを発表する。
・ふり返りを紹介し合う。

　春の自然や草花を観察したり、そ
れらで遊んだりする活動を通して、
自分が楽しんだ遊びや感じ取った自
然の様子を考えたり、遊び方を工夫
したりすることができる。

　　これまでの経験や身近な自然の様子から、
冬から春へと季節が移り変わっていることに気
付いている。

　　諸感覚を生かして、春の自然に関わったり、
楽しんだりしている。

　　身近な自然は、いろいろな遊びに利用でき
ることに気付いている。
　　身近な春の自然を取り入れて、自分の生活
を楽しくしようとしている。

　春の自然や草花を観察し
たり、それらで遊んだりす
る活動を通して、季節の変
化を取り入れて自分の生活
を楽しくしようとする。

思考力、判断力、表現力等の基礎

評価規準等

学びに向かう力、人間性等

執　　筆：青森県三沢市立三沢小学校教諭　　　　　　　高田明子
編集委員：文部科学省教科調査官　　　　　　　　　　　渋谷一典
　　　　　文部科学省教科調査官／愛知淑徳大学准教授　加藤　智
　　　　　青森県三沢市立上久保小学校教頭　　　　　　木村　智

はるをさがそう

がっこうだいすき
はるをさがそう
きれいにさいてね
なつがやってきた
いきものとなかよし
あきをさがそう
あきのおもちゃをつくろう
むかしからつたわるあそびをたのしもう
じぶんでできるよ
ふゆをたのしもう
しん一年生に学校のことをつたえよう
もうすぐ二年生

何を見付け
たかな。

※評価規準等の　 ＝知識・技能、 　＝思考・判断・表現、 　＝主体的に学習に取り組む態度の観点を示しています。

おもしろい形の葉
っぱを見付けたよ。

ちょうちょを
見付けたよ。

たんぽぽで何
か作りたいな。

お花はいいに
おいだったよ。

たんぽぽが咲いていた。
黄色のじゅうたんみたい。

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月



写真へのコメントで見とる
　子供のつぶやきや思考を教師が一緒になって言語化しま
す。活動中の思いや願い、比べたり、たとえたりしているつ
ぶやきなどを言語化することで、子供の変容を見とることが
できます。
　徐々に子供が自分で書けるように支援していきましょう。

１年間を見据えて、五感を使った体験活動を
十分にさせよう。

ICTを活用して、次への活動に生かそう。

子供の変容を多様な表現活動で見とろう。

活動のポイント１

活動のポイント２

評価のポイント

　本単元では、四季を通して自然や人々と存分に関わりながら季節に応じた遊びを楽しむことができる活動
を設定します。自然との関わりは、子供たちにとってさまざまな気付きをもたらします。春に諸感覚（視覚、
聴覚、触覚、味覚、嗅覚など）を使って十分に体験活動を行い、春のよさや楽しさを体感できるようにしま
しょう。内容（５）季節の変化と生活の入り口の単元です。「春」で感じたよさや楽しさを他の季節でも見
付けたり比べたりできるとよいですね。春は見方・考え方の素地を育てる段階です。

　活動の様子を教師がタブレット端末で撮影し、写真を基にふり返ら
せることで、夏や秋の学習に結び付けていくことができます。「春」に
教師が意図や視点（「活動のポイント１　こんな活動もおすすめです！」
参照）をもって対象を撮影することで、夏や秋と比べる視点を与える
こともできます。
　タブレット端末での撮影は、子供の発達に応じて徐々に子供に移行
していってもよいでしょう。

こんな活動もおすすめです！
マイツリーやお
すすめエリアを
決めて、１年間
を通して関わり
ましょう。

多様なワークシートで見とる

身体表現から見とる 掲示を工夫する

絵だけのカード 絵と文のカード 対象をじっくり観察
したい子供のための
虫めがねカード

　子供たちは、諸感覚を十分に使って自然の素晴らしさを味
わいます。活動中や活動後に、子供たちが見付けたものや自
分が遊んだことをカードに書きます。カードは発達の段階や
子供の思い、実態に合わせて、絵だけのカード、絵と文のカ
ードなど、何種類か用意して子供に選ばせるとよいでしょう。

