
文部科学省教科調査官監修

実践のヒントとアイディア
小学三年生

表とグラフ（棒グラフ）

10000 より大きい数

算数

ティーボール　
～ベースボール型ゲーム～

水泳運動

※学習活動の実施に
当たり、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
安全確保に十分配
慮してください。

体育

「せつ明文のひみつ」をさぐろう

まいごのかぎ、ふしぎ発見！

国 語



国語小学三年生
光村図書

年
間
指
導
計
画

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

・
第
二
学
年
で
の
説
明
的
な
文
章
の
学
習
を
ふ
り
返
り
、
活
用
へ
の
意
欲
を
も

つ
と
と
も
に
、
さ
ら
に
「
せ
つ
明
文
の
ひ
み
つ
」
を
探
っ
て
い
く
と
い
う
学

習
の
見
通
し
を
も
つ
。

・
「
昔
遊
び
カ
ー
ド
」
の
モ
デ
ル
を
見
て
、
学
習
の
ゴ
ー
ル
を
確
か
め
る
。

（
ア
イ
デ
ィ
ア
①
）

◎
第
一
教
材
「
言
葉
で
遊
ぼ
う
」
を
読
み
、「
段
落
」
の
意
味
や
働
き
、「
問
い
」

と
「
答
え
」
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

◎
第
二
教
材
「
こ
ま
を
楽
し
む
」
を
読
み
、「
段
落
」
の
意
味
や
働
き
、「
問
い
」

と
「
答
え
」
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。

・
文
章
全
体
を
〈
は
じ
め
〉〈
中
〉〈
お
わ
り
〉
に
分
け
る
。

・
「
組
み
立
て
読
み
取
り
表
」
を
活
用
し
、段
落
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
捉
え
る
。

（
ア
イ
デ
ィ
ア
②
）

・
〈
中
〉
の
６
つ
の
事
例
に
つ
い
て
、「
事
れ
い
の
入
れ
か
え
を
し
て
み
よ
う
」

と
い
う
話
合
い
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
事
例
の
順
の
意
図
に
つ

い
て
考
え
る
。                                                       （
ア
イ
デ
ィ
ア
③
）

◎
日
常
生
活
な
ど
で
興
味
を
も
っ
た
昔
遊
び
に
つ
い
て
、「
せ
つ
明
文
の
ひ
み

つ
」
を
活
用
し
て
「
昔
遊
び
カ
ー
ド
」
に
ま
と
め
る
。

◎
「
昔
遊
び
カ
ー
ド
」
を
基
に
お
気
に
入
り
の
昔
遊
び
を
紹
介
し
合
い
、
実
際

に
昔
遊
び
を
体
験
し
な
が
ら
、
説
明
の
工
夫
を
確
か
め
合
う
。

・
「
三
年
○
組
○
人
○
色
！
　
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
『
昔
遊
び
カ
ー
ド
』
集
」
を
作

成
す
る
。

①
身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

本
単
元
で
は
、〈
は
じ
め
〉〈
中
〉〈
お
わ
り
〉
と
い
う
文
章
全
体
の
構
成
や
、「
段
落
」

の
意
味
や
働
き
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。
段
落
相
互
の
関
係
に
着
目
し
な
が
ら
、
考
え
と
そ

れ
を
支
え
る
理
由
や
事
例
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
、
叙
述
を
基
に
捉
え
る
力
を
育
成
す

る
こ
と
を
め
ざ
し
ま
す
。
そ
し
て
、
文
章
の
ま
と
ま
り
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
説
明
的
な

文
章
を
俯
瞰
的
に
読
み
、
全
体
の
内
容
を
捉
え
る
力
の
素
地
を
養
い
ま
す
。

②
言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

　

本
単
元
で
は
、「
せ
つ
明
文
の
ひ
み
つ
」
を
探
る
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
読
む
こ
と
で
、

よ
り
よ
い
説
明
の
し
か
た
を
知
り
、「
昔
遊
び
カ
ー
ド
」
を
ま
と
め
て
学
級
・
学
年
の
友

達
に
伝
え
る
と
い
う
言
語
活
動
を
設
定
し
ま
す
。「
言
葉
で
遊
ぼ
う
」「
こ
ま
を
楽
し
む
」

を
読
ん
で
学
ん
だ
「
せ
つ
明
文
の
ひ
み
つ
」
を
活
用
し
、
選
ん
だ
昔
遊
び
の
名
前
、
遊
び

方
や
楽
し
み
方
な
ど
を
中
心
と
な
る
語
や
文
を
意
識
し
て
分
か
り
や
す
く
ま
と
め
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
「
昔
遊
び
カ
ー
ド
」
を
作
り
上
げ
ま
す
。「
せ
つ
明
文
の
ひ
み
つ
」
を
知
り
た

い
と
い
う
目
的
意
識
を
明
確
に
も
つ
こ
と
で
、
主
体
的
に
読
む
姿
を
期
待
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
実
際
に
「
せ
つ
明
文
の
ひ
み
つ
」
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
説
明
の
工
夫

に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
ま
す
。
可
能
で
あ
れ
ば
、
で
き
上
が
っ
た
「
昔
遊
び
カ
ー
ド
」

を
集
め
て
、「
三
年
○
組
○
人
○
色
！　

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
『
昔
遊
び
カ
ー
ド
』
集
」
と
い

う
形
で
製
本
し
、
一
人
ひ
と
り
の
学
習
の
成
果
を
確
認
す
る
こ
と
で
活
用
を
図
り
ま
す
。

　

一
人
ひ
と
り
の
感
じ
方
や
考
え
方
を
大
切
に
し
て
、
互
い
に
交
流
す
る
こ
と
の
よ
さ
を

感
じ
る
子
供
を
育
て
る
た
め
、
意
図
的
に
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」「
十
人
十
色
」（
学
級
の
人
数

に
応
じ
て
「
○
人
○
色
」
と
す
る
）
と
い
っ
た
表
現
を
使
い
、
意
識
を
高
め
る
こ
と
も
工

夫
し
ま
す
。

次一

1・２３〜５

二

６〜８

三

時

主
な
学
習
活
動

１　

単
元
で
身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

２　

単
元
の
展
開
（
８
時
間
扱
い
）

学
習
課
題
「
せ
つ
明
文
の
ひ
み
つ
」
を
さ
ぐ
ろ
う
。

指
導
事
項
〔
知
識
及
び
技
能
〕（
１
）
カ
（
２
）
ア　

　
　
　
　

 

〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕 

Ｃ
ア　

言
語
活
動
例
ア

執
　
　
筆
／
東
京
都
江
東
区
立
第
三
大
島
小
学
校
主
任
教
諭
　
望
月
美
香

編
集
委
員
／
文
部
科
学
省
教
科
調
査
官
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
塚
健
太
郎

　
　
　
　
　
東
京
都
練
馬
区
立
大
泉
学
園
小
学
校
校
長
　
　
　
加
賀
田
真
理

「
せ
つ
明
文
の
ひ
み
つ
」
を

さ
ぐ
ろ
う

領
域
　
Ｃ
読
む
こ
と

教
材
名
「
言
葉
で
遊
ぼ
う
」「
こ
ま
を
楽
し
む
」

光
村
図
書
三
年
上

読んで、そうぞうしたことをつたえ合おう
段落とその中心をとらえて読み､ つたえ合おう
仕事のくふう、見つけたよ
登場人物のへんかに気をつけて読み、感想を書こう
場面をくらべながら読み、感じたことをまとめよう
はんで意見をまとめよう
れいの書かれ方に気をつけて読み､ それをいか
して書こう
たから島のぼうけん
読んで感想をもち、つたえ合おう
これがわたしのお気に入り
わたしたちの学校じまん
登場人物について話し合おう

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月



　

本
文
の
構
成
を
理
解
し
、
読
み
取
っ
た
情
報
を
整
理

す
る
手
立
て
や
、
段
落
相
互
の
関
係
を
視
覚
的
に
把
握

す
る
手
立
て
と
し
て
、「
組
立
て
読
み
取
り
表
」
を
活
用

し
ま
す
。
表
に
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
り
、
段
落
の
役
割

や
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
、
視
覚
的
に
全
体
の
構
成
を

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
中
心
と
な
る
語
や
文
を

書
き
抜
く
こ
と
で
、
内
容
の
要
約
に
も
つ
な
げ
て
い
く

こ
と
が
可
能
で
す
。

「
こ
ま
を
楽
し
む
」
は
、〈
は
じ
め
〉
に
書
か
れ
た
二
つ

の
問
い
に
答
え
る
形
で
、〈
中
〉
で
六
つ
の
こ
ま
の
事
例

に
つ
い
て
の
紹
介
が
展
開
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段

落
で
は
、
こ
ま
ご
と
の
名
称
と
楽
し
み
方
、
特
徴
と
な

っ
て
い
る
こ
ま
の
作
り
や
回
し
方
、
回
す
場
所
な
ど
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
ま
の
事
例
に
つ
い
て
、

