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①
身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

登
場
人
物
の
相
互
関
係
や
心
情
な
ど
に
つ
い
て
、
描
写
を
基
に
捉
え
る
力
を
育
成
し
ま
す
。

特
に
五
年
生
で
は
、
描
写
（「
物
事
の
様
子
や
場
面
、
行
動
や
心
情
な
ど
を
読
み
手
が
想
像
で

き
る
よ
う
に
描
い
た
も
の
」）
に
着
目
し
な
が
ら
読
む
力
を
育
て
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
ま
た
、

物
語
に
よ
っ
て
は
、
登
場
人
物
の
心
情
が
、
直
接
的
に
描
写
さ
れ
ず
、「
登
場
人
物
相
互
の
関

係
に
基
づ
い
た
行
動
や
会
話
、
情
景
な
ど
を
通
し
て
暗
示
的
に
表
現
」
さ
れ
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
表
現
の
仕
方
に
も
注
意
し
て
、
想
像
を
豊
か
に
し
な
が
ら
読
む
こ
と
を

目
指
し
ま
す
。

②
言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

　

本
単
元
で
は
、「
登
場
人
物
の
心
情
や
登
場
人
物
同
士
の
関
わ
り
の
変
化
に
つ
い
て
読
ん
だ

物
語
の
感
想
を
交
流
す
る
」
と
い
う
言
語
活
動
を
位
置
付
け
ま
す
。
こ
の
活
動
を
楽
し
む
た

め
に
は
、
自
分
な
り
に
感
想
を
も
つ
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
の
こ
と
を
子
供
た
ち
が
理
解
し

た
時
、
物
語
を
主
体
的
に
読
み
解
こ
う
と
す
る
姿
が
生
ま
れ
る
と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
身
に
付
け
さ
せ
た
い
資
質
・
能
力
の
育
成
は
、
感
想
を
も
つ
た
め
に
物
語
を
読
む

中
だ
け
で
な
く
、
感
想
を
交
流
す
る
中
で
も
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、

交
流
す
る
感
想
の
質
を
高
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
子
供
た
ち
が
も
つ
感
想
を
「
登

場
人
物
の
心
情
」
と
「
登
場
人
物
同
士
の
関
わ
り
の
変
化
」
に
つ
い
て
読
ん
だ
も
の
と
な
る

よ
う
に
言
語
活
動
を
設
定
し
て
い
き
ま
す
。

　

一
つ
目
の
「
登
場
人
物
の
心
情
」
に
つ
い
て
の
感
想
を
も
つ
に
は
、「
登
場
人
物
の
相
互
の

関
係
に
基
づ
い
た
行
動
や
会
話
、
情
景
な
ど
を
通
し
て
、
暗
示
的
に
表
現
さ
れ
た
内
容
」
を

読
み
取
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
二
つ
目
の
「
登
場
人
物
同
士
の
関
わ
り
の
変
化
」
の
感
想
を

も
つ
に
は
、
変
化
す
る
前
後
の
行
動
や
会
話
を
結
び
付
け
て
読
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
読
み
に
よ
っ
て
、
自
分
な
り
の
感
想
を
も
て
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

１　

単
元
で
付
け
た
い
資
質
・
能
力

指
導
事
項　
〔
知
識
及
び
技
能
〕（
１
）
オ

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

言
語
活
動
例 

イ

２　

単
元
の
展
開
（
４
時
間
扱
い
）

次

時

主
な
学
習
活
動

◎
学
習
の
見
通
し
を
も
ち
、
学
習
計
画
を
立
て
る
。

・
感
想
を
交
流
す
る
活
動
を
楽
し
む
た
め
に
は
、
自
分
な
り
の
感
想
を
も
つ

必
要
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
自
分
な
り
の
感
想
を
も
つ
た
め
に
、
物
語

の
構
造
と
内
容
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
態
度
を
も
つ
。 （
ア
イ
デ
ィ
ア
①
）

◎
登
場
人
物
の
心
情
や
相
互
関
係
の
変
化
に
つ
い
て
の
感
想
を
も
つ
。

・
春
花
と
勇
太
の
心
情
を
読
み
解
く
こ
と
の
で
き
る
叙
述
を
物
語
全
体
か
ら

見
つ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
情
に
つ
い
て
読
み
解
い
た
内
容
を
ノ
ー
ト
に
ま

と
め
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
を
基
に
、
二
人
の
相
互
関
係
の
変
化
に
つ
い
て

の
感
想
を
ま
と
め
て
い
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 （
ア
イ
デ
ィ
ア
②
）

◎
物
語
を
読
ん
で
得
た
登
場
人
物
の
心
情
や
相
互
関
係
の
変
化
に
つ
い
て
の

感
想
を
交
流
し
、
単
元
の
学
び
を
振
り
返
る
。　
　
　
（
ア
イ
デ
ィ
ア
③
）

一

１

三

４

二

２・３

学
習
課
題
登
場
人
物
の
心
情
や
登
場
人
物
同
士
の
関
わ
り
の
変
化
に
つ

い
て
読
ん
だ
「
物
語
の
感
想
」
を
交
流
し
よ
う
。
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感
想
交
流
の
際
に
は
、
互
い
の
感
想
の
相
違
点
を
明
ら
か

に
す
る
と
い
う
視
点
を
も
た
せ
て
活
動
さ
せ
る
こ
と
が
重
要

で
す
。
違
い
が
見
つ
か
れ
ば
、
違
い
が
生
ま
れ
た
理
由
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ど
の
描
写
を
基
に
春
花
と
勇
太
の
心

情
や
相
互
関
係
に
つ
い
て
の
感
想
を
持
っ
た
の
か
を
交
流
す

る
学
び
が
生
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
相
違
点
だ
け
で
は
な
く
、

互
い
の
感
想
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
学
び
も
必
要
で
す
。

そ
の
よ
う
な
学
び
の
中
で
こ
そ
、
子
供
た
ち
は
再
度
自
分
の

感
想
を
見
つ
め
直
し
、
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か

せ
、
よ
り
深
い
感
想
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。　

　

例
え
ば
、
題
名
の
「
な
ま
え
つ
け
て
よ
」
に
つ
い
て
の
感

想
で
す
。
こ
の
言
葉
は
、
題
名
で
あ
る
と
同
時
に
、
勇
太
の

春
花
に
対
す
る
思
い
が
込
め
ら
れ
た
大
切
な
叙
述
と
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
叙
述
を
、
自
分
と
は
異
な
る
叙
述
同

士
の
結
び
付
け
方
や
、
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
の
働
か

せ
方
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
感
想
と
出
合
う
か
ら
こ
そ
、
自
分

な
り
の
感
想
を
再
度
見
つ
め
直
し
、
よ
り
質
の
髙
い
感
想
に

創
り
変
え
よ
う
と
す
る
学
び
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

自
分
な
り
の
感
想
を
ま
と
め
る
た
め
に
は
、
文
章
の
内
容

や
構
造
を
捉
え
て
理
解
し
た
こ
と
と
、
既
有
の
知
識
と
を
結

び
付
け
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
学
習
材
で
あ
る
「
な

ま
え
つ
け
て
よ
」
で
は
、
子
馬
が
よ
そ
に
も
ら
わ
れ
る
こ
と

を
知
っ
た
前
後
で
、
春
花
と
勇
太
の
関
係
が
大
き
く
変
容
し

ま
す
。
そ
の
二
人
の
変
容
は
「
紙
で
折
っ
た
小
さ
な
馬
」
の

描
写
や
「
春
夏
の
勇
太
に
向
け
た
行
動
」
の
描
写
に
表
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
描
写
を
、
ノ
ー
ト
に
表
の
形
で
ま