　この時期の一年生は、言葉だけでは
なく、動作や劇化など、自分の体で様
子を表現することもあります。このよ
うな表現のなかにある子供の気付き
をしっか
りと見と
ることも
大切です。

　春・夏・秋・冬と１年間を通じて教室に写真と子供のコメントを
掲示することで、季節の移り変わりを比較することができます。写
真へのコメントの内容から「見付ける」「比べる」「たとえる」などの
思考を教師が見とり、評価に生かしていくことも考えられます。コ
メントを通して自
分自身の成長に気
付く子供たちも出
てくるでしょう。

いいにおいもするよ。桜の花びらがハートみたいだよ。

夏 秋 冬



執　　筆：東京都品川区立豊葉の杜学園主任教諭　　　　　　清水　徹
編集委員：国立教育政策研究所教育課程調査官　　　　　　　塩見英樹
　　　　　東京都品川区教育総合支援センター統括指導主事　唐澤好彦

「こころ」と「からだ」
スイッチ・オン！！
体つくりの運動遊び   ～体ほぐしの運動遊び～

体つくりの運動遊び（体ほぐし）
表現リズム遊び（表現・リズム）
器械・器具を使っての運動遊び（固定施設）
水遊び
体つくりの運動遊び（多様な動き）
走・跳の運動遊び（走）
器械・器具を使っての運動遊び（鉄棒）
器械・器具を使っての運動遊び（跳び箱）
ゲーム（ボールゲーム）
器械・器具を使っての運動遊び（マット）
走・跳の運動遊び（跳）
ゲーム（鬼遊び）

授業づくりのポイント
「体ほぐしの運動遊び」は、手軽な運動遊びを行い、自
分の心と体の変化に気付いたり、友達とかかわり合った
りする運動遊びです。運動遊びに取り組み「楽しかっ
た！」という気持ちだけで終わらせるのではなく、心と
体に向き合って学んだことを、子供たちが気付いていけ
るようにすることが大切です。多様な動きをつくる運動
遊びと、取り上げる運動が似通ってくることがあります
が、「ねらい」が異なります。例えば、用具を操作する
運動遊びは、上手に用具を操作できるようにすることが

「ねらい」ですが、体ほぐしの運動遊びで用具を用いる

　まずは、誰にでもできそうで、安心して取り組めるやさしい運動遊びからはじめます。
１人でできる運動遊びや少人数の友達とかかわれる運動遊びを通して、自分の心と体
に向き合ったり、友達とかかわり合ったりできるようにしていきましょう！

ボールキャッチ 体じゃんけん

新聞紙運び 風船リフティング

いろいろライン走り ペアでストレッチング

ケンパー ボールはさみ バランスくずし

場合は、心と体の変化に気付いたり友達とかかわり合っ
たりすることが「ねらい」となります。
　そのため、教師が言葉がけを工夫し、心や体の変化へ
の気付きを促すことや友達と一緒に体を動かすと楽しさ
が増すことなどのかかわり合いにつなげていきます。
　また、体ほぐしの運動遊びは、技能の習得・向上を
直接ねらうものではないことから、「技能」について
の学習評価は行わず、運動遊びに取り組んでいる様子
から、行い方を理解しているかの「知識」についての
評価を行います。