な
ぜ
こ
の
順
序
で
説
明
さ
れ
て
い
る
の
か
、
順
序
の
意

図
に
つ
い
て
、
対
話
を
通
し
て
考
え
て
い
き
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、「
事
例
の
入
れ
替
え
を
し
て
み
よ
う
」

と
い
う
投
げ
か
け
に
よ
り
、
事
例
の
順
序
に
着
目
し
た

話
合
い
活
動
を
取
り
入
れ
ま
す
。
こ
の
活
動
を
通
し
て
、

こ
ま
の
作
り
そ
の
も
の
に
特
徴
が
あ
る
事
例
か
ら
、
動

き
や
回
し
方
に
特
徴
が
あ

る
事
例
、
回
す
場
所
に
特

徴
が
あ
る
事
例
と
い
う
順

に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気

付
か
せ
ま
す
。

　

事
例
の
順
序
を
入
れ
替

え
て
み
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ

ョ
ン
に
は
、
付
箋
を
使
う

こ
と
な
ど
も
有
効
で
す
。

「
事
例
の
順
序
に
は
意
図

が
あ
る
」
と
い
う
視
点
は
、

「
す
が
た
を
か
え
る
大
豆
」

な
ど
の
別
の
説
明
文
で
も

生
か
し
て
活
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

単
元
冒
頭
に
こ
れ
ま
で
学
ん
で
き
た
説
明
的
な
文
章

に
つ
い
て
ふ
り
返
り
、
今
年
度
の
学
習
の
見
通
し
を
も

た
せ
る
こ
と
で
、
主
体
的
に
説
明
的
な
文
章
を
読
も
う

と
す
る
意
欲
を
引
き
出
し
ま
す
。
第
二
学
年
に
お
い
て

学
習
し
た
説
明
的
な
文
章
を
想
起
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

文
章
に
お
け
る
「
説
明
の
し
か
た
」
を
ふ
り
返
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
学
習
で
「
組
立
て
」
と
い
う
言
葉
で
話

の
ま
と
ま
り
や
時
間
・
事
柄
の
順
序
を
意
識
し
、「
は
じ

め
」「
中
」「
お
わ
り
」
と
い
う
３
つ
の
ま
と
ま
り
で
考

え
る
こ
と
な
ど
を
経
験
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
重
要

な
語
や
文
を
考
え
、
選
ぶ
こ
と
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
第
三
学
年
で
初
め
て
説
明
文
を
学
習
す
る
機

会
に
、「
段
落
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
改
め
て
文
の

ま
と
ま
り
を
意
識
す
る
こ
と
や
、「
問
い
」
の
文
を
見
付

け
る
こ
と
で
、
段
落
に
は
役
割
が
あ
る
こ
と
を
考
え
な

が
ら
読
む
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

筆
者
の
考
え
と
理
由
や
事
例
の
関
係
を
捉
え
る
こ
と

で
、
文
章
全
体
の
構
成
を
見
通
し
、
筆
者
が
意
図
し
た

分
か
り
や
す
い
説
明
の
工
夫
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る

こ
と
に
も
取
り
組
み
ま
す
。
筆
者
の
工
夫
を
「
せ
つ
明

文
の
ひ
み
つ
」
と
捉
え
る
こ
と
で
、
第
三
学
年
で
学
習

す
る
説
明
的
な
文
章
に
は
ど
の
よ
う
な
秘
密
が
隠
さ
れ

て
い
る
の
か
を
探
し
て
い
く
と
い
う
、
学
習
を
通
し
て

身
に
付
け
た
い
力
へ
の
自
覚
を
高
め
ま
す
。

　

ま
た
、
単
元
の
最
後
に
、「
せ
つ
明
文
の
ひ
み
つ
」
を

活
用
し
て
、「
昔
遊
び
カ
ー
ド
」
を
書
く
と
い
う
活
用
を

意
識
し
た
活
動
を
設
定
す
る
こ
と
で
も
、
教
材
文
を
詳

し
く
読
み
、
工
夫
に
迫
ろ
う
と
す
る
意
欲
を
高
め
ま
す
。

せ
つ
明
文
の
ひ
み
つ
を
い
ろ
い
ろ
と
見
付
け
て

い
く
こ
と
で
、
く
わ
し
く
読
め
る
よ
う
に
な
り

た
い
！　

理
科
や
社
会
の
学
習
に
も
生
か
せ
る

ぞ
！

だ
ん
落

は
じ
め

中お
わ
り

話
題
の
提
示　

問
い
の
文

事
れ
い
１

ま
と
め

問
い
１

ど
ん
な
こ
ま
か
。

事
れ
い
１

答
え
１

問
い
２

ど
ん
な
楽
し
み

方
が
で
き
る
か
。

事
れ
い
２

答
え
２

①②⑧

役
わ
り

問
い
と
答
え
１

問
い
と
答
え
２

中
心
と
な
る
語
や
文

アイディア
①

身
に
付
け
た
い
力
の
自
覚
と

活
動
へ
の
意
欲
を
高
め
る

アイディア
②
「
組
立
て
読
み
取
り
表
」
を
活
用
し
て
、

構
成
の
工
夫
に
つ
い
て
確
か
め
合
う

アイディア
③

事
例
の
順
序
に
着
目
し
た
話
合
い
活
動
に
よ
り
、

「
順
序
の
意
図
」
を
考
え
る

「
こ
ま
を
楽
し
む
」
の
「
組
立
て
読
み
取
り
表
」（
例
）

説
明
の
分
か
り
や
す
さ

の
ひ
み
つ
を
探
る
。

読
み
方
に
つ
い
て
学
ん
だ
こ

と
を
生
か
し
て
活
動
す
る
。

主
体
的
に
説
明
的
な
文
章
を
読
む
姿



国語小学三年生
光村図書

年
間
指
導
計
画

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

・
全
文
を
読
ん
で
、
初
発
の
感
想
を
書
く
。

・
最
初
と
最
後
の
場
面
を
比
べ
、「
り
い
こ
の
気
持
ち
」
や
「
う
さ
ぎ
や
か

ぎ
の
存
在
」
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
な
ぜ
変
化
し
た
か
の

「
な
ぞ
」
を
解
く
意
識
を
高
め
る
。                          （
ア
イ
デ
ィ
ア
①
）

・
学
習
課
題
を
作
り
、
学
習
計
画
を
立
て
る
。

◎
り
い
こ
の
気
持
ち
に
着
目
し
て
、
場
面
ご
と
に
「
ま
い
ご
の
か
ぎ
」
を
読

み
進
め
る
。

・
か
ぎ
を
持
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
迷
う
よ
う
に
な
る
、
場
面
ご
と
の
、
り
い

こ
の
ゆ
れ
る
気
持
ち
に
気
を
付
け
て
読
む
。

・
出
来
事
の
き
っ
か
け
や
、
不
思
議
な
出
来
事
と
の
関
連
を
考
え
な
が
ら
表

に
ま
と
め
る
。                                                   （
ア
イ
デ
ィ
ア
②
）

◎
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
基
に
し
て
「
う
さ
ぎ
」「
か
ぎ
」
に
つ
い
て
考
え
た

こ
と
を
伝
え
合
う
こ
と
で
、
作
品
の
理
解
を
深
め
る
。 （
ア
イ
デ
ィ
ア
③
）

・
「
ま
い
ご
の
か
ぎ
」
と
い
う
題
名
な
ど
の
言
葉
に
着
目
す
る
。

①
身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

登
場
人
物
の
気
持
ち
の
変
化
や
性
格
、
情
景
に
つ
い
て
、
場
面
の
移
り
変
わ
り
と
結
び

付
け
て
具
体
的
に
想
像
す
る
力
を
育
成
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
ま
す
。

　

特
に
、
登
場
人
物
の
気
持
ち
の
変
化
や
性
格
、
情
景
に
つ
い
て
、
場
面
の
移
り
変
わ
り

と
と
も
に
描
か
れ
る
登
場
人
物
の
気
持
ち
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
を
具
体
的