と
め
て
い
く
と
、
子
供
た
ち
は
構
造
と
内
容
の
把
握
の
力
を

使
っ
て
物
語
を
読
み
、
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
を
基
に
し
て
、

自
分
な
り
の
感
想
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
子
供
が
も
っ
た
感
想
は
一
人
よ
が
り
な
部
分
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
実
際
に
感
想
交
流
の
前
に
、
ペ
ア
や

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
場
を
設
定
し
、
子
供
た
ち
に
自
分
の

感
想
を
見
つ
め
直
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
子
供
た
ち
は
、
自
分

な
り
の
感
想
を
も
ち
た
い
と
思
う
と
同
時
に
、
み
ん
な
を
納

得
さ
せ
る
感
想
も
も
ち
た
く
な
る
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な

感
想
が
も
て
る
よ
う
、
自
分
な
り
の
感
想
を
プ
レ
交
流
さ
せ
、

客
観
的
に
自
分
の
感
想
を
見
つ
め
直
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

　

子
供
た
ち
に
と
っ
て
物
語
の
感
想
を
交
流
す
る
活
動
は
楽

し
い
も
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
単
に
感
想
を
話
し
合
う
だ
け

で
は
、
資
質
・
能
力
は
身
に
付
き
に
く
い
で
す
。
そ
こ
で
、

子
供
た
ち
の
も
つ
感
想
の
質
を
高
め
る
た
め
に
、
学
習
課
題

の
中
に
、
指
導
事
項
で
あ
る
「
構
造
と
内
容
の
把
握
」
の

力
を
明
示
し
ま
す
。
物
語
の
感
想
を
も
つ
た
め
に
登
場
人
物

の
心
情
を
読
む
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
人
物
同
士
の

関
わ
り
の
変
化
を
読
む
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
を
、
既

習
の
物
語
教
材
を
使
い
な
が
ら
理
解
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
さ

ら
に
、
こ
の
「
構
造
と
内
容
の
把
握
」
の
力
が
身
に
付
く
と
、

自
分
た
ち
の
読
書
生
活
に
ど
の
よ
う
な
プ
ラ
ス
面
の
成
長
が

生
ま
れ
る
の
か
も
語
っ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
学
習
課
題
に
明
示
さ
れ
た
指
導
事
項

を
、
教
師
と
子
供
と
で
共
有
す
る
こ
と
で
、
子
供
自
身
が
単

元
を
終
え
た
時
に
ど
の
よ
う
な
姿
に
な
っ
て
お
く
と
よ
い
の

か
理
解
で
き
、
教
師
も
そ
の
姿
に
向
か
っ
て
意
識
し
た
手
立

て
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

指
導
に
よ
り
、
子
供
た
ち
は
物
語
を
読
む
こ
と
に
主
体
的
に

な
り
、
粘
り
強
く
学
ん
で
い
き
ま
す
。

読
む
こ
と
⑴
イ
「
構
造
と
内
容
の
把
握
」

学
習
課
題

登
場
人
物
の
心
情
や
登
場
人
物
ど
う
し
の
関
わ
り
の
変
化
に
つ
い

て
読
ん
だ
「
物
語
の
感
想
」
を
交
流
し
よ
う
。

「
構
造
と
内
容
の
把
握
」
の
力
を
身
に
付
け
る
と
、

①
こ
れ
ま
で
立
ち
止
ま
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
物
語
の
描
写
の
意
味
つ

い
て
考
え
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
今
ま
で
以
上

に
物
語
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

②
登
場
人
物
の
関
わ
り
の
変
化
を
基
に
、
物
語
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
。
そ
の
た
め
、
物
語
全
体
か
ら
題
名
の
意
味
や
心
に
残
っ
た
こ
と
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

最
後
、
春
花
が
「
あ
り
が
と
う
」
を
心
の
中
で
つ
ぶ
や
い
た
の
は
、
こ
れ

ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
勇
太
の
気
持
ち
が
伝
わ
っ
た
か
ら
だ
と
思

い
ま
し
た
。

勇
太
の
春
花
へ
の
気
持
ち
は
、
勇
太
が
作
っ
た
小
さ
な
馬
の
折
り
紙
の
描

写
に
も
表
れ
て
い
る
ね
。
不
格
好
な
こ
と
や
乱
暴
な
く
ら
い
元
気
の
い
い

字
が
裏
側
に
書
か
れ
て
い
た
も
の
ね
。

春
花
が
う
れ
し
か
っ
た
の
は
、
口
に
出
さ
な
か
っ
た
思
い
を
、
勇
太
が
感
じ
て

く
れ
た
か
ら
だ
と
思
う
。
そ
の
こ
と
が
、
勇
太
の
小
さ
な
馬
の
折
り
紙
か
ら
伝

わ
っ
た
ん
だ
よ
。
最
後
の
「
あ
り
が
と
う
」
は
そ
う
い
う
意
味
な
ん
だ
と
思
う
。

二
人
の
関
係
っ
て
、
子
馬
が
も
ら
わ
れ
て
い
っ
た
前
後
で
変
わ
っ
て
い
る
ね
。

そ
れ
は
二
人
の
描
写
を
つ
な
げ
て
読
ん
で
い
く
と
、
た
く
さ
ん
の
読
み
方
が

で
き
て
、
感
想
を
交
流
す
る
こ
と
で
自
分
の
考
え
が
広
が
っ
て
い
く
ね
。

ア
イ
デ
ィ
ア
①

自
分
な
り
の
感
想
を
も
つ
た
め
に
、

物
語
の
構
造
と
内
容
を
読
む

ア
イ
デ
ィ
ア
②

登
場
人
物
の
心
情
や
相
互
関
係
の

変
化
に
つ
い
て
読
み
、

自
分
な
り
の
感
想
を
ま
と
め
る

ア
イ
デ
ィ
ア
③

自
分
が
も
つ
こ
と
の
で
き
た

物
語
の
感
想
を
交
流
す
る

対話的
な学び

深い
学び

主体的
な学び

春
花
の
勇
太
に
対
す
る
心
情
の
変
化
が
わ

か
る
表
現

・
不
格
好
だ
け
れ
ど
、
た
し
か
に
馬
だ
。

　

…
こ
れ
ま
で
の
勇
太
の
姿
と
重
な
る
。

・
ら
ん
ぼ
う
な
ぐ
ら
い
に
元
気
の
い
い
字

が
、
お
ど
っ
て
い
る
。

　

…
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
勇
太
の
姿
に

気
付
い
た
。
心
の
中
は
と
て
も
優
し
い

人
な
の
で
は
。

・
あ
り
が
と
う
。
春
花
は
、
心
の
中
で
つ

ぶ
や
い
た
。

　

…
勇
太
の
本
当
の
姿
が
わ
か
っ
た
気
が

し
て
、
あ
り
が
と
う
を
心
の
中
で
言
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。

・
二
人
と
も
、
こ
ま
っ
た
よ
う
な
顔
を
し

て
、
春
花
の
方
を
じ
っ
と
見
て
い
た
。

　

…
目
を
そ
ら
し
て
い
た
勇
太
が
、
じ
っ

と
見
て
い
る
。
春
花
に
伝
え
た
い
思
い

が
あ
る
。

・
ら
ん
ぼ
う
な
ぐ
ら
い
に
元
気
の
い
い
字

が
、
お
ど
っ
て
い
る
。

　

