
① 

身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

物
語
の
内
容
の
大
体
を
捉
え
る
と
と
も
に
、
場
面
の
様
子
に
着
目
し
て
、
登
場
人

物
の
行
動
を
具
体
的
に
想
像
す
る
力
を
育
成
し
ま
す
。

② 

言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

　

本
単
元
で
は
、「
物
語
を
読
み
、
家
族
に
向
け
て
紹
介
文
を
書
く
」
と
い
う
言
語

活
動
を
位
置
付
け
ま
す
。
紹
介
文
の
内
容
は
、「
登
場
人
物
の
特
徴
」「
あ
ら
す
じ
」「
自

分
の
感
想
」
で
構
成
し
ま
す
。
ス
イ
ミ
ー
の
特
徴
で
あ
る
体
の
色
や
す
ば
し
っ
こ
さ

を
理
解
す
る
こ
と
は
、
ス
イ
ミ
ー
の
行
動
や
出
来
事
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
に
な

り
ま
す
。
あ
ら
す
じ
を
書
く
に
は
、
物
語
の
内
容
の
大
体
を
捉
え
る
こ
と
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
時
や
場
所
を
表
す
語
句
だ
け
で
な
く
挿
絵
な
ど
も
手
が
か
り
に
し
な
が

ら
、
出
来
事
の
順
序
を
把
握
す
る
学
習
活
動
が
展
開
で
き
ま
す
。

　

自
分
の
感
想
を
な
か
な
か
書
け
な
い
子
供
も
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ま
で
に
学
ん

だ
ス
イ
ミ
ー
の
特
徴
や
行
動
、
出
来
事
を
ふ
り
返
っ
て
考
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、

「
ス
イ
ミ
ー
へ
の
憧
れ
」
や
「
仲
間
の
大
切
さ
」
な
ど
、
価
値
あ
る
感
想
を
も
つ
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
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単
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で
付
け
た
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資
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・
能
力

指
導
事
項
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判
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力
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Ｃ
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言
語
活
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次

時

一

1

二

２～６

三

７～９

主
な
学
習
活
動

①
レ
オ
＝
レ
オ
ニ
の
作
品
を
学
級
文
庫
と
し
て
用
意
し
て
お
き
、
子
供

が
自
由
に
手
に
取
っ
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
場
を
設
定
し
て
お
く
。

子
供
が
レ
オ
＝
レ
オ
ニ
に
関
心
を
も
っ
た
と
こ
ろ
で
、
本
単
元
の
め

あ
て
と
計
画
を
決
め
る
。

②
③
④
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
活
用
し
、「
出
来
事
」「
ス
イ
ミ
ー
の
言
動
」

と
読
む
観
点
を
焦
点
化
し
、
内
容
を
捉
え
る
。

⑤
⑥
音
読
と
動
作
化
を
通
し
て
、
登
場
人
物
の
行
動
や
出
来
事
の
様
子

を
具
体
的
に
想
像
す
る
。

⑦
⑧
読
み
取
っ
た
こ
と
や
自
分

の
考
え
を
ま
と
め
、
紹
介
す

る
文
章
を
書
く
。

⑨
自
分
の
選
ん
だ
レ
オ
＝
レ
オ

ニ
の
本
を
紹
介
す
る
。

2 

単
元
の
展
開（
９
時
間
扱
い
）

ア
イ
デ
ィ
ア 

1　

ア
イ
デ
ィ
ア 

2　

ア
イ
デ
ィ
ア 

3　

お
う
ち
の
人
に
「
ス
イ
ミ
ー
」
を
し
ょ
う
か
い
す
る
文
を
書
こ
う
。

単
元

教
材
名 「
ス
イ
ミ
ー
」

光
村
図
書
二
年
上

執　
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福
岡
県
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九
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市
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白
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江
小
学
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教
諭　
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編
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委
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文
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科
学
省
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科
調
査
官　
　
　
　
　
　
　

大
塚
健
太
郎

　
　
　
　

  

福
岡
県
北
九
州
市
立
折
尾
西
小
学
校
校
長　

成
重
純
一　

お
話
を
読
ん
で
、

し
ょ
う
か
い
し
よ
う

領
域 

　

読
む
こ
と

じ
ゅ
ん
じ
ょ
に
気
を
つ
け
て
読
も
う

て
い
ね
い
に　
か
ん
さ
つ
し
て
、
き
ろ
く
し
よ
う

お
話
を
読
ん
で
、
し
ょ
う
か
い
し
よ
う

し
つ
も
ん
を
し
あ
っ
て
、
く
わ
し
く
考
え
よ
う

読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
話
そ
う

そ
う
ぞ
う
し
た
こ
と
を
、
音
読
げ
き
で
あ
ら
わ
そ
う

み
ん
な
で
話
を
つ
な
げ
よ
う

せ
つ
め
い
の
し
か
た
に
気
を
つ
け
て
書
こ
う

ま
と
ま
り
に
分
け
て
、
お
話
を
書
こ
う

だ
い
じ
な
こ
と
ば
に
気
を
つ
け
て
読
み
、

分
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
よ
う

つ
た
え
た
い
こ
と
を
き
め
て
、
は
っ
ぴ
ょ
う
し
よ
う

読
ん
で
、
か
ん
じ
た
こ
と
を
つ
た
え
合
お
う
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ス
イ
ミ
ー
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
に
遭
遇
し
、
そ

の
出
来
事
に
応
じ
て
気
持
ち
が
変
化
し
て
次
の
行
動
を

と
っ
て
い
き
ま
す
。
物
語
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に

は
、
挿
絵
な
ど
も
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
誰
が
、
ど

う
し
て
、
ど
う
な
っ
た
か
な
ど
を
把
握
す
る
こ
と
が
重

要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
文
章
を
読
む
観
点
を

「
で
き
ご
と
」
と
「
ス
イ
ミ
ー
の
し
た
こ
と
」
に
整
理
し
、

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
ま
と
め
ま
す
。

　

文
章
を
読
む
観
点
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
ス
イ
ミ
ー

が
し
た
こ
と
や
出
来
事
が
明
確
に
な
り
、
物
語
の
あ
ら

す
じ
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
し
て
ま
と
め

た
言
葉
が
、
音
読
を
し
た
り
紹
介
文
を
書
い
た
り
す
る

と
き
の
手
が
か
り
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
見
て
見
通
し
を
も
っ
た
り
ふ

り
返
っ
た
り
し
て
、
自
分
の
学
習
を
調
整
す
る
「
主
体

的
な
学
び
」
が
期
待
で
き
ま
す
。

■
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
例

　

子
供
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
通
し
て
物
語
の
内
容

の
大
体
を
捉
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
よ
り
具
体
的

に
ス
イ
ミ
ー
の
行
動
や
場
面
の
様
子
を
想
像
し
て
読
む

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
音
読
と
動
作
化
を
取
り
入
れ

た
読
み
の
学
習
を
行
い
ま
す
。

　

登
場
人
物
の
行
動
や
会
話
に
着
目
し
、
何
を
し
た
の

か
、
な
ぜ
し
た
の
か
な
ど
を
具
体
的
に
思
い
描
き
な
が

ら
、
そ
の
世
界
を
豊
か
に
想
像
す
る
た
め
に
音
読
を
行

い
ま
す
。

　

赤
い
魚
と
ス
イ
ミ
ー
と
で
役
割
を
決
め
て
音
読
し
、

表
情
や
口
調
、
様
子
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
た
り
、

行
動
の
理
由
を
想
像
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
し
ま
す
。
ま
た
、
音
読
を
通
し
て
比
喩
表
現
に
着
目

さ
せ
、「
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
み
た
い
な
っ
て
、
ど
ん
な
い

せ
え
び
だ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
に
想
像
を
広
げ
さ
せ
ま

す
。

　

場
面
の
様
子
を
想
像
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
動

作
化
も
有
効
で
す
。
例
え
ば
、
ス
イ
ミ
ー
が
出
会
う
い

ろ
い
ろ
な
生
き
物
の
様
子
を
、
比
喩
表
現
と
結
ん
で
動

作
化
さ
せ
る
方
法
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
際
、

挿
絵
を
見
て
考
え
る
活
動
も
取
り
入
れ
ま
し
ょ
う
。「
言

葉
」
と
「
動
作
・
挿
絵
」
を
往
復
す
る
こ
と
で
理
解
が

深
ま
り
ま
す
。

　