に
思
い
描
く
こ
と
を
重
点
的
に
指
導
し
ま
す
。
登
場
人
物
の
気
持
ち
は
場
面
の
移
り
変
わ

り
の
な
か
で
揺
れ
動
い
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
複
数
の
場
面
の
叙
述
を
結
び
付

け
な
が
ら
、
気
持
ち
の
変
化
を
見
い
だ
し
て
想
像
し
て
い
く
た
め
に
、
登
場
人
物
の
境
遇

や
状
況
を
把
握
し
、
物
語
全
体
に
描
か
れ
た
行
動
や
会
話
に
か
か
わ
る
複
数
の
叙
述
を
結

び
付
け
て
読
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

②
言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

　

本
単
元
で
は
、
最
初
の
場
面
と
最
後
の
場
面
を
比
較
し
て
、「
り
い
こ
の
気
持
ち
」
と

と
も
に
「
う
さ
ぎ
」「
か
ぎ
」
な
ど
が
変
化
し
た
こ
と
を
確
認
し
、
作
品
の
構
造
や
内
容

を
捉
え
た
う
え
で
、
揺
れ
動
い
て
い
る
り
い
こ
の
二
つ
の
気
持
ち
を
場
面
の
様
子
と
と
も

に
考
え
、
伝
え
合
う
と
い
う
言
語
活
動
を
設
定
し
ま
す
。「
う
さ
ぎ
に
悪
い
こ
と
を
し
た

な
あ
」
と
思
っ
て
い
る
り
い
こ
が
、「
か
ぎ
」
を
持
つ
こ
と
で
心
が
揺
れ
、
不
思
議
な
出

来
事
と
出
合
っ
て
い
く
様
子
を
場
面
ご
と
に
て
い
ね
い
に
読
み
取
る
こ
と
で
、
作
品
の
魅

力
に
迫
り
ま
す
。
第
三
次
で
は
、そ
れ
ま
で
の
学
習
を
生
か
し
て
「
う
さ
ぎ
」
や
「
か
ぎ
」

の
存
在
に
つ
い
て
伝
え
合
う
こ
と
で
、
協
働
で
読
み
を
深
め
て
い
き
ま
す
。

次一

1２〜４

二

５・６

三

時

主
な
学
習
活
動

１　

単
元
で
身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

２　

単
元
の
展
開
（
６
時
間
扱
い
）

指
導
事
項
〔
知
識
及
び
技
能
〕（
１
）
オ

　
　
　
　

  〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕 

Ｃ
（
１
）
エ　

言
語
活
動
例　

イ

執
　
　
筆
／
東
京
都
板
橋
区
立
中
根
橋
小
学
校
主
任
教
諭
　
平
形
裕
司

編
集
委
員
／
文
部
科
学
省
教
科
調
査
官
　
　
　
　
　
　
　
　
大
塚
健
太
郎

　
　
　
　
　
東
京
都
練
馬
区
立
大
泉
学
園
小
学
校
校
長
　
　
加
賀
田
真
理

ま
い
ご
の
か
ぎ
、

ふ
し
ぎ
発
見
！

領
域
　
Ｃ
読
む
こ
と

教
材
名
「
ま
い
ご
の
か
ぎ
」

光
村
図
書
三
年
上

読んで、そうぞうしたことをつたえ合おう
段落とその中心をとらえて読み､ つたえ合おう
仕事のくふう、見つけたよ
登場人物のへんかに気をつけて読み、感想を書こう
場面をくらべながら読み、感じたことをまとめよう
はんで意見をまとめよう
れいの書かれ方に気をつけて読み､ それをいか
して書こう
たから島のぼうけん
読んで感想をもち、つたえ合おう
これがわたしのお気に入り
わたしたちの学校じまん
登場人物について話し合おう

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

学
習
課
題
か
ぎ
を
も
っ
た
、
り
い
こ
の
「
二
つ
の
ゆ
れ
る
気
持
ち
」
を

さ
が
し
て
、
く
ら
べ
な
が
ら
読
む
こ
と
で
、
想
像
を
広
げ
よ
う
。



　

第
三
次
で
は
、
こ
れ
ま
で
こ
の
単
元
で
学
習
し
て
き

た
こ
と
を
基
に
し
て
、「
う
さ
ぎ
」
や
「
か
ぎ
」
に
つ
い

て
、
考
え
た
こ
と
を
伝
え
合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

考
え
を
深
め
ま
す
。「
ど
こ
に
も
い
な
く
な
っ
た
気
が
し

た
う
さ
ぎ
は
、
な
ぜ
バ
ス
の
ま
ど
の
な
か
に
い
た
の
か
」

「
に
ぎ
っ
て
い
た
は
ず
の
か
ぎ
は
、
な
ぜ
い
つ
の
ま
に
か
、

か
げ
も
形
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
」
な
ど
に
つ

い
て
、
一
人
ひ
と
り
の
多
様
な
考
え
を
出
し
合
い
、
読

み
を
深
め
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、「
ま
い
ご
の
か
ぎ
」
と
い
う
題
名
か
ら
、「
ま

い
ご
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
も
一

案
で
す
。
り
い
こ
は
「
ま
い
ご
」
な
の
か
と
い
う
疑
問

な
ど
、
改
め
て
ア
イ
デ
ィ
ア
②
の
、
り
い
こ
の
気
持
ち

の
揺
れ
る
様
子
を
捉
え

直
す
こ
と
に
も
つ
な
が

っ
て
い
き
ま
す
。

　

な
ぜ
「
う
さ
ぎ
」
や

「
か
ぎ
」
が
現
れ
た
り
、

か
げ
も
形
も
な
く
な
っ

た
り
す
る
の
か
を
考
え
、

り
い
こ
の
気
持
ち
の
変

化
や
性
格
と
関
連
付
け

て
話
し
合
う
こ
と
に
よ

り
、
作
品
の
魅
力
に
迫

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
作
品
は
、
か
ぎ
を
持
っ
た
り
い
こ
が
、
ど
ち
ら

に
し
よ
う
か
迷
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
、
気
持
ち
の

揺
れ
を
表
す
描
写
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
場
面
ご
と

に
一
つ
一
つ
て
い
ね
い
に
確
認
し
て
い
く
こ
と
で
、
り

い
こ
の
気
持
ち
や
性
格
な
ど
に
つ
い
て
の
想
像
を
広
げ

る
よ
う
に
し
て
い
き
ま
す
。

　

場
面
ご
と
の
気
持
ち
の
揺
れ
を
て
い
ね
い
に
捉
え
る

こ
と
が
、
最
初
の
場
面
と
最
後
の
場
面
の
気
持
ち
の
変

化
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
か
ぎ
に
よ
る
出
来
事
の
き
っ
か
け
や
起
き
た