楽しく運動遊
びをしよう

・いろいろな体ほぐしの運動遊びを知り、体ほぐしの運動遊びの楽しさ、心地よさを味わおう！
・友達とかかわり合いながら、いろいろな運動遊びをしよう！

運動遊びとの出合い

心と体の変化への気付き 友達とのかかわり

１人でできる
運動遊び

ペアでできる
運動遊び

やさしい
運動遊び

今日は○○して遊んでみよう！

楽しく遊べた
ね。遊んでみ
てどうでした
か？

友達と一緒だと楽しくなる
ね！　ほかにもどんな遊び
方があるかな？

上手にできているね。友
達にも教えてあげよう！

楽しかった！　たく
さん動いたらハアハ
ア言って、ドキドキ
しているよ！

見て見て。こ
んなところで
もボールをは
さんでみたよ

「せーの」で伸
ばそうね！　ゆ
っくりじっくり

友達と一緒だといろいろできるね！

遊ぶ前と後で
何か気持ちの
変化はありま
したか？

運動して汗をかいた
ら気分がすっきりし
たよ！

友達と一緒に○○して遊んでみよう！

※なお、授業を行う際には、地域の感染状況に応じて、以下の新型コロナウイルス感染症対策を講じましょう。
・子供たちに授業前後の手洗いを徹底する。　　　　・子供同士が近接する運動遊びは活動時間の１/３程度とする。
・活動中は不必要に大声を出さないようにする。　　・集合・整列時は子供同士の適切な間隔を確保する。　　など

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月



　教師が言葉がけを工夫し、遊び方の工夫に気付いたり、心や体の変化で気付いたことを子供同士で伝え合ったり
できるようにします。また、人数を変えて取り組むことを通して、友達と一緒に体を動かすと、より楽しさが増す
ことを体験できるようにします。

工夫してもっと楽し
く運動遊びをしよう

・遊び方を工夫して、もっと楽しくなるようにしよう！
・グループで、クラス全員でなど、人数を変えていろいろな体ほぐしの運動遊びに取り組もう！

工夫してもっと楽しく運動遊びをしよう

遊びの広がり（動き方の工夫）

かかわりの広がり（人数の工夫）

動的な運動遊び 静的な運動遊び 動的な運動遊び

遊んだ後の自分や友達の体
はどうなっているかな？

ほかにもどんな遊び方があるかな？

人数を増やしたらどうなるかな？

「動→静→
動」の流れ
で、心や体
の変化に気
付きやすく
します

たくさん動いたらハアハア言
って、ドキドキしているよ！

片足やカニの動きでやってみよう！

友達と一緒にやると、面白い。
もっとドキドキしたよ！

人数が増えると、ちょっと難しくな
るけど、もっと楽しくなったよ！ 友達と一緒だと、こんな遊びもできるんだね。

全員で投げ上げキャッチが
そろったよ！　すごい！

ボールをはさむ場所
を変えてみよう！

リレーで競争しても楽しいね！○○さんの動き方、面白い！　自分
はどんな動きにしようかな

ドキドキがゆっく
りになってきたよ

体を動かしたらまたハアハアして
きて、もっと汗をかいているよ

だんだんハアハア言
わなくなってきたよ

※多様な動きをつくる運動遊びの単元の前半に帯で入れる行い方もありますが、子供たちがねらいを十分に達成することができるように、１
単位時間での実践を示しています。

単元計画
１ ２

１いろいろな体ほぐしの運動遊びの行い方を知り、やってみる。
・誰にでもできそうで、安心して取り組めるやさしい運動遊び（１人やペアでできる運動遊び）を行う。
・運動遊びを通して、心と体の変化に気付いたり、友達とかかわったりする。

２教師の言葉がけをヒントに、遊び方を工夫する。
・動的な遊び、静的な遊びを組み合わせて気付きを促す。
・動き方や人数の工夫など、遊び方を工夫してもっと楽しむ。

体ほぐしの運動遊び
・集合、整列、あいさつ　・準備運動

・ふり返り　・整理運動　・あいさつ

楽しく運動遊びをしよう

工夫してもっと楽しく運動遊びをしよう
※１時間目は「楽しく運動遊びをしよう」、２時間目は
「工夫してもっと楽しく運動遊びをしよう」の時間を
多く設定することが考えられます。