音
読
の
し
か
た
や
動
作
化
の
理
由
を
友
達
に
説
明
し

た
り
尋
ね
合
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
友
達
の
考
え
を
受

け
入
れ
て
自
分
の
考
え
を
よ
り
豊
か
に
す
る
「
対
話
的

な
学
び
」
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

紹
介
文
の
構
成
を「
ス
イ
ミ
ー
の
特
徴
」「
あ
ら
す
じ
」

「
自
分
の
感
想
」
の
観
点
の
順
で
書
く
よ
う
に
し
ま
す
。　

特
に
感
想
を
ど
の
よ
う
に
書
け
ば
よ
い
か
分
か
ら
な
い

子
供
の
た
め
に
、
感
想
を
生
み
出
す
た
め
の
着
眼
点
に

気
付
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
使
い

ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、「
み
ん
な
で
ま
と
め
た
出
来
事
の
な

か
で
、
心
に
残
っ
た
出
来
事
は
ど
れ
で
す
か
」「
音
読

し
て
み
て
、『
い
い
な
』
と
思
っ
た
ス
イ
ミ
ー
の
行
動

は
ど
れ
で
す
か
」
と
問
い
か
け
、
そ
れ
に
答
え
て
書
き

込
め
る
よ
う
な
形
式
に
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、

子
供
は
既
習
内
容
を
活
用
し
て
、
よ
り
よ
く
課
題
を
解

決
し
よ
う
と
す
る
「
主
体
的
な
学
び
」
を
行
う
で
し
ょ

う
。
そ
う
す
る
と
、
子
供
は
、
辛
い
こ
と
に
も
く
じ
け

な
い
ス
イ
ミ
ー
の
強
さ
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す

る
ス
イ
ミ
ー
の
頼
も
し
さ
、
み
ん
な
で
協
力
す
る
大
切

さ
な
ど
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
主
な
出
来
事
や
登
場
人
物
の
行

動
な
ど
を
捉
え
る
こ
と
で
、
感
想
を
も
つ
着
眼
点
に
つ

な
が
る
「
深
い
学
び
」
が
期
待
で
き
ま
す
。

■
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
例

既
習
内
容
か
ら
感
想
を
導
く

ワ
ー
ク
シ
ー
ト

ア
イ
デ
ィ
ア 

３　

想
像
を
広
げ
て
読
む
た
め
の

音
読
と
動
作
化

ア
イ
デ
ィ
ア 

２　

物
語
の
内
容
の
大
体
を

捉
え
る
た
め
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

ア
イ
デ
ィ
ア 

1　

◯
み
ん
な
で
ま
と
め
た
で
き
ご
と
の
な
か
で
　

　
こ
こ
ろ
に
の
こ
っ
た
で
き
ご
と
は
ど
れ
で
す
か
。

ば
め
ん

①②⑤
・
広
い
　
海

・
小
さ
な
　
魚
の
　
き
ょ
う

だ
い
た
ち
が
、
た
の
し

く
　
く
ら
し
て
　
い
た
。

・
お
そ
ろ
し
い
　
ま
ぐ
ろ
が
、

つ
っ
こ
ん
で
　
き
た
。

・
魚
た
ち
を
　
の
み
こ
ん
だ
。

・
み
ん
な
で
　
大
き
な
　
魚

を
　
お
い
出
し
た
。

・
か
ら
す
貝
よ
り
も
　
ま
っ

く
ろ
。

・
お
よ
ぐ
の
は
、
だ
れ
よ
り

も
　
は
や
い
。

・
に
げ
た
の
は
　
ス
イ
ミ
ー

だ
け
。

・
海
の
　
そ
こ
を
　
お
よ
い
だ
。

・「
ぼ
く
が
、目
に
　
な
ろ
う
、」

と
　
言
っ
た
。

で
き
ご
と

ス
イ
ミ
ー
の
　
し
た
こ
と

　
み
ん
な
で
れ
ん
し
ゅ
う
し
て
、
大
き
な
魚
の

ふ
り
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。

主体的
な学び

対話的
な学び

深い
学び



じ
ゅ
ん
じ
ょ
に
気
を
つ
け
て
読
も
う

て
い
ね
い
に
か
ん
さ
つ
し
て
、
き
ろ
く
し
よ
う

お
話
を
読
ん
で
、
し
ょ
う
か
い
し
よ
う

し
つ
も
ん
を
し
あ
っ
て
、
く
わ
し
く
考
え
よ
う

読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
話
そ
う

そ
う
ぞ
う
し
た
こ
と
を
、
音
読
げ
き
で
あ
ら
わ
そ
う

み
ん
な
で
話
を
つ
な
げ
よ
う

せ
つ
め
い
の
し
か
た
に
気
を
つ
け
て
書
こ
う

ま
と
ま
り
に
分
け
て
、
お
話
を
書
こ
う

だ
い
じ
な
こ
と
ば
に
気
を
つ
け
て
読
み
、

分
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
よ
う

つ
た
え
た
い
こ
と
を
き
め
て
、
は
っ
ぴ
ょ
う
し
よ
う

読
ん
で
、
か
ん
じ
た
こ
と
を
つ
た
え
合
お
う

① 

身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

話
し
手
が
知
ら
せ
た
い
こ
と
や
自
分
が
聞
き
た
い
こ
と
を
落
と
さ
な
い
よ
う
に
集

中
し
て
聞
き
、
話
の
内
容
を
捉
え
て
感
想
を
も
つ
力
を
育
成
し
ま
す
。

② 

言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

　

本
単
元
で
は
、「
あ
っ
た
ら
い
い
な
と
思
う
も
の
を
絵
に
描
い
て
、
友
達
と
質
問

を
し
合
う
こ
と
に
よ
り
自
分
の
考
え
を
詳
し
く
す
る
。
そ
し
て
友
達
と
発
表
し
合
い
、

感
想
を
伝
え
合
う
」
と
い
う
言
語
活
動
を
位
置
付
け
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
ま
ず
、
相
手
の
話
を
聞
い
て
、
質
問
を
す
る
と
い
う
言
語
活
動
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
活
動
を
通
し
て
、
子
供
は
二
つ
の
聞
き
方
を
学
び
ま
す
。
一
つ
目
は
、

話
し
手
が
自
分
に
知
ら
せ
た
い
こ
と
は
何
か
を
考
え
な
が
ら
聞
く
こ
と
で
す
。
そ
の

た
め
に
は
、
事
柄
の
順
序
を
意
識
し
な
が
ら
、
話
の
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
が
大
切

に
な
り
ま
す
。
二
つ
目
は
、
自
分
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
や
知
り
た
い
こ
と
を
落
と

さ
ず
に
聞
く
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
分
の
聞
き
た
い
こ
と
を
明
確
に
し
て

話
を
聞
く
こ
と
が
大
切
に
な
り
ま
す
。

　

次
に
、
友
達
に
自
分
の
考
え
た
も
の
を
発
表
し
、
感
想
を
伝
え
合
う
言
語
活
動
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
活
動
を
行
う
た
め
、
話
の
内
容
に
対
し
て
、
自
分
が
興
味
を
も
っ

た
と
こ
ろ
や
感
心
し
た
と
こ
ろ
な
ど
を
伝
え
合
う
こ
と
か
ら
始
め
、
で
き
れ
ば
自
分

の
体
験
と
結
び
つ
け
る
な
ど
し
て
感
想
が
言
え
る
よ
う
に
な
る
と
よ
い
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
）
キ

                 　
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
Ａ
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1
）
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言
語
活
動　

ア

次

時

一

1

二

２～７

三

８

主
な
学
習
活
動

①
教
科
書
の
挿
絵
を
見
て
で
き
る
こ
と
や
ど
ん
な
と
き
に
使
う
の
か
を
考

え
、
あ
っ
た
ら
よ
い
も
の
に
つ
い
て
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
、「
あ
っ
た
ら

い
い
な
、
こ
ん
な
も
の
は
っ
ぴ
ょ
う
会
を
ひ
ら
こ
う
」
を
設
定
し
て
学

習
計
画
を
立
て
る
。

②
「
あ
っ
た
ら
い
い
な
と
思
う
も
の
」
を
考
え
て
絵
に
描
く
。

③
質
問
の
し
か
た
を
確
か
め
、
発
表
の
し
か
た
も
確
か
め
る
。

④
二
人
ペ
ア
で
「
あ
っ
た
ら
い
い
な
と
思
う
わ
け
」「
は
た
ら
き
（
で
き
る

こ
と
）」「
形
や
色
、
大
き
さ
」
な
ど
に
つ
い
て
質
問
し
合
う
。

⑤
質
問
と
答
え
の
内
容
を
全
体
で
交
流
し
、
詳
し
く
聞
く
た
め
に
気
を
付

け
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

⑥
ペ
ア
を
交
代
し
て
も
う
一
度
質
問
す
る
。

⑦
４
〜
５
人
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
会
を
開
く
。

⑧
「
話
し
手
」「
聞
き
手
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ふ
り
返
り
を
す
る
。