不
思
議
な
出
来
事
と
結
び
付
け
な
が
ら
読
み
、
表
に
整

理
す
る
こ
と
で
、
場
面
ご
と
の
比
較
が
容
易
に
な
り
、

改
め
て
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

子
供
の
初
発
の
感
想
を
基
に
し
て
、
最
初
の
場
面
と

最
後
の
場
面
で
は
、「
り
い
こ
の
気
持
ち
」
や
「
う
さ

ぎ
や
か
ぎ
の
存
在
」
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、

ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
を
解
き
明
か
す
と
い

う
意
識
を
高
め
、
主
体
的
に
読
も
う
と
す
る
活
動
へ
の

意
欲
を
引
き
出
し
ま
す
。

「
気
持
ち
の
変
化
」
の
過
程
を
よ
り
詳
し
く
読
ん
で
い

く
た
め
に
、
時
間
や
場
所
を
表
す
言
葉
に
着
目
し
な
が

ら
大
ま
か
な
場
面
分
け
を
し
ま
す
。
視
覚
的
に
整
理
す

る
こ
と
で
、
物
語
全
体
の
流
れ
を
意
識
し
、
登
場
人
物

の
気
持
ち
の
変
化
や
性
格
な
ど
に
つ
い
て
読
み
進
め
よ

う
と
す
る
、
活
動
へ
の
意
欲
が
高
ま
り
ま
す
。

アイディア
①

最
初
と
最
後
の
場
面
を
比
較
し
、

物
語
の
「
構
造
」
を
把
握
す
る
こ
と
で
、

主
体
的
に
読
む
意
欲
を
高
め
る

アイディア
②

か
ぎ
を
持
っ
た
り
い
こ
の

「
ゆ
れ
る
二
つ
の
気
持
ち
」
を
探
し
て
、

比
べ
な
が
ら
読
む

アイディア
③
「
う
さ
ぎ
」「
か
ぎ
」
に
つ
い
て
、

考
え
た
こ
と
を
伝
え
合
う

場
面

学
校
の
帰
り
道

（
図
工
の
時
間
）

さ
く
ら
の
木

・
う
つ
む
き
が

ち
、
し
ょ
ん

ぼ
り

・
元
気
を
出
し

て
顔
を
上
げ

ま
し
た
。

・
も
し
か
し
て

・
ま
さ
か
、
ね

・
ヤ
ブ
ガ
ラ
シ
の
中

で
光
り
ま
し
た
。

・
夏
の
日
差
し
を
す

い
こ
ん
だ
よ
う
な

こ
が
ね
色

・
家
の
か
ぎ
よ
り
大

き
い
。

・
し
っ
ぽ
み
た
い
に

く
る
ん
と
ま
い
て

い
る
。

・
さ
く
ら
の
木
の
ね

も
と

・
ガ
チ
ャ
ン

・
り
い
こ
の
頭
の
中
に

た
し
か
に
い
た
は
ず

の
う
さ
ぎ
ま
で
、
ど

こ
に
も
い
な
く
な
っ

た
気
が
し
た
。

・
り
い
こ
が
か
ぎ
を
拾

い
上
げ
る
。

・
木
が
、
ぶ
る
っ
と
ふ

る
え
た
。

・
ど
ん
ぐ
り
の
実
が
つ

き
、
ば
ら
ば
ら
と
ふ

っ
て
き
た
。

・
は
じ
め
の
葉
ざ
く
ら

に
も
ど
っ
た
。

り
い
こ
の
二
つ

の
気
持
ち

か
ぎ
に
つ
い
て

起
き
た
で
き
ご
と

【
り
い
こ
の
気
持
ち
】

　

う
つ
む
き
が
ち　

し
ょ
ん
ぼ
り
と　

な
ど

【
う
さ
ぎ
】

・
う
さ
ぎ
を
け
し
ま
し
た
。

・
頭
の
中
に
た
し
か
に
い
た
は
ず
の
う
さ
ぎ
ま
で
、
ど
こ
に
も
い
な
く
な

っ
た
気
が
し
た
の
で
す
。

・
う
さ
ぎ
に
悪
い
こ
と
を
し
た
な
あ
。

【
か
ぎ
】
拾
い
上
げ
る
。
ま
ば
た
き
す
る
か
の
よ
う
に
光
り
ま
し
た
。

【
り
い
こ
の
気
持
ち
】

　

う
れ
し
く
な
っ
て
、
大
き
く
手
を
ふ
り
返
し
ま
し
た
。

【
う
さ
ぎ
】

・
あ
の
う
さ
ぎ
が
、
う
れ
し
そ
う
に
こ
ち
ら
に
手
を
ふ
っ
て
い
る
。

【
か
ぎ
】
い
つ
の
ま
に
か
、
か
げ
も
形
も
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

学
校
の
帰
り
道
（
図
工
の
時
間
）

さ
く
ら
の
木

公
園
の
ベ
ン
チ

あ
じ
の
ひ
ら
き

バ
ス
て
い
・
バ
ス



年
間
指
導
計
画

小学三年生　算数

表とグラフ（棒グラフ）
執　　筆／富山大学人間発達科学部附属小学校　　　羽柴直子
編集委員／文部科学省教科調査官　　　　　　　　　笠井健一
　　　　　前・富山県南砺市立福光東部小学校校長　中川愼一

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
　棒の長さのみに着目し、
縦軸の目盛りの違いに気
付いていない。

　Ａ、Ｂ、Ｃのぼうグラフは、三年生のある
組が４月、５月、６月に図書室で本をかりた
人の数を表しています。３つのぼうグラフか
ら、どんなことが分かりますか。

　縦軸の目盛りの違いに気付
き、１目盛りの大きさを調べ
て考えている。

　縦軸の目盛りの違いから１目盛りの大
きさを求めて考えている。また、どの棒
グラフが見やすいかを考えている。

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

九九表とかけ算のきまり
たし算とひき算(筆算)
表とグラフ(棒グラフ)
10000より大きい数
あまりのあるわり算
円と球                         
かけ算の筆算(×1けた)
重さ
分数
小数
かけ算の筆算(×2けた)
□を使った式

本時のねらい

評価規準

見通し

自力解決の様子

学び合いの計画

問題

学習のねらい ぼうグラフの見え方がちがうわけを考えよう。

　１目盛りの表す数の大きさや棒の長さを読み取り、データの表し方の工夫について考える。
（本時７／ 10 時　整理のしかたや棒グラフのかき方を学習した後）

　１目盛りの表す数の大きさや棒の長さに着目して、グラフを比較し、表し方の工夫につい
て考えている。（思考 ･ 判断 ･ 表現）

Ｃ：棒の長さで本を借りた人数の多い少ない
が分かるから、Ａはたくさん本を借りて
いて、ＢやＣはあまり本を借りていない
ことが分かります。

Ｃ：棒の長さの変わり方から、Ａは借りる人
数がぐんと増えているけど、Ｃは、あま
り増えていないことも分かります。

Ｔ：実は、３つの棒
グラフはどれも、
この３年１組の
人数を表してい
るのですよ。

Ｃ： え、 本 当 に！？
同じ表なのに、
どうしてこんな
に見え方が違う
んですか？

　ここでは、１目盛りが表す数の大きさの違いに
よる棒グラフの見え方について考えることが大切
です。
　そのために、同じデータを基にした、１目盛り
の大きさが異なる３つの棒グラフを比較します。

・それぞれの棒の長さが表す数の大きさを確かめてみよう。 〔方法の見通し〕
・縦軸の目盛りに着目して、１目盛りが表す人数を調べてみよう。〔方法の見通し〕

そうすることで、「人数の多少がはっきりしてい
るもの」「人数が読み取りやすいもの」などの特
徴を捉えていきます。
　そして、何を表したいかによって、１目盛りの
大きさを考えるとよいことに気付くようにします。

三年○組の本を
かりた人数

A B C三年○組の本を
かりた人数

三年○組の本を
かりた人数

４
月

４
月

４
月

（人） （人）（人）
30 15075

20 10050

10 5025

0 00５
月

５
月

５
月

６
月

６
月

６
月

月

４月 12

５月 18

６月 28

合計 58

人数（人）

本をかりた人数



<ぼうグラフをよむとき>→１目盛りが表す数の大きさを確かめる。
<ぼうグラフをかくとき>→表したいことに合わせて、１目盛りの数の大きさを考える。

？

ぼ う グ ラ フ の 見 え 方 が ち が う わ け を 考
え よ う 。

 〈 自 分 の 考 え 〉
　  1 め も り の 大 き さ が ち が う 。
　 １ め も り の 大 き さ
　 　 Ａ ： ２ 人 　 Ｂ ： ５ 人 　 Ｃ ： 10 人
　 １ め も り が 表 す 人 数 が ち が う か ら 、
　 見 え 方 が ち が う 。

 〈 友 だ ち の 考 え 〉
　 Ｂ と Ｃ ： グ ラ フ の 上 が た く さ ん あ ま
　 　 　 　 　 っ て い る 。
　 Ｂ と Ｃ ： ぼ う の 先 と め も り が ぴ っ た
　 　 　 　 　 り で は な い か ら 人 数 が 分 か
　 　 　 　 　 り に く い 。
　 Ａ 　 　 ： 人 数 の ち が い が 分 か り や す
　 　 　 　 　 い 。
　 だ か ら 、 Ａ の ぼ う グ ラ フ が 見 や す い。

 〈 ま と め 〉
・ ぼ う グ ラ フ を 読 む と き
　 　 １めもりが表す数の大きさをたしかめる。
・ ぼ う グ ラ フ を か く と き
　 　 表 し た い こ と に 合 わ せ て １ め も り
　 の 数 の 大 き さ を 考 え る 。
 〈 問 題 〉 ぼうグラフにめもりを入れましょう。

 〈 か ん そ う 〉
　 ぼ う グ ラ フ を 読 む と き も か く と き も 、
１ め も り の 大 き さ が 大 切 だ と 分 か り ま
し た 。 ぼ う グ ラ フ を か く と き は 、 つ た
え た い こ と に よ っ て １ め も り の 大 き さ
を き め た い で す 。