45分

0分



授業づくりのポイント
「表現遊び」と「リズム遊び」の両方の運動遊びを豊か
に体験するなかで、中学年からの表現運動につながる即
興的な身体的表現能力やリズムに乗って踊る能力、コミ
ュニケーション能力などを培えるようにしていきます。
　授業の流れは、単元を通して毎時間「表現遊び」「リ
ズム遊び」の両方を組み合わせて行います。授業の前半

　準備運動では心と体を十分にほぐしましょう。リズム遊びや表現遊びでは、子供がい
きいきと踊ることができるような曲や題材を選んで、踊る楽しさを十分に味わわせてい
きましょう。

　表現しやすくなるよう
に準備運動で心と体を十
分にほぐす。

　教師のリードでさまざまな動きを経験し、
リズムに乗って踊る楽しさを味わう。

　友達の動きを真似したり、友達と一緒に
踊ったりして、踊る楽しさを味わう。また、
動きを選んだり、新しい動きを見付けたり
して踊る楽しさをさらに味わう。

　動物のイメージをふくらませたうえで、動物
に変身して踊ることを楽しむ。

　動物の動きの特徴を、跳んだり転がったり這
ったり回ったりするなどの全身の動きで表現
している子供を取り上げ、みんなで見て真似し
て踊る。

昆虫太極拳
軽快なリズムに体を弾ま
せながら、提示された昆
虫を連続で表現しながら
踊る。

だるまさんの１日
「だるまさんが○
○した」の○○の
内容に合った動き
をする。

では、リズム遊びの時間を15 分間程度とり、ロックや
サンバなどの軽快なリズムの曲を取り上げ、リズムに乗
って弾んで踊ることを楽しみながら踊ります。
　授業の後半には、「動物」「昆虫」などの小テーマごと
にイメージを広げて、そのものになりきって全身で即興
的に踊ります。

楽しく運動遊びを
しよう

・軽快なリズムに乗って全身を弾ませて即興的に踊ろう！
・題材そのものになりきって即興的に踊ろう！

運動遊びとの出合い

踊る楽しさを味わう（最初の段階）

踊る楽しさを味わう（進んだ段階）

準備運動

リズム遊び

リズム遊び

表現遊び

表現遊び

鷲が羽を大
きく動かし
て飛んでい
る様子は、
こんな感じ
かな

おへそが右や
左に揺れて踊
れているね

横に並んで
踊ってみよ
う！

足を交互に
出したり、
腕を振った
りして踊る
と楽しいな

チーズに向か
ってちょこち
ょこ走ろう

ぞうがのしのし歩いて
やってきたぞ！　鼻を
腕でやってみよう！

「おへそを上下前
後左右に動かす
つもりで踊ろう」

「両手両足を大き
く動かそう」

「前後左右にステップしてみよう」
「いろんな方向に回ろう」
「髪の毛も踊るように弾もう」

「友達の真似をし
て踊ってみよう」

「○○さんの動き、
面白いね。みんな

で真似してみよう」
「手や足を大きく動かして踊
っているね」

「ゆっくり獲物に
近付こう」

「えさをジャンプ
して捕まえるよ」

「そおっと、ゆっくり足音を
たてないで」

「急に襲いかかるぞ！ビュン！」
「表情までその動物になりきろう」

「ネズミがチ
ーズを見付け
たぞ！小さく
素早く動いて
みよう」

「○○さんの腕がぞうの鼻の
ように大きく力強く動いて
いるね」

執　　筆：東京都品川区立豊葉の杜学園主任教諭　　　　　　藤原侑哉
編集委員：国立教育政策研究所教育課程調査官　　　　　　　塩見英樹
　　　　　東京都品川区教育総合支援センター統括指導主事　唐澤好彦

「どうぶつランド」　
表現リズム遊び  ～表現遊び・リズム遊び～

体つくりの運動遊び（体ほぐし）
表現リズム遊び（表現・リズム）
器械・器具を使っての運動遊び（固定施設）
水遊び
体つくりの運動遊び（多様な動き）
走・跳の運動遊び（走）
器械・器具を使っての運動遊び（鉄棒）
器械・器具を使っての運動遊び（跳び箱）
ゲーム（ボールゲーム）
器械・器具を使っての運動遊び（マット）
走・跳の運動遊び（跳）
ゲーム（鬼遊び）