2 

単
元
の
展
開（
８
時
間
扱
い
）

ア
イ
デ
ィ
ア 

1　

ア
イ
デ
ィ
ア 

2　

ア
イ
デ
ィ
ア 

3　

「
あ
っ
た
ら
い
い
な
、
こ
ん
な
も
の
は
っ
ぴ
ょ
う
会
を
ひ
ら
こ
う
」

学
習
課
題

教
材
名 「
あ
っ
た
ら
い
い
な
、
こ
ん
な
も
の
」

光
村
図
書
二
年
上

執　
　
筆  

福
岡
県
北
九
州
市
立
藍
島
小
学
校
教
諭　
　

髙
口
和
樹

編
集
委
員  

文
部
科
学
省
教
科
調
査
官　
　
　
　
　
　
　

大
塚
健
太
郎

　
　
　
　

  

福
岡
県
北
九
州
市
立
萩
ケ
丘
小
学
校
校
長　

内
川
龍
生　

し
つ
も
ん
を
し
あ
っ
て
、

く
わ
し
く
考
え
よ
う

領
域 

Ａ　

話
す
こ
と　

聞
く
こ
と

4
  5
月

6
  7
月

8
  9
月

10  
11
月

12  
1
月

2   
3
月



　
本
単
元
は
話
し
手
が
発
表
し
て
い
る
と
き
に
質
問
や
感

想
を
伝
え
る
学
習
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
質
問

事
項
を
５
つ
（
理
由
、
働
き
、
形
、
色
、
大
き
さ
）
示
し
、

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
質
問
が
あ
れ
ば
、
聞
く
よ
う
に
し
ま

す
。
そ
し
て
実
際
に
ペ
ア
で
質
問
を
し
合
い
ま
す
。
そ
の

あ
と
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、

質
問
し
て
い
る
動
画
を
見
せ
ま
す
。
そ
こ
で
は
教
科
書
に

載
っ
て
い
る
質
問
以
外
の
質
問
や
聞
き
手
の
感
想
、
話
し

手
の
意
見
を
引
き
出
す
テ
ク
ニ
ッ
ク
な
ど
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
動
画
を
見
た
後
で
、
は
じ
め
に
自
分
た
ち
だ

け
で
行
っ
た
質
問
や
感
想
を
改
善
す
る
た
め
に
は
ど
う
す

れ
ば
よ
い
か
を
二
人
で
話
し
合
い
ま
す
。

　
こ
の
と
き
、
質
問
や
感
想
の
言
葉
が
変
わ
っ
た
と
き
に

は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
を
ペ
ア
の
相
手
に

伝
え
た
り
、
わ
か
ら
な
け
れ
ば
尋
ね
た
り
し
ま
す
。
変
わ

ら
な
い
場
合
で
も
、
な
ぜ
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
を
伝
え

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
話
合
い
が
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
、

深
め
る
「
対
話
的
な
学
び
」
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
質
問
と
答
え
の
内
容
を
全
体
で
交
流
し
、
詳
し
く
聞
く

た
め
に
気
を
付
け
る
こ
と
を
確
認
す
る
学
習
時
に
は
、
子

供
の
実
際
の
や
り
取
り
を
基
に
交
流
す
る
の
が
効
果
的
と

思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
や
ボ
イ
ス
レ
コ

ー
ダ
ー
な
ど
を
使
い
、
話
合
い
の
様
子
を
動
画
や
音
声
で

記
録
し
て
お
き
ま
す
。
タ
ブ
レ
ッ
ト
や
ボ
イ
ス
レ
コ
ー
ダ

ー
で
記
録
す
る
と
、
自
分
で
何
度
も
再
生
で
き
、
自
己
の

学
習
を
ふ
り
返
る
大
き
な
手
が
か
り
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

タ
ブ
レ
ッ
ト
だ
と
、
大
型
テ
レ
ビ
を
使
い
、
ク
ラ
ス
全
体

で
動
画
を
共
有
で
き
ま
す
。
使
い
こ
な
し
て
く
る
と
、
休

み
時
間
な
ど
で
も
自
分
た
ち
同
士
で
記
録
し
合
う
こ
と
が

で
き
た
り
、
次
回
の
学
習
に
も
活
用
で
き
そ
う
だ
と
自
信

を
も
っ
た
り
し
て
き
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
学
習
を
調
整
す
る

「
主
体
的
な
学
び
」
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
本
単
元
で
は
、
あ
っ
た
ら
よ
い
と
思
う
も
の
に
つ
い
て

交
流
す
る
機
会
が
多
く
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
１
回
目
は
、

質
問
や
発
表
の
し
か
た
を
確
か
め
た
後
に
交
流
す
る
と
き
、

２
回
目
は
、
１
回
目
の
交
流
を
ふ
り
返
り
、
話
し
手
と
聞

き
手
が
気
を
付
け
る
こ
と
を
学
習
し
た
後
に
交
流
す
る
と

き
、
最
後
に
発
表
会
を
開
い
た
と
き
と
３
回
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
１
回
目
と
２
回
目
で
、
わ
け
の
説
明
の
言
葉
を

よ
り
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
変
え
る
と
し
た
ら
、
ど
の
言

葉
に
変
え
る
か
、
ま
た
、
よ
り
相
手
の
考
え
を
引
き
出
す

質
問
に
す
る
た
め
に
言
葉
を
変
え
る
と
し
た
ら
ど
う
す
る

か
を
常
に
意
識
さ
せ
な
が
ら
、
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
ま

す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
い
つ
も
言
葉
を
意
識
し
、
ど
の

言
葉
を
使
え
ば
相
手
に
伝
わ
る
か
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
、

「
深
い
学
び
」
に
つ
な
が
り
ま
す
。

主
体
的
な
対
話
へ
導
く

タ
ブ
レ
ッ
ト

ア
イ
デ
ィ
ア 

３　

深い
学び

対話的
な学び

学
び
の
深
化
を
実
感
さ
せ
る

ふ
り
返
り
の
工
夫

ア
イ
デ
ィ
ア 

２　

質
問
の
し
か
た
や

発
表
の
し
か
た
を
確
認
す
る

た
め
の
教
科
書
動
画
の
活
用

主体的
な学び

ア
イ
デ
ィ
ア 

1　

どうしてＡさんとＢさんの話合い
は上手に聞こえるのかな

タブレットは便利だね。次の学習
にも使えそうだね。次も使えるよ
うに、先生に頼もうよ

タブレットでふり返ると、友達や自
分の様子がよく分かるね。もっとタ
ブレットで、記録してみようよ

もう一度、タブレットで見てみよ
うよ。何か分かるかもしれない

教科書の動画と自分たちの動画を
もう一度、比べてみようよ。どこ
が違うのかな。どうすれば、もっ
とうまくいくかな

発
表
し
て
い
る
人
は
悩
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
っ
た

ら
友
達
に
聞
い
て
い
た
か
ら
、
私
も
決
ま
っ
て
い

な
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
聞
い
て
み
よ
う

動
画
で
は
、
友
達
の
説
明
を
聞
い
た
後
、
感
想
を

言
っ
て
、
質
問
を
し
て
い
た
の
が
と
て
も
よ
か
っ

た
の
で
、
自
分
も
そ
う
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た

あ
っ
た
ら
い
い
な
、
こ
ん
な
も
の

●
ど
う
ぐ
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
考
え
た
こ
と
を
、「
わ
け
」「
で
き
る
こ
と
」「
形

や
色
、
大
き
さ
」
に
分
け
て
、
み
じ
か
く
書
い
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

【
わ
け
】

【
で
き
る
こ
と
】

【
形
や
色
、
大
き
さ
】

ふ
り
か
え
り

１
．
つ
ぎ
の
中
で
話
を
聞
い
て
い
る
と
き
に
で
き
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
で
き

た
も
の
を
丸
で
か
こ
み
ま
し
ょ
う
。

　
・
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
こ
と
を
友
だ
ち
に
言
え
た
。

　
・
し
り
た
い
と
思
っ
た
こ
と
を
友
だ
ち
に
言
え
た
。

　
・
お
ど
ろ
い
た
こ
と
を
友
だ
ち
に
言
え
た
。

　
・
分
か
ら
な
い
こ
と
を
友
だ
ち
に
聞
け
た
。

２
．
ど
ん
な
こ
と
を
友
だ
ち
に
言
っ
た
り
聞
い
た
り
で
き
ま
し
た
か
。

名
前
（
　  

　
　
　
　      