…
勇
太
の
春
花
を
元
気
づ
け
た
い
思
い
が

感
じ
ら
れ
る
。
昨
日
の
春
花
の
落
ち
込
ん

だ
姿
か
ら
、
何
と
か
し
て
あ
げ
た
い
と

思
っ
た
の
だ
と
考
え
る
。
自
分
も
友
達
に

同
じ
思
い
を
も
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

勇
太
の
春
花
に
対
す
る
変
化
が
わ
か
る
表

現



①
身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

話
し
手
の
目
的
や
自
分
が
聞
こ
う
と
す
る
意
図
に
応
じ
て
、
話
の
内
容
を
捉
え
、
話
し
手

の
考
え
と
比
較
し
な
が
ら
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
力
を
育
成
し
ま
す
。

　

教
科
書
の
『
た
い
せ
つ
』
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
聞
き
手
は
話
の
要
点
を
ま
と
め
た

り
内
容
を
確
認
し
た
り
し
な
が
ら
尋
ね
る
こ
と
、
話
し
手
は
聞
き
手
の
質
問
か
ら
、
相
手
は

何
を
知
り
た
い
の
か
を
考
え
て
話
す
こ
と
、
記
録
者
は
話
の
中
心
を
考
え
な
が
ら
ま
と
め
る

こ
と
を
意
識
し
て
、「
き
く
こ
と
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。

②
言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

　

四
月
は
、
多
く
の
学
級
で
自
己
紹
介
を
し
た
り
、
自
己
紹
介
カ
ー
ド
を
書
い
た
り
し
て
、「
好

き
な
○
○
」
な
ど
に
つ
い
て
互
い
に
知
り
合
う
機
会
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

は
「
広
く
浅
く
」
と
い
う
傾
向
が
強
い
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
互
い
の
こ
と
を
も
っ
と
知
り
合
う

た
め
に
「
友
達
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
そ
の
人
の
人
柄
を
引
き
出
し
、
そ
れ
を
紹
介
し
合
う
」

と
い
う
言
語
活
動
を
設
定
し
ま
す
。
た
だ
し
、
単
に
そ
の
言
語
活
動
を
提
示
す
る
だ
け
で
は
、
今

求
め
ら
れ
る
「
主
体
的
な
学
び
」、
具
体
的
に
言
え
ば
「
粘
り
強
い
取
組
の
中
で
、
自
ら
の
学
習

を
調
整
し
よ
う
と
す
る
」
学
び
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
学
び
の
実
現
に
は
、「
ど
ん
な

紹
介
に
し
た
い
か
」「
何
の
た
め
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
紹
介
の
活
動
を
す
る
の
か
」
な
ど
、
活
動

の
イ
メ
ー
ジ
や
目
的
を
具
体
的
に
し
て
お
く
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
例
え
ば
「
み
ん
な
が
知
ら

な
い
魅
力
を
引
き
出
そ
う
」「
そ
の
友
達
と
も
っ
と
話
し
て
み
た
く
な
る
よ
う
な
紹
介
を
し
よ
う
」

な
ど
の
思
い
を
共
有
し
て
お
く
と
、「
こ
の
尋
ね
方
で
は
ま
だ
み
ん
な
を
あ
っ
と
言
わ
せ
る
よ
う

な
一
面
を
引
き
出
せ
な
い
。
ど
う
工
夫
す
れ
ば
い
い
か
な
。」
な
ど
の
よ
う
に
、
自
ら
の
学
習
状

況
を
振
り
返
り
、「
き
く
こ
と
」
に
つ
い
て
試
行
錯
誤
す
る
よ
う
な
学
び
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
こ
と
を
基
に
友
達
の
魅
力
を
伝
え
合
う
活
動
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば

朝
の
シ
ョ
ー
ト
ス
ピ
ー
チ
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
の
後
に
紹
介
さ
れ
た

友
達
と
の
「
雑
談
タ
イ
ム
」
を
設
け
る
と
、「
そ
の
友
達
と
も
っ
と
話
し
て
み
た
く
な
る
紹
介

に
し
た
い
」
と
い
う
思
い
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

１　

単
元
で
付
け
た
い
資
質
・
能
力

指
導
事
項　
〔
知
識
及
び
技
能
〕（
２
）
イ

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

言
語
活
動
例　

イ

２　

単
元
の
展
開
（
６
時
間
扱
い
）

次

時

朝
自
習
等

主
な
学
習
活
動

◎
学
習
課
題
を
設
定
し
、
学
習
計
画
を
立
て
る
。

◎
話
題
を
絞
り
、
質
問
と
予
想
さ
れ
る
答
え
を
話
し
合
う
。

◎
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
活
動
に
取
り
組
む
。 

　
　
　
　
　
　      （
ア
イ
デ
ィ
ア
①
②
）

・
聞
き
手
と
記
録
者
で
練
習
し
な
が
ら
、
質
問
の
仕
方
を
見
直
す
。

・
よ
り
よ
い
質
問
の
仕
方
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

・
実
際
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
す
る
。

◎
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
内
容
を
報
告
し
合
い
、
気
付
い
た
こ
と
を
伝
え
る
。

◎
教
科
書
の
『
た
い
せ
つ
』
を
視
点
と
し
て
「
き
く
こ
と
」
に
つ
い
て
の
相
互
評

価
を
行
い
、単
元
の
学
習
を
振
り
返
る
。                      （
ア
イ
デ
ィ
ア
③
）

◎
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
記
録
を
基
に
、
友
達
の
み
り
ょ
く
を
伝
え
合
う
。

一

１

三

６

二

２〜５

学
習
課
題
目
的
や
意
図
と
つ
な
げ
て 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
話
し
方
を
工
夫
し
、

聞
き
合
っ
た
こ
と
を
基
に
友
達
の
み
り
ょ
く
を
伝
え
合
お
う
。

編
集
委
員

執
　
　
筆

熊
本
大
学
教
育
学
部
附
属
小
学
校
教
諭　
　

溝
上
剛
道

文
部
科
学
省
教
科
調
査
官　
　
　
　
　
　
　

大
塚
健
太
郎

茨
城
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
副
校
長　

菊
池
英
慈

教
材
名

「
き
い
て
、
き
い
て
、
き
い
て
み
よ
う
」

                                 

光
村
図
書

話
の
意
図
を
考
え
て
き

き
合
い
、「
き
く
こ
と
」

に
つ
い
て
考
え
よ
う

領
域　
Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

単
元
名

５年
国語科

５月

なまえつけてよ
きいて、きいて、きいてみよう
みんなが過ごしやすい町へ
見立てる
みんなが過ごしやすい町へ
たずねびと
よりよい学校生活のために
固有種が教えてくれることあなたは、どう考える
想像力のスイッチを入れよう
この本、おすすめします
提案しよう、言葉とわたしたち
大造じいさんとガン

4/5 月

6/7 月

8/9 月

10/11 月

12/1 月

2/3 月



　

ア
イ
デ
ア
①
で
述
べ
た
「
学
習
課
題
を
視
点
に
し
た
振
り

返
り
」
に
取
り
組
ん
で
い
く
と
、「
う
ま
く
い
か
な
い
」、「
ど

う
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
」
な
ど
の
困
り
ご
と
が
浮
か
び
上
が

っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
各
グ
ル
ー
プ
の
中
で
生
じ
た
困
り

ご
と
を
全
体
で
取
り
上
げ
、
ど
う
す
れ
ば
解
決
で
き
る
か
に

つ
い
て
話
し
合
わ
せ
て
い
く
と
、
必
要
感
を
伴
っ
た
「
対
話

的
な
学
び
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
際
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
等
を
活
用
し
て
各
グ
ル
ー
プ