①三年生全体
の本をかり
た人数

②全校じどう
の本をかり
た人数

４
月

（人）

（人）

（人）

５
月

６
月

４
月

（人）

（人）

（人）

５
月

６
月

75 300

50

１めもり５ １めもり20

200

25 100

ノート例

感想例

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

学習のまとめ

Ｔ：棒グラフの見え方が違うわけは見付かりまし
たか。

Ｃ：３つの棒グラフを比べると、縦の軸の目盛り
が違うことに気付きました。つまり、３つの
棒グラフは、１目盛りが表す人数が違います。

Ｃ：１目盛りが表す人数は、Ａが２人、Ｂが５人、
Ｃが 10 人です。だから、同じ 12 人でも棒
の長さは違ってくるから、見え方が違ってく
ることが分かりました。

Ｃ：１目盛りが表す人数が大きいＢとＣは、グラ
フの上がたくさん余っています。

Ｃ：ＢとＣは、棒の先と目盛りがぴったりではな
いから人数が分かりにくいです。

Ｃ：Ａは、人数の違いや、５月から６月に借りた
人数がたくさん増えていることがよく分か
ります。

Ｃ：何を表したいかによって、１目盛りの大きさ
を考えるとよいと思いました。

・棒グラフを読むときは、１目盛りが表す人数によって見た目がずいぶん違うから、１目盛りの大きさを
確認することが大切だと分かりました。

・棒グラフをかくときは、何を表すかによって１目盛りが表す人数を考えるとよいと分かりました。
・棒グラフを使って、もっと本を借りて読書する人が増えるように呼びかけたいです。

　表の数値や表した
いことに着目して１
目盛りが表す人数を
考えるなど、表し方
を工夫している。

　次の表をぼうグラフに表しました。たてのじくに目盛りを入れましょう。評価問題 本時の評価規準を
達成した子供の具
体の姿

三年生全体の本
をかりた人数

全校じどうの本
をかりた人数

４
月

（人） （人）

（人） （人）

（人） （人）

４
月

５
月

５
月

６
月

６
月

？

月

４月 35

５月 50

６月 70

合計 155

人数（人） 月

４月 160

５月 200

６月 280

合計 640

人数（人）
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小学三年生　算数

「合わせる」「～個集めた」「大
きい」「小さい」と表せばよ
さそうだ。〔方法の見通し〕

１つの数でも、いろい
ろな見方ができそうだ。
〔結果の見通し〕

10000より大きい数
執　　筆／富山大学人間発達科学部附属小学校　　　屋鋪善祐
編集委員／文部科学省教科調査官　　　　　　　　　笠井健一
　　　　　前・富山県南砺市立福光東部小学校校長　中川愼一

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
　20000 と 7000 という
見方しかできていない。

27000 は、
20000 と □
を合わせた数。

0 10000 20000 30000

ほかにも、いろ
んな見方があり
そうだよ！

　↓にあたる数は？

↓

　数直線を基にして、数をい
ろいろな見方で捉えている。

　数の多面的な見方を考え、それを言葉
や式などで表している。

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

九九表とかけ算のきまり
たし算とひき算(筆算)
表とグラフ(棒グラフ)
10000より大きい数
あまりのあるわり算
円と球                         
かけ算の筆算(×1けた)
重さ
分数
小数
かけ算の筆算(×2けた)
□を使った式

本時のねらい

評価規準

見通し

自力解決の様子

学び合いの計画

問題

学習のねらい 大きな数も、いろいろな見方ができるだろうか。

　十進位取り記数法の仕組みに基づいて、１万より大きな数の表し方について考える。
（本時 7 ／ 10 時　数の大きさを１億まで拡張した後）

　十進位取り記数法の仕組みに着目し、数直線をよりどころにして１万より大きな数の表し
方について考えている。（思考 ･ 判断 ･ 表現）

Ｔ：「230」ってどんな数ですか。
Ｃ：200 ＋ 30，300 － 70，10 の 23 個分です。
Ｔ：いろいろな見方がありますね。では、左の数直線の矢印（↓）

の数は、なんですか。
Ｃ：27000 です。20000 から 7 目盛り進んでいるからです。
Ｔ：20000 と７目盛りというのは、数をどう見ていると言えますか。
Ｃ：27000 は 20000 と 7000 を合わせた数と見ていると言えます。
Ｃ：この 27000 も、千までの数のように、いろいろな見方がで

きそうです。
Ｔ：ほかにも見方があるのですか。では、27000 はどんな見方

ができるかを考えていきましょう。

「数直線」という用語は三年生で学習しますが、
子供たちは二年生で「かずの線」として数直線
に触れてきています。その読み取り方を思い出す
場を設けることで、「27000 は、20000 と 7000
を合わせた数」であると捉えるようにします。数
直線をよりどころにして数の見方について考える
ことで、大きな数も多様な見方ができることに気

付くきっかけとなります。
　数を多様に見ることができにくい子には、「合
わせる」「～個分」「大きい」「小さい」など、ヒ
ントとなるキーワードを提示して、考えの手助け
とする方法も考えられます。
　一人ひとりが自信をもって数の見方を広げるこ
とができるように、考えの見通しをもつ場を工夫

20000から7目盛り進んでいる。
7000大きくなっているという
ことだから･･･。

30000より3000小さい数と言える。式に表すと、
27000=30000－3000と表せるよ！　まだまだ
ありそうだ！



・大きな数も、いろいろな見方ができることが分かりました。友達の考えを聞いて、言葉だけでなく、式
で表すと分かりやすいと思いました。

・二年生で学習した千までの数も、同じようにいろいろな見方ができると思いました。
・もっと大きな数でも、いろいろな見方ができそうです。試してみたいです。

30000より小さい。
20000より大きい。

　大きな数 も、いろいろな見方できる。

大 き な 数 も 、 い ろ い ろ な 見 方 が で き る
だ ろ う か 。

２７０００ は 、
２００００ と ７０００ を 合 わ せ た 数 。

 〈 自 力 か い 決 〉
　 ２７０００ は 、 ２0０００ よ り ７０００ 大 き
い 数 。

 〈 友 だ ち の 考 え 〉
・ ３００００ よ り ３０００ 小 さ い 数
　 → ２７０００ ＝ ３００００ － ３０００
・ ２５０００ よ り ２０００ 大 き い 数
　 → ２７０００ ＝ ２５０００ ＋ ２０００
・ ２７０００ は 、 １０００ を２７こ 集 め た 数
　 → ２７０００ ＝ １０００ ×２７

 〈 ま と め 〉
　 大 き な 数 も 、 い ろ い ろ な 見 方 が で き
る 。

 〈 評 価 問 題 〉
　 4 20 0 0
・ 400 0 0 よ り 2000 大 き い 数
　 → 4 20 0 0 ＝ 400 0 0 ＋ 2000
・ 4 20 00 は 、 1000 を 42 こ 集 め た 数
　 → 4 20 00 ＝ 10 00 × 42

 〈 感 想 〉　
・ １ つ の 数 で も 、 い ろ い ろ な 見 方 が で
　 き る こ と が 分 か り ま し た 。
・ こ と ば だ け で な く 、 式 で も 表 す と よ
　 い と 思 い ま し た 。
・ も っ と 大 き な 数 で も 、 い ろ い ろ な 見
　 方 が で き そ う な の で 、 調 べ て み た い
　 で す 。

0 10000 20000 30000↓

ノート例

感想例

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

学習のまとめ

Ｔ：27000 は、どのような見方ができましたか。
Ｃ：「30000 より 3000 小さい数」という見方がで

きます。数直線でも 30000 より３目盛り小さ
いです。

Ｃ：私も同じ見方をしたけれど、式で表したよ。
「27000 ＝ 30000 － 3000」です。

Ｃ：言葉だけでなく、式でも表すことができるんで
すね。

Ｃ：私も、式で表しました。「27000 ＝ 1000 ×
27」

Ｔ：これを言葉で表すと、どんな見方になりますか。
Ｃ：「27000 は、1000 を 27 個集めた数」という

見方だと思います。1000 の目盛りが 27 個分
進んだと言えます。

Ｃ：同じ数でも、いろいろな見方ができるんですね。
もっといろんな数も調べてみたいです！ 

27000＝20000＋7000　2万より7000大きい（７目盛り→）
27000＝30000－3000　3万より3000小さい（３目盛り←）
27000＝1000×27　　　1000の27こ分　　　（27目盛り）