　
）

動
画
を
見
て
、
自
分
の
質
問
や
感
想
を
こ
の
よ
う

に
変
え
て
み
よ
う
と
か
、
考
え
た
人
は
い
ま
す
か



おはじき（〇）を並べて、数を表すことを通して、3 位数の位取りのしくみや数の構成について
の理解を深め、数のまとまりに着目して数の相対的な大きさを捉えることができる。

10 や 100 のまとまりに着目し、十進位取り記数法のしくみを考え表現したり、数を相対的な
大きさから捉えたりしている。

見通し

自力解決の様子

学び合いの計画

本時のねらいと評価規準（本時３／12時）

もんだい
　おはじき（〇）をつかって、235 を
あらわすにはどうしたらよいでしょう
か。

Ｔ：おはじき（〇）を使って、235 を表すには、どうし
たらよいでしょうか。ノートに〇をかいて表してみ
ましょう。

Ｃ：数が足りません。おはじき（〇）が 235 もないので、
できないと思います。

Ｃ：色を変えてもよいですか。
Ｃ：お金と同じように考えて、100 円玉、10 円玉、１円

玉と考えたら、できるんじゃないかな。
Ｃ：同じおはじきでも見方を変えればできると思います。

A つまずいている子 B 素朴に解いている子 C ねらい通りに解いている子
　おはじき（〇）が 235 個
ないので、手が止まってし
まっている。

　おはじき（〇）に色をぬり、
少ないおはじきで表そうとし
ている。

　百の位（左）に〇を２個、十
の位（中）に〇を３個、一の位（右）
に〇を５個かいている。

ねらい

評価規準

執　　筆：神奈川県横浜市立大綱小学校教諭　小畠政博
編集委員：文部科学省教科調査官　　　　　　笠井健一
　　　　　島根県立大学教授　　　　　　　　齊藤一弥

100より大きい
数をしらべよう

たし算のしかたを考えよう
長さをはかってあらわそう
100より大きい数をしらべよう
時計を生活に生かそう
ひっ算のしかたを考えよう
さんかくやしかくの形をしらべよう
新しい計算を考えよう
九九をつくろう
1000より大きい数をしらべよう
長い長さをはかってあらわそう
分けた大きさのあらわし方を考えよう
はこの形をしらべよう

おはじき（〇）を使って、235のあらわしかたをせつめいしましょう。学習のねらい　

　おはじき（〇）１つをいくつと見るかによって、
表現方法は多様となります。本単元では、数の相
対的な見方を育てていくことが大切です。本時で
は、色によって、〇１つの大きさの違いを表現す
ることから、位ごとに〇を置くことで、数を捉え
やすくなり、さらに数が大きくなっても同じよう
に表現できるよさに気付かせましょう。

　さらに、400 をおはじき（〇）で表すと、百の
位に〇を４個並べます。〇１つを１と見れば 400
個必要ですが、100 とみれば４個で足り、10 と
みれば 40 個必要になります。このように位取り
板を活用しながら、数の相対的な大きさの理解を
深めていきましょう。

4/5月
  

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

おはじき（〇）１つを１・10・100
と見て考えると、少ないおはじき
（〇）で、235を表すことができます。

わざわざ色をぬらなくても、位
ごとに並べれば、もっと大きな
数でも表すことができます。



ノート例

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

感想例

Ｔ：おはじき（〇）を使って、235 を表すにど
うしたらよいでしょうか。〇が足りませんか。 

Ｃ：大丈夫です。私は、色を変えて表しました。
100 を赤で、10 を青で、１を白にしました。

Ｃ：そうやって考えると、少ない数で 235 を表
すことができてよいと思います。

Ｃ：僕は、このように並べました。

Ｔ：位ごとに並べたということですね。
Ｃ：百の位に〇が２個だから 200、十の位に〇

が３個だから 30、一の位に〇が５個だから５。
Ｃ：色をぬるより簡単で、分かりやすいと思います。

左側におはじき（〇）を２個、
真ん中におはじき（〇）を３個、
右側におはじき（〇）を５個
並べました。

〇 〇 〇
〇 〇 〇
　 〇 〇
　 　 〇
　 　 〇

Ｃ：位ごとに並べると、同じ〇でも１つが 100
になったり、10 になったりします。

Ｃ：もっと数が増えても、同じように表すことが
できるので便利ですね。

Ｔ：例えば、400 だったらどう表しますか。
Ｃ：このように並べました。

Ｃ：〇１つを１と見ると、〇が 400 個必要です。
Ｔ：400 という数は、１が 400 個集まったもの、

100 が４個集まったものと言えますね。
　　では、400 という数は、10 がいくつ集まっ

た数と言えるのでしょうか。

　230は、10がいくつあつまった数ですか？
　〇＝ 10 とみると

　10 を 10 個集めると 100 だから、230 は、10 を 23
こ集めた数です。

　10 や 100 のまとまりに着目しながら、十進位取り記数法の仕組みを考え表現し、数を相対的な大きさ
から捉えている。

評価問題　 子供に期待する解答の具体例

本時の評価基準を達成した子供の具体の姿

お は じ き （ 〇 ） を つ か っ て 2 35 を あ ら
わ す に は ど う し た ら よ い で し ょ う か 。
〇 が た り な い … 235 こ ひ つ よ う ？
色 を ぬ る と
あ ら わ せ る

お く 場 し ょ を か え た ら あ ら わ せ る ！

〇 〇 〇 　 　 位 ご と に 分 け た
〇 〇 〇 　 　 百 の 位 に 　 〇 が ２ こ ＝ 2 0 0
　 〇 〇 　 　 十 の 位 に 　 〇 が ３ こ ＝ 30
　 　 〇 　 　 一 の 位 に 　 〇 が ５ こ ＝ ５
　 　 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 3 5

同 じ 〇 で も １ つ を 10 と み た り 、100 と み
た り す る こ と で 、 す っ き り あ ら わ せ た。

⇒ ● ● ● ● ● ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

も っ と 数 が ふ え て も あ ら わ せ る …
4 0 0 だ っ た ら ど う あ ら わ す か ？

〇 =100 とみて、100 が４こで 400
〇 =10 とみて、10 が 40 こで 400
〇 = １とみて、１が 400 こで 400

 〈 も ん だ い 〉
　230 は 10 がいくつあつまった数ですか？
〇＝ 10 とみると、10 が 23 こ
 〈 か ん そ う 〉
 「〇」１つ分の大きさをかんがえることで、いろい
ろなあらわし方ができて、おもしろかったです。

百 の 位 　 十 の 位 　 一 の 位
　 〇 　 　 　 〇 　 　 　 〇
　 〇 　 　 　 〇 　 　 　 〇
　 〇 　 　 　 〇 　 　 　 〇
　 〇 　 　 　 〇 　 　 　 〇
　 ↓ 　 　 　 　 　 　

200 ＋ 30 ＋５＝ 235

100 が２こ　10 が３こ　        １が５こ

〇をいくつとみ
るかで、いろい
ろなあらわし方
がある。

・位ごとに〇を置くことで、いくつを表しているのか簡単に分かり、便利だと思いました。
・〇１つ分の大きさを変えることで、いろいろな表し方があるのだと分かり、面白かったです。
・ 400 という数は、１が 400 個集まった数というだけでなく、10 が 40 個集まった数、100 が４個集ま

った数だということが分かり、数の見方が広がりました。

百の位　十の位　一の位
〇
〇
〇
〇

〇１つを 100 
と見 れば、4 つ
で 400 と 表せ
ます。



時計の短針や長針の動きを調べることを通して、「時刻」「時間」の意味や、時、分の関係を
理解する。

時間の単位に着目し、時刻や時間の意味や、1 時間＝ 60 分の関係を操作と関連付けて説明
することができる。

見通し

自力解決の様子

学び合いの計画

本時のねらいと評価規準（本時１／２時）

もんだい
　友だちと日よう日に、こうえ
んであそぶやくそくをしていま
す。家を 9 時に出て、こうえ
んのとけいが 9 時 15 分にまち
合わせをすることにしました。
友だちから、「長いはりとみじ
かいはりがどこをさせば 9 時
15 分なの？」とたずねられま
した。（模型時計と時計盤を書
いたプリントを配付）