の
練
習
や
実
際
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
様
子
を
撮
影
し
て
お
き
、

映
像
を
基
に
困
り
ご
と
を
共
有
す
る
と
、
聞
き
手
や
話
し
手

の
具
体
的
な
言
葉
に
立
ち
止
ま
り
な
が
ら
話
し
合
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
の
中
で
、
話
し
手
の
反
応
に
合
わ
せ
て
臨
機

応
変
に
質
問
の
順
番
を
変
え
た
り
、
反
応
を
基
に
新
た
な
質

問
を
付
け
加
え
た
り
す
る
よ
う
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
仕
方
を

共
有
し
て
い
き
ま
す
。

　

ア
イ
デ
ア
①
②
を
繰
り
返
す
中
で
、
一
人
一
人
の
子
供
は

そ
れ
ぞ
れ
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
「
自
分
が
ど
の
言
葉
の
意
味
や
働
き
、
使
い
方
等
に

着
目
し
、
ど
の
よ
う
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
言
葉
を
吟
味
し
て

い
っ
た
か
」
に
つ
い
て
の
自
覚
を
高
め
て
い
く
こ
と
で
、
深

い
学
び
の
実
現
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
、
教
科
書
の
『
た
い
せ
つ
』
を
視
点
と
し
て
、

学
習
課
題
の
達
成
に
有
効
だ
っ
た
質
問
や
受
け
答
え
の
仕
方
な

ど
を
振
り
返
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
『
た
い
せ

つ
』
に
沿
っ
て
グ
ル
ー
プ
で
相
互
評
価
を
行
い
、
そ
れ
を
全
体

で
紹
介
し
合
う
中
で
、
実
際
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
用
い
た
言
葉

を
価
値
づ
け
、『
た
い
せ
つ
』
を
具
体
化
し
て
い
き
ま
す
。

　

上
述
し
た
「『
き
く
こ
と
』
に
つ
い
て
試
行
錯
誤
す
る
よ

う
な
学
び
」
を
生
み
出
し
て
い
く
た
め
に
は
、
共
通
の
「
め

あ
て
」
と
「
ま
と
め
」
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
の
練
習
や
実
際
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
状
況
に
つ
い
て
振

り
返
り
、
そ
の
振
り
返
り
を
基
に
一
人
一
人
が
自
分
な
り
の

め
あ
て
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

し
か
し
、
た
だ
「
振
り
返
り
を
書
き
ま
し
ょ
う
」
と
指
示

を
す
る
だ
け
で
は
、
次
へ
の
見
通
し
に
つ
な
が
る
振
り
返
り

に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
単
元
の
学
習
課
題
を
視
点
に
自
分
自
身
の
「
納

得
度
」
で
の
振
り
返
り
を
行
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
「
友
達

の
魅
力
を
伝
え
合
う
」
と
い
う
目
的
に
向
け
て
、「
魅
力
を

引
き
出
す
」
意
図
を
も
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
で
き
た
か
を

数
値
で
自
己
評
価
し
、
そ
の
理
由
を
記
述
し
い
て
い
く
こ
と

で
、「
こ
こ
を
よ
り
よ
く
し
た
い
」、「
次
は
こ
ん
な
工
夫
を

し
て
み
よ
う
」
な
ど
の
見
通
し
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

ア
イ
デ
ィ
ア
①

学
習
課
題
を
視
点
に

「
納
得
度
」
を
振
り
返
り
、

次
へ
の
見
通
し
を
も
つ

ア
イ
デ
ィ
ア
②
「
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
こ
と
」
の

解
決
策
を
話
し
合
う

ア
イ
デ
ィ
ア
③

実
際
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
言
葉
を

基
に
『
た
い
せ
つ
』
を

具
体
化
す
る

対話的
な学び

深い
学び

主体的
な学び

〈
振
り
返
り
〉

　
目
的
や
意
図
と
つ
な
げ
て 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
話
し

方
を
工
夫
で
き
た
か
？
→
70
点

（
理
由
）

・
聞
き
た
い
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
行
う
こ
と
が

で
き
た
か
ら
、
友
達
の
好
き
な
こ
と
を
引
き
出
す

こ
と
が
で
き
た
。

・
残
り
の
30
点
は
、
も
う
少
し
話
の
流
れ
に
そ
っ
て

質
問
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
。

〈
Ａ
君・Ｂ
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉

Ａ
い
つ
か
ら
サ
ッ
カ
ー
を
始
め
た

ん
で
す
か
。

Ｂ
五
歳
の
頃
か
ら
で
す
。
兄
が

サ
ッ
カ
ー
を
し
て
い
た
の
に
憧

れ
て
始
め
ま
し
た
。

Ａ
も
う
五
年
も
続
け
て
い
る
ん
で

す
ね
。
な
ぜ
そ
ん
な
に
長
く
続

け
ら
れ
る
ん
で
す
か
。

Ｂ
サ
ッ
カ
ー
が
好
き
だ
か
ら
で

す
。

Ａ
サ
ッ
カ
ー
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
が

好
き
な
ん
で
す
か
。

Ｂ
そ
う
で
す
ね
…
…
。

（
★
話
し
手
　
☆
聞
き
手
）

振り返りの記述例

子供の言葉で作る掲示物の例

「
新
た
に
生
ま
れ
た
質
問
」
を
し
た
い
け
ど
、

ど
う
す
れ
ば
で
き
る
か
な
。

ま
ず
は
「
〜
な
ん
で
す
ね
」
な
ど
の
言
葉
で
相

手
の
話
を
受
け
と
め
る
と
い
い
と
思
う
。

私
は
、
一
つ
の
こ
と
が
わ
か
っ
た
ら
、
そ
こ
か

ら
「
な
ぜ
」
を
聞
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

「
例
え
ば
ど
ん
な
〜
で
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、

よ
り
詳
し
い
答
え
を
引
き
出
せ
ま
し
た
。

☆
質
問
の
意
図
を
考

え
、
き
っ
か
け
ま

で
話
し
て
い
る
。

★
相
手
の
話
を
受
け

止
め
る
言
葉

　「
〜
な
ん
で
す
ね
」

★
話
の
流
れ
で
新
た

に
生
ま
れ
た
質
問

　「
な
ぜ
そ
ん
な
に
〜
」

　「
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
」

「
誰
が
・
ど
ん
な
言
葉
を
・
ど
ん
な
状
況
で
」
使
っ
た
か
を

子
供
の
言
葉
で
残
し
て
お
く
と
、
他
単
元
・
他
教
科
等
で

の
活
用
に
も
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。



新潟県新潟市立万代長嶺小学校教諭　内山　大樹
文部科学省教科調査官　　　　　　　笠井　健一
新潟県新潟市立新津第三小学校校長　間嶋　　哲

箱を直接重ねたり、任意単位で敷き詰めたりする活動を通して、立体の大きさ比べでは任意単
位のいくつ分を数えればよいことに気付く。
任意単位で敷き詰める大きさ比べの方法に気付く。