しましょう。
　話合いでは、考えを共有し合い、自分の考えと
友達の考えを比較し合う場を設けましょう。「○
○さんと同じ考え方だ」「同じ考え方だけど、言

葉じゃなくて式で表したよ」「自分とは違った考
え方だ」など、友達の考えから、自分では見いだ
せなかったさまざまな数の見方に気付く姿が生ま
れます。

・ 40000 より 2000 大きい数 → 
　42000 ＝ 40000 ＋ 2000
・ 50000 より 8000 小さい数 → 
　42000 ＝ 50000 － 8000
・ 42000 は、1000 を 42 個集めた数 → 
　42000 ＝ 1000 × 42　など

　十進位取り記数法の仕
組みに着目し、１万より
大きな数の見方について
考えている。

　42000 は、ど
のような見方が
できますか。

評価問題 子供の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



小学三年生 体育
年
間
指
導
計
画

授業づくりのポイント
　中学年のベースボール型ゲームは、ボールを蹴ったり打ったりする攻めと、捕ったり投げたりする守りに分かれて、「集団」
対「集団」で友達と力を合わせて競い合うことの楽しさや喜びに触れることができる運動です。
　指導に当たっては、ベースボールという言葉から「バットを使わなければいけない」「野球と同じルールでゲームを進めな
くてはならない」などにこだわりすぎず、子供たちの欲求や技能などの実態に合わせて、学習を計画していくことが大切です。
三年生はベースボール型ゲームに初めて触れる子供が多いことが想定されます。そこで、子供にとって基本的なボール操作で
行うことができ、分かりやすい規則のもと、易しいゲームを行います。また、中学年段階の子供は勝敗を競い合うことが大好
きです。子供が技能を身に付けることはもちろん、勝敗を競い合うなかで友達と協力したり、勝敗を受け入れたりすることが
できるよう、教師は毎時間の指導内容を明確にして授業づくりをしていきましょう。

　単元前半では、ボールをたくさん打って、遠くに飛ばすことを楽しむゲームを中心に行います。「走る」・「投げる」・「跳ぶ」・「蹴
る」などの運動は低学年で学習していることは多いのですが、用具を使って「打つ」という運動の経験は少ない場合がありま
す。そこで、子供が「打つ」ことをより多く経験できるようにしましょう。そして、学習資料を活用したり、上手な友達の動
きを見たりして、ボールを遠くに飛ばすための動きのポイントを見付けられるようにしましょう。また、打つときのかけ声を
決めることで、動きのポイントが分かりやすくなったり、見ている友達がアドバイスがしやすくなったりします。チームで得
点を競い合ったり、クラスの合計点を毎時間積み重ねていったりすることで、楽しみながら運動に取り組むこともできます。

楽しもう

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

体つくり運動
走・跳の運動（小型ハードル走）
ゲーム（ベースボール型ゲーム）
水泳運動
表現運動
走・跳の運動（かけっこ・リレー）
器械運動（鉄棒運動）
走・跳の運動（高跳び）
体つくり運動
ゲーム（ネット型ゲーム）
器械運動（マット運動）
ゲーム（ゴール型ゲーム）

感覚つくりの運動例 ホームランゲーム

教具の工夫

投げる腕のひじが、肩よ
りも高い所を通って投げ
られるようにしましょう。
投げる腕と反対の足を上
げて、踏み出せるように
しましょう。

ただ投げるのではなく、わざとボールを転がしたり、ワ
ンバウンドさせたりして、キャッチする人の練習になる
ようにしましょう。

用具を使って打つことが難しい子供もいます。初めは自
分の手をパーにして打ってみましょう。慣れてきたら太
めのバットやテニスラケットを使い、ティーバッティン
グをするようにしましょう。

　ボールの大きさや柔らかさを変えるだけで、打った後の飛距離が変わり、守備
の位置も変わります。子供たちのどんな考えや動きを引き出したいかを考えたう
えで、教具を決めましょう。

タブレット端末やビデオカメラでバッティングの動きを撮影し
てもらい、後で自分の動きや友達のよい動きを見ることも効果
的です。

・ボールを打ち、ボールが落ちた
所が得点となる。

・５球打ち、合計した数が得点と
なる。

・用具を使わずに手を使って打っ
たり、打つ用具を選んだりできる。

１点

４ｍ程度 ２ｍ ２ｍ ２ｍ

２点

３点
４点

５点

合わせて、引い
て、振りきる！

せーの１、
２～、３！

バットを振
りきろう。

１、２～、３！体の正面でキャッチ
するとミスが少ないな。

一度、ボールに手
を合わせてから、
引いて打つと打ち
やすいな。

投げる腕と反対の足を一歩
前に出すと投げやすいな。

ホームランゲームの規則の例

　ボールをビニール袋で包むとボール
が転がりにくくなり、捕ることが苦手
な子供でもゲームに参加しやすくなり
ます。また、投げるときにビニール部
分をつかんで投げることもできます。

　バッティングティーがなくても、カラ
ーコーンの上に１Ｌの紙パックをビニー
ルテープで固定したものが使えます。テ
ィーの部分が硬くないので、ティーに手
が当たってもあまり痛くありません。

ボールの例 バッティングティーの例

執　　筆／埼玉大学教育学部附属小学校教諭　　浅間聖也　　　
編集委員／国立教育政策研究所教育課程調査官　塩見英樹
　　　　　埼玉県教育委員会主任指導主事　　　河野裕一

チームで得点を競い合おう

～ベースボール型ゲーム～

ティーボール

新型コロナウイルス感染症対策として、授業前後に手洗いを行うことや、友達と話し
合う際には身体的距離を確保したり、マスクなどをしたりすることを確認しましょう。

●タオルスロ－

●キャッチボール

●ハンドバッティング

もう少し下
のほうを振
ると打てそ
うだね。

〜たくさん打ってボールを遠くに飛ばそう〜 



単元計画

　単元後半では、守り方（アウトを早く取るためにどうするか）を中心に学んでいきます。子供たちが、「チームで協力して
早くアウトを取るために、どこにいて守ればよいのか」「ボールが来たらどうすればよいのか」を考えられるようにしましょう。
そのために、教師は作戦をいくつか提示して選べるようにしたり、アウトが早く取れなくて困っているチームに積極的にかか
わったりします。
　チームで作戦を選ぶ際には、ゲーム記録を取っておくと、作戦が選びやすくなります。例えば、守る際にどの辺りにボール
が飛んできたかという記録は、守備位置を決める手がかりになります。ボールを捕った後に、アウトボックスまでボールを運
ばなくてはならないので、「１か所に集まりすぎないようにしよう」「相手チームがボールを打ったら、アウトボックスの近く
に誰かが行くようにしよう」など、子供たちの話合いが活発になるようにしましょう。
　また、走塁や守りの規則を工夫するだけで、子供たちの考えることや動きが変わってきます。子供たちの実態を踏まえ、何
を考えさせ、どんな動きを身に付けさせたいのかを明確にして、規則を子供たちと決めていきましょう。 

もっと楽しもう 〜チームで協力して、早くアウトを取ろう〜 

時

0

45

2 3 ４ ６ ７５

運動を楽しもう

●ふり返りをしよう　・できたことや分かったこと、自分の課題についてふり返り、次の時間の目標を立てる。　・整理運動、あいさつをする。

もっと運動を楽しもう

●オリエンテーションをしよ
う

・集合、整列、あいさつ、健
康観察をする。
※集合する際には、一定の間
隔を空ける。

・本単元では「ボールを打っ
て遠くに飛ばすこと」「早
くアウトを取るために、友
達と協力すること」を学ぶ
と伝え、学習の見通しがも
てるようにする。

・学習の進め方を確認する。
・ベースボール型ゲームの学

習での約束を確認する。
※特に安全に運動するための
約束を確認する。

・チーム編成をする。
※１チーム４～５人（男女混
合）にする。技能や経験を
均等にしたチーム編成を行
う

・感覚つくりの運動をする。
※感覚つくりの運動が、メイ
ンゲームのどの部分につな
がるのか言葉がけをし、意
識できるようにする。

・試しのゲームを行う。

・集合、整列、あいさつ、健康観察、準備運動、感覚つくりの運動をする。
※投げる際、投げる腕と反対の足が前に出ている子供や、キャッチする際ボールの正面に入って両手でキャッチで
きている子供のよい動きを紹介し、動きの質を高められるようにしていく。