Ｃ：長い針は９で、短い針は３になるよ。
Ｃ：反対だよ。短い針が３で、長い針が９だよ。
　　（既習を想起し、長針・短針の約束を確認）
Ｃ：短い針は、９と 10 の間だよ。
Ｔ：本当ですか。
Ｃ：模型時計を使ってやったら、そうでした。
Ｃ：短い針は、時を表すから９を指すはずです。
Ｔ：本当に９と10の間にくるのか確かめましょう。
Ｃ：どうして、短い針は９と 10 の間なのかな。

A つまずいている子 C ねらい通りに解いている子
　短針と長
針の位置が
逆になって
いる。

　短針が９を
指し、長針が
３を指してい
る。

　短針が９と
10 の間を指
し、長針が３
を指している。

ねらい

評価規準

　模型時計を操作して、短針と長針には、どんなきまりがあるか調べよう。学習のねらい　

　時計の読み方については、第 1 学年で「何時」
「何時半」の時計の読み方を学習しています。また、
日常の生活でデジタル時計をよく目にしています。

しかし、アナログ時計の読みや、時刻と時間の関
係の理解は、子供にとって難しい内容です。
　時刻は時の流れの１点を示し、時間は時刻と時

執　　筆：神奈川県横浜市立西富岡小学校主幹教諭　純岡尚史
編集委員：文部科学省教科調査官　　　　　　　　　笠井健一
　　　　　島根県立大学教授　　　　　　　　　　　齊藤一弥

時計を生活に生かそう

たし算のしかたを考えよう
長さをはかってあらわそう
100より大きい数をしらべよう
時計を生活に生かそう
ひっ算のしかたを考えよう
さんかくやしかくの形をしらべよう
新しい計算を考えよう
九九をつくろう
1000より大きい数をしらべよう
長い長さをはかってあらわそう
分けた大きさのあらわし方を考えよう
はこの形をしらべよう

プリントに短い針と長
い針をかきましょう。

短い針が時を、長い針が分を
表すよ。【方法の見通し】

模型時計を使えば、時刻を求め
られるよ。【解決の見通し】

B 素朴に解いている子

4/5月
  

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

？



Ｔ：なぜ、短い針は、９と 10 の間にあるのですか。
Ｃ：短い針も一緒に動いているからです。
Ｃ：長い針と短い針は、関係しているからです。
Ｔ：模型時計で長針と短針のきまりを調べましょ

う。

ノート例

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

学習のまとめ

感想例

Ｃ：長い針が動くと、短い針も動いています。
Ｃ：９と 10 の間に５この目盛りがあります。
Ｔ：長い針が一回りするのに、目盛りはいくつで

すか。
Ｃ：全部で、60 目盛りあります。
Ｃ：1 時間は、60 分間になります。
Ｃ：15 分は、15 目盛りの場所にあればよいです。
Ｔ：時計の目盛りをまっすぐに伸ばすと、15 分

間は、どこからどこまでですか。
Ｃ：時間は、9 時から 9 時 15 分までの長さです。
Ｃ：時刻が点で、時間が長さみたいです。

　学校の日課表を
見ながら、お昼ま
での活動の始まり
の時刻と終わりの
時刻、活動の時間
を、模型時計を使
って、友達に説明
しましょう。

　朝の会の始まりの時
刻は８時 15 分で、終
わりの時刻は 8 時 25
分です。活動時間は、
10 分間です。

日課表

　日常の場面につ
いて、模型時計を
用いて、時刻や時
間の説明すること
ができる。

評価問題　 子供に期待する解答の具体例 本時の評価基準
を達成した子供
の具体の姿

 ７ 月 1 2 日 （ 月 ）
 〈 も ん だ い 〉
　 長 い は り と み じ か い は り が ど こ を さ
せ ば、 9 時 15 分 ？

　 　 　 　 　 　 長 い は り 　 ９
　 　 　 　 　 　 み じ い は り ３

　 長 い は り と み じ か い は り に は 、 ど ん
な き ま り が あ る の だ ろ う 。

 〈 分 か っ た こ と 〉
・ 長 い は り が １ し ゅ う す る と 、 み じ か
　 い は り が １ す す む 。
・ 60 め も り が あ る 。
　  
・ み じ か い は り も 少 し ず つ う ご く 。

    時 こ く と 時 こ く の 間 が 時 間

 〈 ふ り か え り 〉
　 時 こ く と 時 間 の ち が い が 分 か る よ う
に な っ た 。
　 日 か 表 を ま も れ て い な い こ と が あ る
の で 、 こ れ か ら は 時 間 に ま に あ う よ う
に 行 ど う し た い で す 。1 時間＝ 60 分

９と 10 の
あいだ

長さみたい

９時 ９時
15分

９時15分

９時15分時こく

時こく

時間

家を出た
時こく

時間

待ち合わせ
の時こく

刻の間の大きさの量であることを子供が捉えるこ
とが困難なためでしょう。
　そこで、子供にとって身近な待ち合わせの文脈

を設定したり、数直線を用いて時間を視覚化した
りすることで、時間への理解を深められるように
しましょう。

　本時は、短針や長針の動きを調べ、模型時計の操作や数直線と関連付けることで、時刻や時間の関係を
理解できるようにします。また、学校生活の日課表と結び付けることで、今後の生活改善に生かしていき
ましょう。

・時刻と時間が分かるようになったので、これからは時間に間に合うように行動したいです。
・時計は、長い針が動くと短い針も動くので、短い針をよく見ると、だいたいの時刻まで分かります。

９時 ９時
15分

９時15分

９時15分時こく

時こく

時間

家を出た
時こく

時間

待ち合わせ
の時こく

朝の会
朝の活動
１校時
２校時
太陽の時間
３校時
４校時
給食
昼休み

 ８：15 ～  ８：25
 ８：25 ～  ８：40
 ８：45 ～  ９：30
 ９：35 ～ 10：20
10：20 ～ 10：40
10：45 ～ 11：30
11：35 ～ 12：20
12：20 ～ 13：05
13：05 ～ 13：25
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町ですてきを見つけよう

どんな二年生になろうかな
おいしくなあれ！　ぼく・わたしの野菜
町ですてきを見つけよう
生きもの　なかよし　大作せん
わくわくおもちゃ大作戦
公園のヒミツを探れ！
冬野菜を育てよう～大根マスターにチャレンジ～
いいとこ見つけた　ぼく・わたしの町
はっけんわくわく　町のおたから
たいせつに育てるよ！　小さな友だちモルちゃん
みつけよう　すてきなじぶん
ありがとうをとどけたいな

お家の人と一緒に「すてき」見付けよう。

期待する子供の姿

単元の流れ（10 時間）

知識及び技能の基礎

学習の流れ

　地域の自然や人と関わる活動を通し
て、身近な自然の移り変わりや自分た
ちの生活が、身近にいるたくさんの人々
に支えられていることに気付く。

○自分の通学路にある「すてき」を見付けよう（３時間）
①家から学校まで【１時間】

②学校から家まで【１時間】

③授業参観後、保護者とともに学校から家まで【１時間】

○クラスみんなで通学路にある「すてき」を見に行こう（２時間）

○自分の通学路にある「すてき」を紹介しよう（４時間）

○「すてき」ナンバー１を紹介しよう（１時間）

　地域の自然や人と関わる活動を通して、
通学路の自然やそこで生活したり働いたり
している人、それらが自分とどのように関
わっているかについて考えることができる。

　　自分の通学路の様子を思い起こ
し、場所や人、自然への関心や期待
をもちながら、それらと繰り返し関
わろうとしている。

　　通学路にはさまざまな場所や人、
自然があり、季節ごとの変化がある
ことに気付いている。

　　通学路で見付けたさまざまな
「すてき」をふり返り、表現している。

　　地域にはさまざまな「すてき」
があることに気付いている。
　　通学路で見付けた地域の「すて
き」について、友達と交流している。

　　地域には自分たちを支えてくれ
ている人々がたくさんいることに気
付いている。
　　地域の「すてき」と自分との関
わりについてふり返り、表現してい
る。

　　地域の自然や人のよさを実感し、
地域への親しみや愛着を深めている。

　地域の自然や人と関わ
る活動を通して、 それら
に親しみや愛着をもち、
適切に接しようとする。

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。

歩道橋は景色がいい
し、学校も見えるよ。

僕も行って
みたいな。

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

・クラス全員で見に行きたい通学路にある「すてき」を決める。
・クラス全員で決めた目的地へ行く。
・熱中症対策を十分に行い、移動時間などを考慮する。

・ 90㎝× 15㎝ほどの大きな紙に、今までの探検をまとめた「道カード」を作る。
・学校を中心にした学区の大まかな地図を教師が事前に作成し、４分割しておく。
・４分割した地域ごとに、子供が作った「道カード」を貼り付け、地域ごとに