見通し

自力解決の様子

評価規準

ねらい

３つの辺の長
さを足すと分
かるよ。

直接重ねて
みれば分か
るよ。

キャラメルを、き
ちんと箱に並べる
と分かるよ。

みんななら、
どの箱を選
びますか。

ここに３つの箱と、キャラメル（１㎤の立方体模型）と同じ大きさのものを
用意しました。どの箱が一番大きいと言えるのか、確かめてみましょう。

アは 2㎝・3㎝・3㎝、イは 2㎝・3㎝・4㎝、ウは 3㎝・3㎝・3㎝です。

やっぱり一
番大きな箱
がいいな。

この中なら
イかウが大
きそうだ。

それぞれの箱
の辺の長さは
何㎝ですか。

辺の長さを足してみると、アは 8㎝、
イは 9㎝、ウは 9㎝だから、大きな箱は
イとウだ。アは一番小さい箱だと思う。

ぼくは実際の箱を重ねて
比べてみたいな。イとウ
のどちらが大きいのかな。

キャラメル
の大きさも
知りたいな。

問題場面
　スーパーマーケットで箱にキャラメルを詰
め放題できるイベントをやっていました。次
の３種類の箱の展開図のうち、どれか一つを
組み立てて、詰めるというものでした。

ア イ ウ

　実物よりも 10 倍に拡大した３種類の展開図を提
示して、問題場面のイメージをもたせる。また、最
初に辺の長さを示さないことで、辺の長さに着目さ
せ、実物で比べてみたいという意欲を引き出す。

A つまずいている子 B 素朴に解いている子 C ねらい通り解いている子
「辺の長さを足すと、ア 8㎝、
イ 9㎝、ウ 9㎝。イとウ」
・辺の長さから考えている子

　ア、イ、ウを重ね、アが小さい。
イかウかは分からない。
・直接比較で考えている子

「キャラメルの数を数えると、ウが
一番多いからウ」
・任意単位で考えている子

直方体と
立方体の体積

単元名

執　　筆

編集委員

（本時の位置 １/10 時）本時のねらいと評価規準

箱の大きさはどのようにすると比べることができるだろうか。本時の学習のねらい

ポイント

直方体と立方体の体積
小数のかけ算
小数のわり算
合同な図形
整数の性質（偶数 ･ 奇数、倍数 ･ 約数）
分数のたし算とひき算
平均・単位量あたりの大きさ
図形の面積
割合
帯グラフと円グラフ（主に活用に視点をおく）
正多角形と円
角柱と円柱

4/5 月

6/7 月

8/9 月

10/11 月

12/1 月

２/3 月

５年
算数科

４月



全体発表とそれぞれの考えの関連づけ

学習のねらいに正対した学習のまとめ

感想例 　今日は箱の大きさ比べをしました。最初は重ねたときに２か所はみ出ているものは比べら
れないと思っていたけれど，キャラメルの個数で考えればよいことが分かりました。他の箱
でもキャラメル何個分で大きさを表してみたいと思いました。

　箱の大きさは、直接重ねたり、キャラメル何個分かで数えたりすると比べることができる。

一番大きいのはよく分からないけ
れど、一番小さいのは分かりまし
た。アとイを重ねるとイがはみ出
します。アとウを重ねるとウがは
み出します。一番小さいのはア。

ア ア 本当だ。箱
を重ねてみ
るとアが一
番小さいと
分かるね。

イとウを重ねても、
２か所はみ出して
しまうので、どち
らが大きいのか分
かりません。

分かった。イはキャラメル 24 個
分、ウはキャラメル 27 個分。だ
から、ウが大きい。

イとウを
重ねると
どうなる
のかな。

イとウと
同じ形で、
みんなで
キャラメ
ルを並べ
てみよう。

イやウの形と同
じようにキャラ
メルを並べてみ
ると、大きさが
分かります。

ここにもう一つの箱エ
（5㎝、5㎝、1㎝）があ
ります。ウの箱とどち
らが大きいでしょうか。

本時の評価問題

　立体の大きさを児童はどのように捉えているで
しょうか。A のように「３つの辺の長さを足した
長さが長いほど立体は大きい」と考えたり、「展開
図が広い（表面積が大きい）ほど立体は大きい」と
考えたりする子供は少なからずいます。授業導入

部で展開図だけを提示することで、A のような誤
った認識を表出させることができます。もし出なか
ったとしても、授業終末部で「辺の長さが長いほど、
立体は大きいかな」と教師からゆさぶりをかけるこ
とで、体積の確かな理解につなげることができます。

学び合いの計画

　キャラメル何個分かで考えると、エの箱はキャラメル 25 個
分なので、ウの箱の方が大きい。

　ウとエの箱について、キャラメルの個数に置き換えて箱の大
きさを比べることができる。

ノート例
○月○日
　どの箱が一番大きい箱？

 〈問題〉
　箱の大きさは、どのようにする
とくらべることができるだろうか。

＜自分の考え＞
イかウ。
アは一番小さい。
箱どうしを重ねる。

どちらもはみ出して
分からない。

 〈課題〉
　わる数が小数のときのわり算の
しかたを考えよう。

 〈友達の考え〉
ウ
キャラメルは何こ分か。
イは24こ分。
ウは27こ分。
辺の長さではくらべられない。

 〈まとめ〉
　箱の大きさは、直せつ重ねたり、
キャラメル何こ分で数えたりする
とくらべることができる。

 〈ひょうか問題〉

　１㎡あたりのうさぎの数でくらべる。
Ａ…９÷６＝ 1.5（ひき）
Ｂ…８÷６＝ 1.33…（びき）
Ｃ…８÷５＝ 1.6（ぴき）
Ｄ…14 ÷９＝ 1.55…（ひき）
　Ｃ、Ｄ、Ａ、Ｂの順でこんでいる。

イ
ウ

ア イ ウ

１ ウが大きい。
エは25こ分。面積で
くらべない。

 〈ふり返り〉　
　他の箱でも、キャ
ラメル何こ分かで大
きさを表してみたい
と思いました。

【子供に期待する解答の具体例】

【本時の評価規準を達成した子供の具体の姿】

ウ

ウ

イ

イ



新潟県新潟市立万代長嶺小学校教諭　清野　佳子
文部科学省教科調査官　　　　　　　笠井　健一
新潟県新潟市立新津第三小学校校長　間嶋　　哲

見通し

自力解決の様子

問題場面
　みくさんたちは、手芸クラブで使うリボン
を買いにきました。
　どのリボンも1ｍ80円で売っていて、何ｍ
買うかを考えています。

小数のかけ算
単元名

執　　筆

編集委員

（本時の位置 １/ ９時）本時のねらいと評価規準

80 に「× 2.3」するとは、どういう意味なのだろう。本時の学習のねらい

リボンを 2.3 ｍ買ったときの代金について乗法のきまりや数直線を用いて表すことを通して、
既習の倍の見方を活用して考え、小数をかける意味について説明している。

（整数）×（小数）になる場面について立式し、その意味について、言葉と数直線で表すこと
ができる。

評価規準

ねらい

　実物のリボンや紙テープなどを提示して、問題場
面のイメージをもたせる。また、子供たちに幾つか
の長さの場合を想定させ、互いに答えさせながら、
長さが変わると値段が変わることを把握させる。

ポイント

答えが分かれ
ば、説明でき
そうだよ。

単位を変え
れば説明で
きそうだよ。

前に学習した比例
を使えば説明でき
そうだよ。

量り売りといって、お客さん
が買う量を決められます。

じゃあ、２ｍ買
うとしたら……。

80 ×２＝ 160
で 160 円だね。

３ｍ買うなら、80 ×３＝ 240
で 240 円だね。

みくさんは、2.3 ｍ買
うことに決めたそうで
す。リボンの代金は何
円でしょうか。

2.3 ｍは２ｍと３ｍの
間だから、160 円か
ら 240 円の間に答え
があるね。

２ｍのとき 80
×２だったから、
式 は 80 × 2.3
かな。

２ｍや３ｍのときは１ｍの２個分や３個分と
考えて、「１ｍの値段×買う長さ」にしたよ。
今は、2.3 ｍだから 80 × 2.3 でいいと思う
けれど、「2.3 個分」とは言わないよね。