●ボールを打って遠くに飛ばそう
・チームでホームランゲームを行

う。
※よい動きの連続写真や、子供の
動画を活用し、よい動きのポイ
ントを理解できるようにする。
※「合わせて、引いて、振りきる！」
「１、２～、３！」など、バッテ
ィングの動きに合わせた「かけ
声」を活用して、動きのリズム
が取れるようにする。
※ボールをバットで打つことが苦
手な子供のために、テニスラケ
ットや太めのバットを準備して
おき、打ってボールを飛ばす経
験ができるようにする。
※ボールを拾う子供には、守備の
練習にもなることを伝え、体の
正面でボールを捕るように言葉
がけをする。

・メインゲームを行う。
※教師は、打つことが苦手な子供
を中心にかかわる。

●どうすれば早くアウトにできる
のか考えよう

・メインゲームの規則を確認する。
※掲示物を使い、子供が視覚的に
理解できるようにする。また、
掲示物を子供が見える場所に残
しておき、困ったり迷ったりし
たときに見ることができるよう
にしておく。

・メインゲーム①を行う。
※子供がゲーム記録を取り、作戦
タイムに生かせるようにする。

・作戦タイム
※作戦をいくつか教師から提示し、
それぞれのチームで選べるよう
にする。

※メインゲームで出た成果や課題
を基にチームで話し合えるよう
にする。

・メインゲーム②を行う。
※教師は、メインゲーム①で負けたチ
ームを中心にかかわるようにする。

※メインゲーム①と同じチームと
対戦する。

●ティーボールカップで勝つため
にチームで協力して取り組もう

・ティーボールカップを行う。
※大会はリーグ戦形式とし、２時
間をかけてリーグを終了できる
ように計画をする。

※今まで学習してきた成果を発揮
できるよう、よい動きのポイン
トや効果的な作戦例を確認する。

※全試合を終えて、全敗のチーム
がないように、教師が負けてい
るチームを中心にかかわる。

※ゲームの勝ち負けだけでなく、
教え合ったり、励まし合ったり
しているチームをクラス全体に
広め、勝敗を競い合うなかで友
達と協力したり、勝敗の結果を
めぐっての正しい態度や行動が
とれたりすることができるよう
にする。

走塁の規則の工夫例 守りの規則の工夫例

ゲーム記録カードの例

メインゲーム

メインゲームの規則の工夫

アウトボックス
ダンボールなど、大きめで箱状の物ならなんでもよい。ボールを
当てたときに音が出るようにすると、いつアウトになったのか判
定がしやすいでしょう。

学習が進んでいくと、「点
を取られるのをどうやっ
て防げばよいのか」と、
守りに意識がいくように
なります。守りがうまく
いっていないチームには
教師がかかわり、子供た
ちの役割を明確にしてあ
げましょう。

ゲーム記録カードは子供
に何を考えてもらいたい
のか、教師が明確な意図
をもって作成しましょ
う。今回は子供に守備の
位置を考えてほしいの
で、「ボールが飛んでき
た場所」を記録し、そこ
から「守備の位置をどう
すればよいか」を考えて
もらいます。

※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、子供の安全確保に向けて十分配慮することが必要です。

※単元前半は、たくさん打ってボールを遠くに飛ばすことができるようにします。単元後半はメインゲームを中心に
行い、チームで勝負をする楽しさや喜びに触れられるようにします。

・攻め側の全員が打ったら攻守交替とする。
・野球の一塁側にカラーコーンを置き、ボールを打
ってからアウトになるまで、カラーコーンを往復
する。何回カラーコーンにタッチできたかで得点
が入る。

・守り側はボールをアウトボックスに当てたら、ア
ウトとする。

・アウトボックスにボールを当てる際、捕球者がボ
ールを持ったまま走って当てに行っても、投げて
つなぐ中継プレーをして当ててもよい。

・打った後、寝かせたカラーコーンにバットを入れ
る規則を徹底することで、バットを投げたり、踏
んだりするけがの防止につながります。

・待っている子供は、応援したりバッティングのか
け声をしたり、守り側の位置を見て、どこに打っ
たらよいかアドバイスできたりするとよいですね。

ここでボール
を取ることが
多いから、守
るときの場所
はこのあたり
にいるとよさ
そうだ。

●…ボールを取った場所　△…守る場所

守る人全員
が１か所に
集まりすぎ
ないほうが
いいな。

・１点と２点のカラーコーンを置き、攻め側
は、どちらを折り返すか判断します。
・アウトになる前に、折り返してきて、ホー
ム側のカラーコーンに触ることができれば
得点となります。

・フライのボールを取ったら、
アウトを追加する。

・捕球者以外の守備者全員がア
ウトゾーンへ入ったら、アウ
トとする。

８～12ｍ

打った後のバットを
入れるカラーコーン

思いっきり
バットを振
って、ボー
ルを遠くに
飛ばすぞ。
何往復で
きるかなぁ。

ボールを取ったらどうしよ
うかな。アウトボックスの
近くまで走ったほうが早い
かな？　それとも味方にパ
スをしたほうが早いかな？右方向が

空いてい
るよ。

ボールを
取る場所
はどのあ
たりが多
いのかな。

メインゲームの規則の例

※単元前半は、たくさん打ってボールを遠くに飛ばすことができるようにします。単元後半はメインゲームを中心に
行い、チームで勝負をする楽しさや喜びに触れられるようにします。

1
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もぐる・浮く け伸び 初歩的な泳ぎ

執　　筆／埼玉大学教育学部附属小学校教諭　　首藤祐太朗　　　
編集委員／国立教育政策研究所教育課程調査官　塩見英樹
　　　　　埼玉県教育委員会主任指導主事　　　河野裕一

～「浮いて進む運動」「もぐる・浮く運動」～

水泳運動

●くらげ浮き　●だるま浮き
●大の字浮き  ●背浮き

●ばた足泳ぎ

●かえる足泳ぎ

授業づくりのポイント
　中学年の水泳運動は、「浮いて進む運動」
及び「もぐる・浮く運動」で構成されてい
ます。水に浮いて進んだり、呼吸したり、
さまざまな方法で水にもぐったり浮いたりする楽しさや喜びに触れることができる運動です。
　水泳運動で最も大切なことは、安全に十分配慮し、子供が安心して運動に取り組めることです。新型コロナウイルス感染症
の影響で、昨年度水泳運動が実施できていない学校も多くあることと思います。まずは、子供が安心して、水泳運動を楽しむ
ことから始めましょう。そのために、まずは水泳運動の心得を守れるようにきまりを確認していきます。
　子供が安心して取り組むことができる環境のなかで、け伸びや初歩的な泳ぎ、もぐる・浮くことなどの基本的な動きや技能
を身に付けられるようにしましょう。
　水泳運動は、技能の差が大きくなりやすい運動です。単元の前半では一つ一つの動きをていねいに確認していきましょう。
単元後半には、運動を楽しく行うために見付けた自己の課題の解決を図れるようにしていきます。そして、自分に合った場を
選び、活動を工夫するとともに、友達と仲よく運動をしたり、安全に気を付けたりしながら取り組めるようにしましょう。

　水泳運動においてオリエンテーションの時間は、安全に楽しく学習を進めるためにとても重要な時間です。子供に指導する
内容を精選し、きまりや学習の進め方が確実に理解できてから泳ぎ始めるようにします。また、低学年の水遊びの学習を終え、
水泳運動の入門期にあたる三年生の学習では、何よりも楽しみながら取り組むことが大切です。そのために、学習のなかにゲ
ーム要素を意図的に取り入れ、夢中になって水泳運動に取り組むことで、結果として、これからの泳ぎの基本となるけ伸びや
全身の力を抜いて浮くこと、呼吸をしながらのばた足やかえる足泳ぎが自然と身に付くようにしていきます。

オリエンテーションでは、きまりや学習の進め方などをしっかりと確認します。
そうすることで、安全かつ効率的に授業を進めることができるようになります。

※初歩的な泳ぎとは、呼吸しながらのばた足泳ぎやかえる足泳ぎなど、近代泳法の前段階となる泳ぎのことです。

楽しもう 〜オリエンテーションを充実させ、安心して運動に取り組めるようにしよう〜

オリエンテーションで確認することの例

け伸びや初歩的な泳ぎ、もぐる・浮くことなどの基本的な動きや技能を身に付ける運動の例

浮く動きは、「脱力」がポイン
トです。子供がいろいろな姿勢
で浮くことを経験できるよう
に、フォロワーの教師が近くで
支えたり、ヘルパーなどの補助
具を積極的に活用したりしてい
きましょう。