通学路の「すてき」を発表する。
・４分割していた地図を合体させ、クラスで１つの大きな地図を完成させる。
・大きな地図を眺めながら、全員の前で自分の通学路の「すてき」を発表する。

・自分が１番だと思う地域の「すてき」を選び、紹介する。

・保護者に、事前に協力のお願いをしておく。
この花壇は、いつも○○さん
がお世話してくれているよ。

通学路には、どんな
「すてき」があった
かな？　思い出して
書いてみよう。

みんなの通学路には、どんな「す
てき」があふれているかな？

すてきがた
くさん見付
かった！

明日、クラ
スの子にも
教えてあげ
たいな。

タンポポが前は
なかったのに、
今はたくさん咲
いているね。

毎日見ているはずなの
に、思い出せないよ。

じっくり見て
みたい！



○道カードの工夫

○分身ペープサート

道カードの例

●こんな場面で見とりましょう

●困っている子供にはこんな支援をしましょう

・家と学校までの道は、直線にします。
　　右左折などに関係なく、気付きをたくさん書くことができます。
・直線の左右に大きくスペースをとります。
　　通学路に隣接したものだけではなく、そこから見える遠くの物への気付きも
書けるようになっています。
・書く前に、道カードを半分に折って折り目を付けます。
　　家と学校との中間地点を示すことで、書くときの目安になります。

 ≪材料≫
・はがきサイズくらいの紙（２枚）
・タピオカ用ストロー（１本）
≪作り方≫
①紙２枚に自分の分身の絵を描きます。
②紙の中心に、ストローを固定します。
　※上下からはみ出るストローの長さは同じく
らいにします。
③もう一枚の紙で挟み、ペープサートを作ります。
≪活用≫
　ペープサートの上下に指示棒をさし込むと活
用の場が広がります。

※発表時は道カードや大きな地図上を子供の分
身が歩き、地域の人との関わりを再現できます。

・「道カード」を書く経験（全
４回）を重ねるごとに、「すて
き」の量や質が高まっている。

・ほかの季節との比較にも目が
向いている。

・「誰が」「どこで」「いつ（どの季節と比べて）」
「何を見付け」「どう思ったか」を自分の言
葉で伝えている。
・自分と友達の気付きの共通点や相違点を見
いだしている。

○「道カード」作りの過程

○「すてき」見付けの着眼点を提示

○発表の様子

・話し始めの
きっかけを
与え、安心
感を生み出
す。

○発表時のスタートとゴールのせりふを指定

カードを工夫して、多くの気付きを引き出しましょう。

発表教具を工夫して、地域を自分との関わりで捉えられるよ
うにしましょう。

この単元で特に重点をおきたい資質・能力を取り上げています。

活動のポイント１

活動のポイント２

評価のポイント

　ふだん何気なく通る通学路にどんな「すてき」があるのか、関心をもて
るようにしたいものです。そのためには、正確な地形にこだわらず、自由
に気付きを書けるように、「道カード」を工夫するとよいでしょう。

「分身ペープサート」を使うと、ペア・グループ・クラス全体発表時に子供自身の分身が大活躍し、自分と
の関わりが見えてきます。ペープサートが地域の人との関わりも促し、インタビューの練習にもなります。

※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。

を探してみましょう。

（思考・判断・表現）　地域の「すてき」と自分との関わりについてふり返り、表現している。

見付ける　　比べる 伝え合う　　比べる

どういたし
まして。

学区の花壇の
お世話をいつ
もしてくれて、
ありがとうご
ざいます。

前に友達が
見付けたす
てきが、僕
の通学路に
もあったよ。

家を出ま
した。

学校に着
きます。

建物
遊び場

自然 人
物
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生きもの   なかよし　
大作せん

どんな二年生になろうかな
おいしくなあれ！　ぼく・わたしの野菜
町ですてきを見つけよう
生きもの　なかよし　大作せん
わくわくおもちゃ大作戦
公園のヒミツを探れ！
冬野菜を育てよう～大根マスターにチャレンジ～
いいとこ見つけた　ぼく・わたしの町
はっけんわくわく　町のおたから
たいせつに育てるよ！　小さな友だちモルちゃん
みつけよう　すてきなじぶん
ありがとうをとどけたいな

単元の流れ（22 時間）

学習の流れ

○身近にいる生き物を探してみよう（３時間）

○ 川で生き物を捕まえよう（４時間）

○生き物マスターをめざそう（２時間）

○「にっこにこ水族館」を開き、一年生を招待しよう（５時間）

○「元気でいてね」今まで飼っていた生き物をどうするか考えよう（２時間）

○にっこにこハウスをつくろう（２時間）

○長く飼うためにはどうしたらよいのかな（４時間）

　　生き物に関心をもって関わろうとし
ている。

　　生き物の特徴や生き物がいる場所を
意識しながら、育ててみたい生き物や採
集方法を選んだり決めたりしている。

　　生き物の変化や成長の様子に関心を
もち、毎日のえさやりなどの世話をして
いる。
　　生き物の立場に立って関わり方を見
直しながら、世話をしている。

　　毎日の観察や世話を通して、発見し
たことを工夫して伝えている。
　　世話が上手にできるようになった自
分自身の成長に気付いている。 

　　育ててきた生き物のことや心を寄せ
て世話をしてきたことなどをふり返り、
生き物の立場に立って表現している。 
　　生き物に親しみや愛着をもち、生命
あるものとして関わろうとしている。 

　　それぞれの生き物がすんでいた環境
をもとにして、生き物にとって暮らしや
すいすみかを考え、材料を準備している。
　　生き物の特徴、育つ場所、変化や成長
の様子に応じて世話をしようとしている。

　　それぞれの生き物に合った世話のし
かたがあることに気付いている。

評価規準等

※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。

学校で飼ってみたい
生き物はいるかな？

近くの川で、生き物を探してみましょう。

どうして死んじゃったのかな。

どうやって飼ったらいいのかな。

えさは何かな。図鑑で調べてみよう。

生き物がにっこに
こになるすみかづ
くりをしましょう。

水がいけなかったのかな。

２匹一緒に入れ
たのがいけなか
ったのかな。

地域の講師さんに捕まえ方を教えてもらったよ。

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

期待する子供の姿
知識及び技能の基礎

　生き物を観察したり世話をしたりす
る活動を通して、生き物には生命があ
ることや、適した環境や世話のしかた
があることに気付く。

　生き物を観察したり世話をしたり
する活動を通して、それぞれの生き
物の変化や成長の様子に関心をもっ
て働きかけることができる。

　生き物を観察したり世話を
したりする活動を通して、生
き物に関心をもち、親しみを
もって大切に育てようとする。

思考力、判断力、表現力等の基礎 学びに向かう力、人間性等

ずっと世話をしてき
たから、これからも
飼い続けたい。 

教室で協力して飼いたい。
卵を産んで赤ちゃんが育
つかもしれない 。 

せまい所で飼うより捕まえてき
た所に返したほうが、生き物に
とって幸せかもしれない。 

クイズを出し
たら楽しんで
もらえるかな。

タッチコーナーをつ
くって触れるように
したらどうかな。

えさは、にぼ
しをたくさん
食べるよ。 

川には草があっ
たから、水草を
入れたいな。

生き物マスターさん、
僕の生き物の元気がな
いのはどうしてですか。

捕まえた場所を思い出して考えるよ。

石を入れて、隠
れられる場所を
つくろうかな。

泳いでいるところが
見たいから、メダカ
を飼ってみたいな。

はさみがあってかっこいいから、
ザリガニがいいな。学校のビオ
トープにたくさんいるよ。



○生き物に関心が向くような
場の設定

○地域性を生かして

○愛着をもたせる工夫 ○観察や世話で生き物マスターを目
指す

飼育活動への意欲が継続する工夫をしましょう。

地域の特性や地域の人、友達との関わりがもてる活動をしましょう。

活動のポイント１

活動のポイント２

　生き物は、大半の子供にとって
はとても魅力的です。一方で、苦
手意識をもっている子もいます。
まずは、生き物に関心を向けるこ
とから始めましょう。生き物が題
材の絵本や図鑑、生き物に詳しい
作家の本を揃えて学級文庫に置い
たり、学校司書と連携して生き物
本コーナーを設置したりして、い
つでも気軽に読める工夫をしてお
くとよいでしょう。また、飼育場
所は、教室など身近な場所にしま
しょう。ちょっとした変化に気付
きやすく、興味も増します。