A つまずいている子 B 素朴に解いている子 C ねらい通り解いている子
「80 × 2.3 を逆にしても答えは同
じだから、2.3 × 80 を計算してみ
よう」
・かけ算のきまりを使い、代金を

出してから考える子

「１ｍで 80 円ということを 100
㎝で 80 円と変えて、考えてみよ
う」
・長さの単位を変えて考えている

子

「リボンの長さが２倍、３倍…
になれば代金も２倍、３倍…
になることを使って考えてみよ
う」
・比例関係で考えている子

５年
算数科

５月 直方体と立方体の体積
小数のかけ算
小数のわり算
合同な図形
整数の性質（偶数 ･ 奇数、倍数 ･ 約数）
分数のたし算とひき算
平均・単位量あたりの大きさ
図形の面積
割合
帯グラフと円グラフ（主に活用に視点をおく）
正多角形と円
角柱と円柱

4/5 月

6/7 月

8/9 月

10/11 月

12/1 月

２/3 月



全体発表とそれぞれの考えの関連付け

本時のねらいに正対した学習のまとめ

感想例 　小数の場合でも、整数と同じようにかけ算の式にできることが分かりました。「×小数」
は何個分とはいえないけれど、「１」にするものを決めて、「いくつ」にあたるかを求めてい
るといえます。小数をかける計算も整数に直して計算できそうです。

　80 を「１」にしたときの 2.3 にあたる数を求めるということ。

　１ｍ 90 円のリボンを
3.5 ｍ買うときの代金は、
どんな式で求められます
か。また、その式はどう
いう意味ですか。言葉と
図で説明しましょう。

本時の評価問題

  Ａが求めた積とＢが用いた図とを対応させ
ることで、積の正しさを確認したり、乗数が
× 1.1、× 1.2…のように小数で変化すると
きに、積も変化することを理解することがで
きます。さらに、ＢとＣの説明を比べること
で、何を「１」とするかを決めれば、（整数）
×（小数）の意味を説明できそうだという見
通しをもつことができます。Ｃの説明には、
４学年で学習した倍の意味の理解が欠かせま
せん。必要に応じて、簡単な小数倍の場面を
提示して内容の確認をしましょう。

学び合いの計画

【子供に期待する解答の具体例】

【本時の評価規準を達成した子供の具体の姿】

　式は 90 × 3.5 になります。
　90 円を「１」にしたときの 3.5 にあたる数を求めるということです。

0                          90                       90×2                   90×3    90×3.5  90×4  ( 円 )

0                           1                            2                        　3　        3.5           4

「90 × 3.5」と立式をし、その意味を言葉と図で記述することができる。

ノート例

○月○日　どんな式になるかな
・１m80円のリボン
　２m →80×２＝ 160　 160 円
　３m →80×３＝ 240　 240 円
→１m のね だ ん×長さの式になる。
　　　　　　　  ２こ分、３こ分…

　　 2 .3 m のときは？
　　80× 2 .3
　　　　　　 2.3 ことは言わない。
 〈問題〉
　80に「×2.3」をするとは、どう
いう意味だろう。
 〈自分の考え〉
１m ＝ 100 ㎝→80円

　　　 10㎝ → 8 円

10㎝のとき８円

10㎝が 10 こで 80 円

2.3m ＝ 230㎝だから、
10㎝が 23 こ分。
□は８× 23。

 〈課題〉
　わる数が小数のときのわり算の
しかたを考えよう。

★分かったこと

　10㎝を１にした自分の考えでは、
８円が１になって、× 2.3 が 0 .1
の23こ分だった。
　80円を１にすると、2.3のところ
の数を求めるのが80×2.3。
　80円を「１」にしたときの 2.3 に
あたる数を求めること。

　90円を「１」にしたときの 3.5 に
あたる数を求めるということ。
 〈ふり返り〉
　図を使って「１」や「2.3」が何を
表しているかを考えたら、小数を
かける意味がよく分かりました。

0 8                     80                     160    □  ( 円 )

0                        10                       20            ( 個 )

0                       80                      80×2   　    ( 円 )

0                        10                      20  2.3 

0             90        90×2      90×3       90×4   ( 円 )

0             1             2            3            4

  80×2 .3

90×3 .5

問

　式　90× 3 .5確

アとイを見ると、2.1 ｍ、2.2 ｍ…のように、
リボンの長さが小数のときも代金は少し
ずつ増えていくね。

何を「１」にす
るかで「×2.3」
の意味が変わる
んだね。

「○倍」というときにも，何を
「１」にするかで「倍」が変わ
ったよね。ウは、「１ｍで 80
円」を「１」にしているよね。

「80 × 2.3」 は、80
円を「１」にしたとき、
2.3 にあたる代金と
いうことだね。

イのように「0.1 ｍで８円」を一つ分とすると、
整数のときと同じように「○個分」といえるね。

アの考え イの考え ウの考え
80 × 2.3 ＝ 2.3 × 80
　　　     ＝ 184
　184円は、２ｍの160
円と、３m の 240 円の
間だから、正しいので
はないかな。

100㎝で 80 円→ 10㎝で８円
2.3m ＝ 230㎝→ 10㎝の 23 個分
だから 0.1 ｍなら、８円が 23 個分で、
□は８× 23 だよ。

※下の線分は10㎝で一目盛りを表す

0              80            160 □       240 ( 円 )

0              10             20             30 ( 個 )

リボンの長さが２倍、３倍になれば、代金
も２倍、３倍になる。だから、長さが 2.3
倍になれば代金も 2.3 倍ということだよ。

分かったことを図
にすると、下のよ
うに表せますね。

0                          80                     80×2  80×2.3　　   80×3   ( 円）

0                           1                           2      2.3                 3

A 
4m

8m

B

A を「１」にすると B は２倍
B を「１」にすると A は 0.5 倍

0                80              160 □         240    （円）

0                 1                 2  2.3          3       (m)

× 2.3

× 2.3



　高学年の体つくり運動は、「体ほぐしの運動」と
「体の動きを高める運動」で構成され、運動の楽しさ
や喜びを味わうとともに、中学年までに身に付けた
体の基本的な動きを基に、様々な体の動きを高める
ための運動です。特に、高学年の「体の動きを高め
る運動」は、直接的に体力の向上を目指すものとし、
子供一人一人が運動の楽しさを味わいながら、自己
の体力に応じた課題をもち、「体の柔らかさ」「巧み
な動き」「力強い動き」「動きを持続する能力」を高
めるための運動を行うこととしています。
　今回は、発達の段階を考慮し、重点を置いて指導

　息を吐きながら取り
組むと記録が伸びます。

※床板の間の数や行った回数、クリアできた高さを毎回記録することで、意欲が高まります。

　ボールを上や下から渡します。上
下・左右を交互に行っても楽しいで
す。

　イラストのようにボール渡し、
リレー形式で取り組むと楽しく
柔軟性を高めることができます。

　走り高跳び用の支柱とゴ
ム紐を使うと簡単に行うこ
とができます。

することとしている「体の柔らかさ」と「巧みな動き」
を高める運動を取扱います。体の柔らかさを高める
運動では、伸びが実感できるように数値化をして学
習カードに記録します。巧みな動きを高める運動で
は、運動を工夫する視点を明確にすることで、楽し
みながら自分に合った運動にすることを大事にしま
す。また、子供が目標をもつためには、自分の体力
の実態を知ることが効果的です。体育の授業や日々
の運動遊びの様子などを学習カードに記入し、自分
の体力の実態を把握できるようにします。