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月



１ ２ ３ ４ ５

　これまでに学習した動きや新しく見付けた動きに取り組んだり、友達と一緒に踊ったりすることで、よりさまざ
まな動きが経験・獲得できるようにします。また、教師は子供に自己決定を促すような言葉をかけ、子供が自ら進
んで動きを選んで踊ることができるようにします。

　第５時の最後には面白かった生き物
の様子や動きを出し合い、円形になっ
てみんなで一緒に真似をしながらメド
レーで踊ります。

工夫してもっと楽しく
運動遊びをしよう

・これまでに学習してきた動きや新たに見付けた動きで踊ってみよう！
・友達と一緒に、動きを真似したり、そろえたりして踊ろう！

円の中央で
踊っている
子の踊りを
みんなで真
似しよう

○○さんのあの
動きが面白いな。
みんなで見合っ
て踊ると楽しい
な

単元計画

５　表現遊び
・これまで見たことのあ

る生き物を想起させ
たり、イラストを提示
したりして、そのもの
になりきって踊って
みる（何かになりきっ
て踊る楽しさを十分
に味わう）。

５　表現遊び
・これまで取り組んで楽

しかった生き物を選
んで踊る。
６　表現遊びメドレー
・円の隊形になり、全員

でそれぞれの生き物
の動きを続けて踊る

（簡単なお話にして）。

楽しく運動遊びをしよう 工夫してもっと楽しく運動遊びをしよう
・集合、整列、あいさつ

１　学習の流れを確認する　　２　心と体をほぐす（準備運動）　　３　めあての確認
４　リズム遊び　　　　　　先生の真似をして　・友達と一緒に　・好きな動きを選んで

・ふり返り　・整理運動　・あいさつ45分

0分

これまで踊った動きのなかから、もっ
とやってみたい動きや、友達と一緒に
やってみて楽しかった動きを選んで踊
る。

自分たちで「大変だ、○○だ！」などと、急変する
場面を入れて簡単なお話にして続けて踊る楽しさを
味わう。

遊びの広がり（動き方の工夫）

かかわりの広がり（人数の工夫）

リズム遊び 表現遊び

その踊り方も面白
いね。こうかな？

足が８本あるから、腕と足
を速く柔らかく動かそう

やっぱり穏やかな海
が一番気持ちいいな

最初よりももっと大
きくゆっくり泳ごう

わー、目が回る
ー！　足がから
まって泳げない

友達といっしょ
に流されれば怖
くないよ！

首もくねくねできるとタコみたいだね。
口も本当のタコみたいにやってみよう！

遠くまで流されち
ゃうよ！　波の流
れが速過ぎて自由
に泳げないよー！

おや、だん
だん波が弱
くなってき
たね

急変場面友達と逆の動きを
やると面白いかも

手をつないで一緒に
踊るやり方もあるね

「これまでにした踊り方にはどのようなものがあ
るかな？」

「友達のどんな動きを真似して踊ったかな？」
「ほかにもどんなふうにかかわって踊ることがで
きるかな？」

「広い海の中をタコが気持ちよさそうに泳いでいるぞ」
「大変だ！！  大きな波が来たぞー！」（急変場面）
「おや？　だんだん波が弱まってきたぞ」

５　表現遊び
・いろいろな生き物の動きを教師のリードで踊る。
・自分で好きな生き物を選び、特徴的な動きを意識して即興的に踊る。
例）２時：動物園の生き物 　３時：昆虫 　４時：海の生き物

６　友達と好きな生き物を選び、簡単なお話で続けて踊る
・２～３人組の友達と取り上げた生き物のなかから好きなものを選んで、急

変する場面を入れながら続けて踊る。