　自然に恵まれた地域であれ
ば、その特性を生かし、安全
を確認したうえで近くの川で
生き物探しをするのがおすす
めです。実際に川に入って行
う活動は子供を夢中にさせま
す。近くに安全に活動できる
場所がなければ、学校のビオ
トープやプールを活用すると
よいでしょう。身近な場所で、
自分で捕まえた生き物を飼う
ことが、子供たちの意欲を育
み、責任をもって大切に飼う
こと、命と向き合うことへと
つながります。

　生き物は自分たちと同
じ命があることに気付き、
責任をもって世話ができ
るよう、一人１飼育とし
ます。採集活動で、自分
で捕まえた生き物を育て
ることで、より親しみが
増し、活動意欲が高まり
ます。

　飼育活動では、授業だけではなく、毎日、
生き物の様子や自分が世話したことを記
録していきましょう。成長の様子や変化
が分かります。記録を蓄積していくこと
で、脱皮や変態することなど、生き物に
よって成長のしかたが違うことに気付き、
生き物への興味関心が高まります。
　また、「修行中」から「生き物マスター」
へレベルアップする仕組みなど、子供た
ちが楽しみながら活動できる工夫を取り
入れるのもおすすめです。

○地域の人や友達との関わり
・地域講師を迎えて
　生き物に詳しい地域講師の方がいたら、一緒に活動
してもらいましょう。生き物について楽しく紹介して
もらったり、川遊びの体験を話してもらったりするこ
とで、子供たちの意欲が高まることでしょう。飼育中の悩みに対してアドバイスをし
てもらうことで、生き物への関心をさらに高めることもできます。
・生き物掲示版の設置
　分からないことや知りたいことをつぶやいたり、
見てほしい自慢を書いたりする掲示板を設置するこ
とで子供同士の関わりも生まれます。友達の疑問に
答えたり、調べてアドバイスをしたりすることで、
友達の生き物と比べ、同じところや違うところに目を向けられるきっかけにもなりま
す。また、成長の違いや特徴について意見交換することで気付きも生まれます。観察
時に大きな変化があったときには写真を撮り掲示することで、育ててきたことへの自
信にもつながります。

えさだよ。あれ？
様子が変だぞ。

私のザリくん、元気がな
いと思ったら脱皮したよ。

○飼育活動の様子 ○全体での交流○観察カード ○友達との伝え合い
●こんな場面で見とりましょう

生き物を観察したり世話をしたりする活動を通して、生き物
に関心をもち、親しみをもって大切に育てようとしている。 

評価のポイント

えさをあげすぎる
と、残った餌が腐
って水が濁るよ。水が濁っているよ。

何がいけないのかなあ。えさを全然
食べないの。
心配ね。

川の様子を思い
出して、すみか
をつくったよ。

・「にっこにこ水族館」の場面で ・「元気でいてね」の場面で
○生き物の命を考えるために

「にっこにこ水族館」の後、今まで大切に飼ってきた生
き物をこの後どうするか、子供たちが培ってきた自然へ
の知識と生き物への感情が入り混じるなか、自己決定を
迫られる場面です。子供たちの自然観や生命観を確かに
する大切な場面になります。一人ひとりの思いを大切に
し、今までの生き物との関わりから、それぞれが根拠を
明らかにして自己決定できるよう支援したいものです。

　大切に世話してきたからこその葛藤を認め、称賛
したうえで、水族館での展示方法などを紹介すると
よいでしょう。

大事に飼って
いるからあま
り触らせたく
ないなあ。

触らなくても紹介す
る方法はないかな。
水族館はどんな工夫
をしているかな。



手足をぎゅ
っと！

ぶら下がったままくるっと！

足をかけてくるっと！

ピン！（背中）
くるっと！（回転）
とん！（着地）

力をぬいて
「だら～ん」
「ぶら～ん」

とんとん
ジャンプ

足をピ～ンと

お腹でぶら～ん、
イチニサンシゴ

ゆっくり下
りるよ。
クルーンぴ
たっと

背中もピン！ ぎゅっと腕を曲げよう！

ぴたっとランド

くるっとランド

だら～んランド お話てつぼう

執　　筆：滋賀県大津市立平野小学校教諭　　　大﨑聖子
編集委員：国立教育政策研究所教育課程調査官　塩見英樹
　　　　　滋賀県大津市立瀬田東小学校校長　　内藤康司

てつぼうランドでおさるの
お話大ぼうけん
器械・器具を使っての運動遊び
（鉄棒を使った運動遊び）

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

楽しもう

授業づくりのポイント

～みんなでお話を楽しもう！～

　低学年は、ジャングルジムや雲梯などの固定施設
で体を動かしながら遊ぶことで、基本的な動きを身
に付けていきます。
　そこで、遊びの要素を取り入れ、成功体験を得や
すいように場の設定を工夫していくことが大切です。
　また、鉄棒を使った運動遊びでの回転や支持、逆

　単元前半では、「てつぼうランド」という場を設定し、
どの子供も「楽しそう」「やってみたい」と運動遊びの
楽しさに触れられるようにしていきます。下に示すよ
うに、みんなで「さる」になりきったり、「腕支持」「振

さの姿勢、ぶら下がり、振動などの基本的な動きや
技能は、一見すると怖さや難しさを感じる動きです
が、下に紹介するように動物になったり、お話の言
葉に合わせたりして運動できるようにしていくこと
で、楽しく学習を進めていくことができます。

動」「回転」の３つの場に分け、「お話の言葉」に合わ
せたりして、楽しみながら挑戦できるようにしていき
ましょう。はじめは１人で行い、慣れてきたらペアで
動きを合わせるなど、活動の工夫をしていきましょう。

てつぼうランドでチャレンジタイム　～みんなでおさるになろう～

●休けい

●足ぬきまわり

①待つ場所の明示 ②安心して運動を行う場の工夫

●地球まわり ●前まわり

●ひざかけぶら～ん（こうもり） ★跳び上がり

①足ピン

②だら～ん

③前まわり

●足ピン

●だら～ん

●ぎゅっとちぢんで

●片手で地面タッチ

　よい動きをイメージしたり、共有したりするために、大きく、小さくと
いう言葉だけでなく、具体的なイメージをもてるような言葉がけの工夫を
していきましょう。
　※力を入れよう⇒胸をはって
　※大きくふろう⇒つま先を遠くにしよう
　※体を丸めよう⇒ボールのように小さくなろう

安全に行うための場の工夫 ＜よい動きを共有するための教師の言葉がけ＞

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

マット待機線



１時間

学習
課題

２ ３ ４ ５
鉄棒に慣れよう 鉄棒遊びでできる遊びを増やしていこう 動きを組み合わせてペアでお話を楽しもう

0分

単元計画

＜ポイント＞
　ペアの友達の言葉に合わせていろいろな動き
に挑戦することで、楽しく動きを身に付けてい
くことができます。

「楽しもう」で身に付けた動きから３つの動き
（腕支持・振動・回転）を１つずつ選んでつな
げていきます。苦手な子供は、同じ場から複数
の動きを選んだり繰り返したりしてもよいなど、
個に応じた支援をしていきましょう。

お話てつぼう（例）
　① おさるさんがちょっと休けい１・２・３
　② 力をぬいてぶら～んぶらん
　③ 友達見付けてうれしいね、くるっと回転

友達のお話に合わせて動き
をつなげると面白いね！

ぶら～んとぶら下がってる感
じがおさるさんみたいだね！

　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が考えられます。
　○決まったペアと取り組むこと
　○体の接触がないようにすること
　○授業前後の手洗いを徹底すること
　○活動中には不必要な大声を出さないようにすること
　○集合・整列時の子供の適切な距離を確保すること　など

●オリエンテーション
・鉄棒の約束
・学習の進め方（安全に関する確認）
●鉄棒遊びを楽しもう
「さる」になりきっていろいろな動
きを試してみよう。

●ウォーミングアップ
・準備体操　・固定施設を使った運動遊び（ジャングルジム・雲梯・登り棒など）

●てつぼうランドでチャレンジタイム

・ペアでできる遊びに取り組もう。
　（動きを合わせて・じゃんけん）
●「お話てつぼう」にチャレンジしよう
　教師の言葉に合わせて鉄棒遊びに挑
戦してみよう。

●お話をつなげてチャレンジしよう
★跳び上がり + ３つの動きを選んで試

してみよう。
・ペアで選んだ動きに合ったお話を考

えよう。
・お話に合わせてつなげてみよう。

●「てつぼうランド」でお話てつぼう発
表会

　ペアで作ったお話を発表し合い、よい
動きを見付けて友達に伝えよう。

○学習課題をたしかめよう

・足ピン　・休けい
・ぎゅっとちぢんで

・ひざかけぶら～ん
・片手で地面タッチ
・だら～ん

・前まわり
・地球まわり
・足ぬきまわり

45分

●ふり返り

運動を楽しもう もっと運動を楽しもう

へんしんチャレンジ

もっと楽しもう ～動きを組み合わせてペアでお話を楽しもう～
　単元の後半では、身に付けた動きをつなげてお話
をつくり、ペアで楽しめる場を設定します。
　選んだ動きをペアの友達にお話ししながら見ても
らうことで、楽しく運動に取り組めるようにしてい