目指せ自己ベスト！
体の柔らかさや
巧みな動きを高める
体つくり運動（体の動きを高める運動）

単元名

北海道札幌市立福住小学校教諭　　　山﨑　稔英
国立教育政策研究所教育課程調査官　塩見　英樹
北海道札幌市立幌南小学校校長　　　大牧　眞一

執　　筆

編集委員

◯徒手での運動

◯８の字跳び ◯長なわとボールを使った運動 ◯長なわと短なわを使った運動

◯長なわの跳び方を工夫する運動 ◯長なわとフラフープを使った運動「かぶりなわ」           「むかえなわ」

◯用具などを用いた運動

前の人と
間を空け
ずに跳ぶ
といいね。

取りやす
いところ
にパスを
するよ。

短なわの
リズムに
長なわを
合わせる
よ。

手を叩い
たりステ
ップした
りして跳
ぼう！

短なわの
コツを生
かせるね。

授業づくりのポイント

体の柔らかさを高める運動

巧みな動きを高める運動

「目標をもって取り組み記録を伸ばそう」

「運動を工夫して巧みになろう」

楽しもう

楽しもう

体つくり運動
（体の動きを高める運動）
陸上運動
ボール運動
水泳運動
器械運動
陸上運動
器械運動（マット運動）
体つくり運動

（体の動きを高める運動）
器械運動（跳び箱運動）
ボール運動（ゴール型）
表現運動
ボール運動（ネット型）

4/5 月

6/7 月

8/9 月

10/11 月

12/1 月

２/3 月

０１
点
２
点
３
点

２点。

５年
体育科

４月



０

学習
課題

45
分

　単元の後半は、運動を工夫する視点（人数、回
数、距離、時間、姿勢、用具、方向などを変化させる）
を子供と確認し、巧みな動きを高める工夫を促しま
す。また、工夫した運動が自分に合っているかを判
断できるよう、例えば 10 回できたら合格という基
準を設けます。そうすることで、子供は、10 回で

　体育授業や運
動遊び等での様
子をカードに記
入し、自分の体
の柔らかさなど
体力の実態をつ
かみます。

　レーダーチャ
ートを使用して
毎時間記録する
ことで、伸びが
可視化されるの
で、意欲や運動
の質が高まりま
す。

きなさそうな場合は運動を易しくし、10 回以上で
きればばもっと運動を難しくします。振り返りの活
動では、学習カードを活用して自分の伸びをレーダ
ーチャートに表していきます。レーダーチャートを
使うと自分の伸びが可視化されるので、意欲やその
後の運動の質の高まりが期待できます。 

柔ら・巧みタイムの内容
を理解しよう

柔らタイム…もっと記録を伸ばそう
巧みタイム…運動の行い方を工夫して巧みになろう

巧みタイム…運動の行い方を工夫して、もっと巧み
になろう

用具の数を増やす

体の柔らかさセルフチェック
今の自分の巧みな動きメーター

○体育の学習や遊びから

跳び方を工夫する

人数を増やす

むかえなわの入り方とタイミ
ングが一緒だ！

次はもっ
と難しい
技で跳ん
でみよう。

なわの外にいる人にパスして
もできるか試してみよう！

単元計画

　課題を見付ける活動では、なわの中に入る人数を 1
人から２人に変化させます。１人の時と比べて運動が難
しくなっていることを実感させ、「もっと巧みさを高め
るために運動を工夫したい。」という思いを引き出します。
　運動を工夫する際には、人数や回数などの他にも、「リ
ズム」「タイミング」「バランス」に着目できるようにす
ることで、動きのコツに意識が向かい、課題解決を目指
す学習になります。

課題を見付ける活動について 運動を工夫する例

主体的に学ぶ態度を育む学習カードの例

【柔らタイム】２時間目

【巧みタイム】

【巧みタイム】３時間目

もっと記録を伸ばすにはどうしたらいいかな

●オリエンテーション
・自分の体力を知る
※事前に、学習カードに体

育学習や運動遊びの様子
を記入して実態をつかむ

●安全に関する指導

●「柔らタイム」の内容を
知り、実際に試す

・徒手での運動
・用具などを用いた運動

●巧みタイムの内容を知り、
８の字跳び（かぶりなわ）
に取り組む

・長なわとボールを使った
運動に挑戦する

○記録を伸ばすコツを意識して取り組む
・徒手での運動→息を吐きながら行う
・用具などを用いた運動
→タイミングを合わせて渡す
　お腹と太ももに力を入れる

◯８の字跳びの記録を伸ばそう
・むかえなわで跳ぶ

◯目標回数（10 回程度）を設定して取り組む

◯長なわとボールを使った運動
・ボールやなわに入る人数を増やす
・ボールを持って、なわに入ってパスをする

◯長なわと短なわを使った運動
・後ろ回しや交差跳びをする
・短なわの代わりにフラフープで行う
・長なわ２本でダブルダッチに挑戦する

◯長なわを工夫して跳ぶ運動
・グーチョキパーのステップを踏む
・なわの中で回転しながら跳ぶ
・なわの中に入る人数を２人に増やしてステップを合わ

せて跳ぶ

◯グループごとに工夫した跳び方を紹介する

＜課題を見付ける活動＞
◯８の字跳びの記録を伸ばそう
・かぶりなわで跳ぶ→むかえなわに挑戦
　なわを回す方向を変えると難しくなる
◯ボールと長なわを使って跳ぼう
・なわの中に入る人数を１人から２人にする
　運動の行い方を変えると難しくなる

◯運動を工夫する視点を確認する
・人数、回数、距離、時間、姿勢、用具、方向などを変

化させる
◯運動の行い方を工夫する
・タイミング、バランス、リズムの大切さへの気付きを

促し、全体で確認する

※３時間目以降も継続して【柔らタイム】に取り組む

「運動を工夫してもっと巧みになろう」もっと楽しもう

５４３２１

巧みさを高めるためにはどんな工夫をすればよいかな

振り返りの活動　（レーダーチャートを完成させ、伸びたことを振り返ったり、次の目標を設定したりする）

運動
マット運動
走り高跳び
表現
体つくり運動
遊び

開脚前転・開脚後転
はさみ跳び
ソーランを踊る
ストレッチング
リンボーダンス リズム バランス

タイミング

内容 ◎ ○ △
1

2

3

4

5

短なわのリズ
ムに長なわを
合わせるよ。



「リレー」は、仲間と速さを競い合ったり、記録に
挑戦したり、自分の課題を解決しようと工夫したり
するなどの楽しさや喜びを味わうことができる運動
です。リレーは勝敗を伴うことから、勝敗を受け入
れることができるようにするとともに、どの子供に
も勝つ機会があるようにルール等を工夫することが
大切です。
　この単元では、リレーに重点を置きながらも短距
離走と組み合わせて取扱うことで、効果的に資質・
能力を育成していくことを目指します。リレーでは、
ペアの仲間との合計タイム（課題タイム）を、協力

　単元の前半では、どのペアも合計タイムが同じに
なるように、教師が決めたペアでリレーを行います。
ペアの仲間を変えずに取り組むことで、練習したこ
とを積み重ねることができます。さらに、１グルー