け伸びはすべての泳ぎの基本となります。頭を下
げ、体が一直線になるようにしましょう。また、
自分の動きは見えないので、一人ひとりに「OK」
や「おへそを見よう」「頭を下げよう」と声をか
けましょう。

ばた足は、膝ではなく太ももから動かすようにしまし
ょう。かえる足は、動き方が分からない子供も多いの
で、プールサイドで足の形を練習してから、ビート板
やヘルパーを使っての足の練習を行い、次に手の動き
を入れるなど、一つずつ確認をしていきましょう。

《リーダー》
全体に指示を出します。全体を見渡せる位置に
いるようにしましょう。

水泳運動では、バディシステムや子供どうしの学び合いを活用することで、効
果的な指導が期待できます。しかし、感染症拡大防止の観点から、本実践で
は教師の見とりと声かけを中心に学習を進める計画としています。

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

体つくり運動
走・跳の運動（小型ハードル走）
ゲーム（ベースボール型ゲーム）
水泳運動
表現運動
走・跳の運動（かけっこ・リレー）
器械運動（鉄棒運動）
走・跳の運動（高跳び）
体つくり運動
ゲーム（ネット型ゲーム）
器械運動（マット運動）
ゲーム（ゴール型ゲーム）

①リーダー（教師）が話をする場所を確認します。そこにリーダーが立った
ときには、必ず全員が話を聞くことを確認します。水泳運動は子供への声
が通りにくいため、このきまりは命を守る大切なきまりになります。
②「あいさつ⇒水慣れ⇒今日の目標の確認⇒主運動⇒ふり返り」など、学習
の流れを毎時間変えることなく進めることで、教師、子供ともに何をする
時間なのかを把握して学習を進めることができます。

子供と確認していくきまりの例

《フォロワー》
水泳運動が苦手な子供など、個の対応を行う役
割です。子供は一緒に水に入ってくれる教師が
いると、安心して運動をすることができます。

息継ぎのときには、「ンーーッパァ」
と声を出すと、息を吸いやすいよ。

頭を下げて、おへそを見ると進むよ。速さ
よりもきれいな形で進むことが大切だよ。



導入場面での声かけ

活動場面での声かけ

ふり返りの場面での声かけ

単元計画

　単元後半では、単元前半の学習を基に、自己の能力に適した課題を見付け、その課題を解決していくことをめざします。
自己の課題がうまく見付けられない子供には、教師からの声かけを積極的に行いましょう。子供の動きに対して、その
場ですぐに声かけをすることで、子供は「け伸びはできるんだな」「かえる足はもう少し練習したほうがいいんだな」と、
自己の課題を適切に見付けることができるようになります。
　自己の課題を捉えることができた子供については、課題解決のために設定した場を自分で選ぶようにすることで、効
果的に学習を進められるようにします。子供が自分で選んだことに対して、「今日できるようになりたいことは何？　よ
く考えているね」など、理由や根拠を明らかにし、認める声かけを繰り返すことにより、主体的に学習に取り組む姿勢
も涵養していきましょう。

もっと楽しもう 〜課題に合ったコースを選び、課題を改善できるようにしよう〜

時

0

45

１・２ ３・４ ５・６ ７・８ ９・10

運動を楽しもう

●ふり返りをしよう　・できたことや分かったことなどをふり返る。　　・整理運動、あいさつをする。

もっと運動を楽しもう

●オリエンテーション
・水泳運動の心得
・きまりの確認
※命を守るために、話を聞

く大切さを伝えます。１
人でも聞いていないとき
には、話をやめ、全員が
聞いている状態を確認す
ることが大切です。

・学習の流れ
●水慣れ
・準備運動
・入水
・水慣れ
※２年ぶりに水泳運動をす

る子供もいるため、浮く
などの運動遊びを十分に
取り入れるようにしまし
ょう。
●最初の記録会
・自分がどれくらいできる

のかを知る。

●初歩的な泳ぎ（ばた足）
の確認と練習

・ビート板を使ってのばた
足

・ばた足リレー
※中学年の子供はリレー
（競争）などのゲーム要
素を入れると、より夢中
に取り組めます。

●初歩的な泳ぎ（かえる足）
の確認と練習

・ビート板とヘルパーを使
ってのかえる足

・ビート板とヘルパーを使
ってかえる足リレー

●自己の課題に合った場での練習
・自己の課題に合った場を選び、練習できるようにしま

しょう。
・課題別に分かれ、活動をしているときにも、ほかのコ

ースへ移動することができることとし、課題は何かを
考えながら、自己に合った場を選び、活動をしていく
力を育てます。

・集合、整列、あいさつ、健康観察、準備運動をする。
　水慣れの運動：宝とりゲーム・水中じゃんけん、壁につかまってばた足など
●浮いて進む運動、もぐる・浮く運動
・浮いて進む運動（け伸び）
　すべての泳ぎの基本となります。体を一直線に伸ばして行えるように、繰り

返し練習をしましょう。
・もぐる・浮く運動（伏し浮き・背浮き・くらげ浮き・変身浮き・連続してのボビング）
　全身の力を抜いて脱力することができるようにしましょう。ゲームの要素を取り入れ、長く浮いたり、もぐったり

できるようにしましょう。
　連続してのボビングなどにより、呼吸のしかたについても学習していきましょう。

●今日の最後の１本
・今日の達成状況を確認できるように、今できる泳ぎ方で、どれくらいの距離、または速さで泳げるようになったの

かを試す時間を設定します。
　前回よりも成長できたことを実感し、自信を付けられるようにたくさんの子供に声かけをします
・毎時間、最後の１本を行うようにすることで、次回の授業に向けて目標を明確にし、主体的に学習に向かうことが

できるようにしましょう。

課題を見付けられる声かけの例 課題の解決のための場の工夫

　子供への声かけは、学習の段階によって使い分けることが効果的です。
学習の導入場面では、「今日の授業では何ができるようになりたいの」「記
録会で何メートル泳げるようになりたいの」といった目標について確認を
する声かけを多くしていきましょう。

　水泳運動は、技能の差が見られやすい運動です。単元
の後半では、子供の能力に合った場を用意することで、
効果的に指導をすることができます。場を用意する際は、
リーダー（監視者）をプールサイドに一人配置し、それ
以外の教師でコース別に指導をしましょう。リーダー（監
視者）は適宜交代し、集中して監視ができるようにする
など、安全面を徹底することが大切です。

　場を設定するときに大切なことは、子供の実態に合わ
ることと、何を身に付けることができるようにするのか
をはっきりとさせることです。何を学ぶ場所なのかを明
確にすることで、子供は自分の課題に合った場を選ぶこ
とができます。課題が解決できたら、ほかの場へ移動す
ることができるようにし、課題に合った解決方法を適切
に選ぶ力を育てられるようにしましょう。

　運動を行っている場面では、「け伸びのときに、頭が出てしまっているよ、
おへそを見てみよう」「ばた足は、太ももから動かせるともっとよくなる
よ」など、できるだけ多くの子供に、動きの直後に声かけをしていきまし
ょう。動きに対しての声かけは、自分の課題を適切に見付けることにつな
がります。子供たちは自分のことを見てほしいという欲求がたくさんあり
ます。声をかけきれない場合には手で OK サインを出すだけでも、動きに
対するフィードバックになり、効果的です。

　毎時間の最後に設定している記録会やふり返
りの時間では、「今日は、目標を達成できた」「な
ぜ目標を達成できたの」と、目標に対する声か
けをしましょう。
　そうすることで、今日の学習が効果的であっ
たか、また次回の授業では何を改善していけば
よいかを考えることにつながります。

ばた足とかえる足を
同時に行う場の例
足の動き 呼吸をしな

がら
呼吸の方法

手のかき・呼吸 足の動き

長く泳ぐコース

腰
か
け
て

かえる足を中心に行う場の例

ばた足を練習したら、25
メートル泳げた。次はか
える足をがんばるぞ。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、授業前後の手洗いを徹底しましょう。更衣室やシャワーは密になりや
すく工夫が必要です。人数を少なくできるように時間をずらす、場所を変えて着替えをするなど、学校の利用でき
る施設に合わせて工夫をしていきましょう。