きましょう。
　また、教師がよい動きを見付け、どんどんほめて
いくことで、子供の意欲を引き出し、動きを高めて
いくようにしていきましょう。

お話をつなげてチャレンジしよう

　子供に身に付けたい動きをお話でつなげていく
ことで、ペアでの関わりが生まれ、より楽しく運
動に取り組めるようになります。例えば、上のよ
うに「さる」になりきるなどのお話を、子供たち
と一緒につくっていきましょう。

かかわり思考ツール　お話てつぼう

名前（　　　　　　　　　　　）

ぴたっと だら～んと くるっと

ぴたっと

ぶら～んと

くるっと ●みんなで遊ぼう
　できるようになった遊びをしよう。
・こうもりじゃんけん　・連続前回りなど

ぴたっと　 ひざかけぶら～ん ( こうもり )　　

くるっと



執　　筆：滋賀県大津市立志賀小学校教諭　　　森山大輔
編集委員：国立教育政策研究所教育課程調査官　塩見英樹
　　　　　滋賀県大津市立瀬田東小学校校長　　内藤康司

「ブクブク・プカプカランド」で
レベルアップ！
水遊び
～めざせブクブク・プカプカマスター！～

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

楽しもう

授業づくりのポイント

～ブクブクもぐったり、プカプカ浮いたりすることを楽しもう～

　二年生の「水遊び」では遊びや簡単な運動を通して、
中学年の水泳運動の学習につなげていくことや、「水
の中を移動する」「もぐる・浮く」などの基本的な動
きを楽しみながら身に付けられることをめざします。
　単元前半では、「息を止めたり、吐いたりする感覚」

　単元前半では、下のような壁や補助具につかまって水に
浮いて遊んだり、水にもぐってじゃんけんをしたりするな
ど、いろいろな遊びを楽しめるようにします。また、水に
慣れていない子供にとっては、水の中で鼻や口から息を出

や「息を吸って止め、リラックスし体を浮かす感覚」
を身に付けます。
　単元後半では、さまざまな生き物や物に変身し、
友達と「ブクブク・プカプカランド」で水遊びを楽
しんでレベルアップをめざしましょう。 

すことに抵抗を感じる場合があるため、ボビングやバブリ
ングを「ん～ん～ん～、パ！」のように口伴奏をつけて繰
り返し練習するなど、安心して息を止めたり吐いたりしな
がら水遊びを楽しめるようにしていきましょう。

学習①ブクブクもぐろう！ 学習②プカプカ浮こう！

●水中じゃんけん ●だるま浮き ●ふし浮き（壁）●ラッコ浮き

●トンネルくぐり

●ペアシーソー

●動物歩き

　自然に顔がつけられるような遊びを取り入れましょう。

　動物歩きで時間内に、どちらが多くのお宝（石）を拾
えるかを競争しましょう。

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

●ムササビ浮き ●お化け浮き

チャレンジ 動物お宝ひろい

　ペアの人の手（補助具）を持って引っ張りましょう。
いろいろな浮き方で引っ張ってみましょう。

チャレンジ 引っ張り競争

変身する動物を指定したり自分で決定したりして、
どの動物がやりやすいかを考えられるとよいですね

友達や補助具に支え
られることで、恐怖
心をやわらげ、脱力
した姿勢をつくるこ
とができます。

目を開けない
と色が分から
ないよ！

２つもとれたよ！

「おへそを見てごらん」「プールの底を見てごらん」と声
かけすることで、自然と顎を引くことができます。どの
浮き方が進みやすいかな？

両手を持
っている
からね！

力をぬい
て！

行けー！

お宝はかご
に入れます。

※地域の感染状況に応じて、特定のペアで短時間で行う、不必要に大声を出さないようにする等の対策を講じることが考えられます。



１・２ ３・４ ５・６ ７・８ ９・10時間

学習
課題 きまりを守って安全に

楽しもう！
「ブクブクの力」を高
めよう !!

「プカプカの力」を高
めよう !!

ブクプカランドの遊び
方を知ろう！

ブクプカランドでレベ
ルアップしよう !!

0分

単元計画

●オリエンテーション
・集合、整列、あいさ

つ
・健康観察
・人数の確認（バディ）
・学習のきまりを確認
●準備体操・シャワー
●水慣れ遊び
・水中かけっこ
・まねっこ遊び
　カニ・カンガルー
　カエル・ワニ　など
●鬼遊び
・手つなぎ鬼
・ワニ鬼ごっこ
・顔つけ鬼ごっこ など
●まとめ
・集合、整理体操、人

数 確 認（ バ デ ィ）、
シャワー

学習①
ブクブクもぐろう！
・水中じゃんけん
・トンネルくぐり
・ペアシーソー
・動物歩き

チャレンジ
☆動物お宝ひろい！
　動物に変身し、お宝

を拾います。クラス
対抗や、チーム対抗
で行いましょう。

学習②
プカプカ浮こう！
・クラゲ浮き
・だるま浮き
・ムササビ浮き（大の

字）
・お化け浮き

チャレンジ
☆引っ張り競争！
　ビート板を持ったペ

アを引っ張って競争
しましょう。いろい
ろな浮き方でもやっ
てみましょう。

「ブクブク・プカプカ
ランド」の遊び方を知
ろう !!

　変身カードを使い、
試しの遊びを行いまし
ょう。

「ブクブク・プカプカ
ランド」でレベルアッ
プし、「ブクブグ・プ
カプカマスター」にな
ろう！

　ペアやグループで繰
り返し遊び、楽しんで
レベルアップをめざし
ましょう。

45分 運動を楽しもう 運動をもっと楽しもう

もっと楽しもう ～「ブクブク・プカプカランド」で楽しみながらレベルアップしよう!!～
　単元後半は、これまでの学習で身に付けたことをよ
りレベルアップしていくことをめざします。
　下の絵のように、もぐる遊びの「ブクブクランド」と、
浮く遊びの「プカプカランド」に分け、各ランドのプ

ールサイドに「変身カード」を置いておきます。
　ペアやグループの友達とカードを選び、出たカード
の動物や物になりきって水遊びを楽しめるようにしま
しょう。

単元前半は「もぐったり浮いたりする遊び」を楽しみ、後半は「ブクプカランド」で変身することを楽しみます。

※教師の人数やプールの広さなどの環境に合わせて、各ランドを１つや２つの場に設定したり、時間を分けたりするのもよいでしょう。

集合・整列・準備体操・シャワー

水慣れ遊び（水かけ・顔付け・電車ごっこ・手つなぎ鬼　など）

集合・整列・人数確認（バディ）・整理体操・シャワー

もぐる遊び・浮く遊び

※新型コロナウイルス感染対
策として、上の図のように
プールを分割して密集状態
を避けたり、活動の際には
子供同士の距離を取ったり
しましょう。

　カードの表面にはいろいろな動物や物のイラストを描い
ておき、裏面には「ブクブク・プカプカマスター」のポイ
ントを書いておきます。友達とカードを選んで、より活動
を楽しんでレベルアップできるようにしましょう。

かかわり思考ツール　変身カード
表

まっすぐに
手足をのば
そう！

裏

※低学年では、「水遊び」の経験が少なく、水を怖がる子供がいることも想定しておくことが大切です。顔を洗ったり、シャワーを浴び
たりすることをていねいに行うなど、怖さを克服できるように工夫していきましょう。また、プールサイドの歩行、入水のしかた、危険
な行為、バディのチェックなどの「水遊びの心得」を十分に意識できるようにしましょう。

ブクブクランド①

プカプカランド②

プカプカランド①

ブクブクランド②

教師①全体指導

「長く浮く」「長くもぐる」「真
っすぐ伸びる」など、レベル
アップできれば「ブクブク・
プカプカマスター」として認
定し、ほめていきましょう。

お化け対決だぁぁぁ
長く浮けるよ

１・２・３！

水中じゃんけん

長浮き対決

動物宝ひろい

引っ張り競争

トンネルくぐり
ボビング

教師②個別対応