　ねことねず
みチームに分
かれ、呼ばれ
たチームが相
手を追いかけ
ます。ライン
につく前にタ
グを取ること
を目指します。

　交差しないように、バトンを渡す人は
左手（もしくは右手）で渡し、受け取る
人は右手（もしくは左手）で受け取ります。
バトンを渡す人が「はい！」と合図したら、
手を後ろへ伸ばします。

　自己や仲間の走りの様子をタブレ
ット等の ICT 機器を活用して確認
し、動きのポイントと照らし合わせ
て自己やペアの課題を見付けます。

マークを近くに置いて練習
し、適切な走り出すタイミ
ングを見付ける。

マークを遠くに置いて練習
し、適切な走り出すタイミ
ングを見付ける。

バトンをもらう手の高さや
手の向きを決めて練習する。

　1 人 40 ～ 60 ｍが走れるようにします。
テークオーバーゾーン（10 ～ 15 ｍ程度）
は直線にします。テークオーバーゾーン
の入り口には、スタートのタイミングを
取りやすくするためのマークを置きます。

渡し手が追いつかない。 渡し手がすぐに追いつく。 バトンをうまく渡せない。

して縮めていくことを目標にします。まず、子供
一人一人の 40 ｍ走のタイムを測定します。そして、
ペアの仲間と 40 ｍ走のタイムを合計します。その
後、80 ｍを走り、２人の合計タイムをどれだけ縮
められたかを競います。また単元の後半では、ペア
の仲間を変えて、新しいペアの課題タイムを縮める
ことを目標にして取り組みます。
　テークオーバーゾーン内で減速の少ない滑らかな
バトンの受渡しを行うために、考えたことを仲間に
伝えながら課題を解決していく姿を目指します。

プ４人で構成し、グループ内に２つのペアができる
ようにします。ペア同士でタイム測定の役割を分担
したり、互いのペアの課題を見付け、解決に向けて
協力したりすることができるようにします。

仲間と協力してタイムを縮めよう！
速さをつなげペアリレー
陸上運動（短距離走・リレー）

単元名

北海道札幌市立北九条小学校教諭　　村上　雅之
国立教育政策研究所教育課程調査官　塩見　英樹
北海道札幌市立幌南小学校校長　　　大牧　眞一

執　　筆

編集委員

○ねことねずみ

授業づくりのポイント

準備運動でやってみよう！ バトンの受渡しの例 走るコースの設定例

課題の見付け方の例 課題と練習方法の例

「タイムを縮められるかな？」

自己やペアの課題を見付け、練習方法を選ぼう

楽しもう

テークオーバーゾーン

マーク

ねねね、ねこ！

つかまっちゃった！

体つくり運動
（体の動きを高める運動）
陸上運動
ボール運動
水泳運動
器械運動
陸上運動
器械運動（マット運動）
体つくり運動

（体の動きを高める運動）
器械運動（跳び箱運動）
ボール運動（ゴール型）
表現運動
ボール運動（ネット型）

4/5 月

6/7 月

8/9 月

10/11 月

12/1 月

２/3 月

５年
体育科

５月



０

学習
課題

45
分

　単元の後半は、グループ内でペアを変えて、新し
く設定した課題タイムを縮めることを目指していき
ます。ペアが変わっても、単元の前半で学習した減
速の少ないバトンの受渡し方を活用して、課題を解

課題タイムからどれだけ縮まったのか
を点数化し、得点が高いペアが勝ちです。

　解決に向けて練習する際には、同じグ
ループの仲間に自己やペアの課題を伝え
るようにすることで、見る視点がはっき
りし、互いにアドバイスしやすくなりま
す。

決していくことを目指します。単元の最後には、他
のグループと競走することで、競い合う楽しさや喜
びを味わうとともに、学習の成果を確かめることが
できるようにします。

短距離走・リレーの行い方を
知り、学習の見通しをもとう。

自己やペアの課題を見付け、解決するための練習方
法を選ぼう。

ペアの友達を変えて、
課題タイムを縮めよう。

いろいろな競走の仕方
でリレーをしよう。

○縮まったタイムを点数化し、他の
チームと競走する。

単元計画

いろいろな競走の仕方の例 課題を解決する過程が見える学習カードの例

協働的に解決するために

●準備運動

●オリエンテーション
・学習の進め方を知る。

●安全に関する指導

●課題タイムの設定
・体を軽く前傾させて全力

で走る。
・ペアの仲間を確認する。
・ 40 ｍ走のタイムを測定

する。
・２人の 40 ｍ走のタイム

を合計する。

●ペアでリレーを行う
・走るコースを確認する。
・測定の役割分担を確認す

る。

○課題を見付ける活動
・４人一組になり、互いに運動を見合い、課題を見付けて

いく。
・運動を見て、見付けた課題を仲間に伝える。

◯体を軽く前傾させて全力で走ることを生かしながら、
減速の少ないバトンの受渡しの仕方についての自己や
ペアの課題に応じた練習方法を選ぶ。

・渡し手が追いつかない。
　→マークを近くに置く。
・渡し手がすぐに追いつく。
　→マークを遠くに置く。
・バトンをうまく渡せない。
　→バトンをもらう手の高さや手の向きを決める。

◯課題を見付ける活動
・運動を見合い、課題を見

付けていく。
・課題を仲間に伝える。

◯いろいろな競走の仕方に
ついて知る。

・競走の仕方を確認する。
・走るコースを確認する。
・測定の役割分担を確認す

る。
・互いに気持ちよく終わる

ことができるように、勝
った時、負けた時の態度
について確認する。

◯いろいろな競走の仕方で
リレーを行う。

※最後に、40ｍのタイムを
もう一度測定し、短距離走
の伸びを実感できるよう
にすることも考えられる。

◯自己やペアの課題に応じ
た練習方法を選ぶ。

「ペアを変えてもタイムを縮められるかな？」もっと楽しもう

５４３２１

タイムを縮めるにはどうしたらいいかな？

課題を解決するための練習方法を選ぼう。

タイムを測定
しよう。

他のグループと競走し
て成果を確かめよう。

ペアの仲間を変えても、
タイムを縮めるにはど
うしたらいいかな？

課題を解決するための
練習方法を選ぼう。

タイムを測定しよう。

振り返り活動（学習カードに、課題を解決するために考えたこと、仲間のよい動き等を記入する）

○用具の準備　○体操　○ウォーミングアップ（ねことねずみ　いろいろなスタートの姿勢で走る、等）【準備活動】

課題タイムとの差

− 0.1 秒

− 0.2 秒

− 0.3 秒

− 0.4 秒

− 0.5 秒

得点

1 点

2 点

3 点

4 点

5 点

減速の少ないバトンの受渡しにするには、どうしたらよいのかな？

　減速の少ないバトンの受渡しをするために、大切だと思うポイントをイラス
トに書きましょう。

　学習カードには、自己やペアの課題をどのように捉えているのか、また、選
んだ練習方法についてどのように考えているのか等を書けるようにします。そ
うすることで、子供の課題を解決する過程を教師も把握することができ、評価
や次の学習指導へ生かすことができます。

自分たちの課題はどれ？

自己やペアの課
題を、イラスト
に書き込むこと
で、自分の課題
を捉えることが
できるようにし
ます。

①バトンを渡す人がなか
なか追いつかない。

①マークを遠くに置い
て、スタートするタ
イミングをつかもう。

②バトンを渡す人にすぐ
に追いつかれてしまう。

②マークを近くに置い
てスタートするタイ
ミングをつかもう。

③バトンをうまく渡すこ
とができない。

③バトンをもらう手の
位置の高さや手の向
きを決めて練習して
みよう。


