
文部科学省教科調査官監修

実践のヒントとアイディア

四角形

２けたでわるわり算の筆算

算数

連続技に挑戦！  マット運動
器械運動　～マット運動～

バディとバッチリ！　スイスイ水泳運動
～水泳運動～

体育

場面の様子をくらべて読み、感想を書こう

事実を分かりやすくほうこくしよう

国 語

※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。

小学四年生



国語小学四年生
光村図書

年
間
指
導
計
画

　

単
元
の
導
入
で
は
、「
一
つ
の
花
」
の
初
読
後
に
、
題
名
に
着
目
さ
せ
ま
す
。
こ
れ
ま

で
読
ん
で
き
た
物
語
を
想
起
し
、
題
名
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
え
、
改
め

て
作
者
が
な
ぜ
題
名
を「
一
つ
の
花
」に
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
し
ま
す
。

①
全
体
を
読
み
、
物
語
の
構
成
（
登
場
人
物
・
場
面
の
様
子
な
ど
）
に
つ
い

て
捉
え
る
。

②
物
語
を
読
ん
だ
感
想
や
疑
問
を
伝
え
合
い
、
学
習
課
題
を
考
え
る
。

ア
イ
デ
ィ
ア
①

③
「
一
つ
」
と
い
う
言
葉
の
出
て
く
る
場
面
を
見
付
け
る
。

　

・
時
間
や
場
面
の
違
い
に
着
目
し
て
場
面
に
分
け
、「
一
つ
」
と
い
う
言

葉
を
見
付
け
る
。

④
誰
が
・
ど
ん
な
場
面
で
・
ど
ん
な
気
持
ち
で
使
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
。

　

・
ゆ
み
こ
、
お
母
さ
ん
、
お
父
さ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
「
一
つ
」
と
い
う
言
葉

に
対
し
て
の
思
い
の
違
い
を
読
む
。                           

ア
イ
デ
ィ
ア
②

⑤
最
後
の
場
面
に「
一
つ
」と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
な
い
理
由
を
考
え
る
。

　

・
最
後
の
場
面
に
は
、
な
ぜ
「
一
つ
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
な
い

の
か
に
つ
い
て
考
え
る
。

⑥
題
名
「
一
つ
の
花
」
に
つ
い
て
、
考
え
た
こ
と
を
感
想
に
ま
と
め
る
。

　

・
作
者
の
考
え
を
推
論
し
な
が
ら
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

ア
イ
デ
ィ
ア
③

⑦
感
想
を
読
み
合
い
、
お
互
い
の
考
え
を
交
流
す
る
。

①
身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

本
単
元
で
は
、
登
場
人
物
の
気
持
ち
の
変
化
や
性
格
、
情
景
を
場
面
の
移
り
変
わ
り
と

結
び
付
け
て
捉
え
る
力
を
付
け
ま
す
。
単
元
の
導
入
で
は
学
習
の
目
的
を
明
確
に
す
る
と

と
も
に
、
比
べ
て
読
む
と
い
う
読
み
の
観
点
を
示
し
ま
す
。
そ
の
う
え
で
登
場
人
物
や
情

景
に
着
目
し
て
読
む
よ
う
に
し
ま
す
。

②
言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

　

子
供
た
ち
が
読
み
た
い
と
い
う
思
い
を
も
つ
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
読
む
目
的
を
明

確
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
こ
で
、
本
単
元
で
は
題
名
に
着
目
し
、
な
ぜ
、
作
者
が

こ
の
題
名
に
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
疑
問
を
も
つ
よ
う
に
し
ま
す
。

　

こ
の
疑
問
の
解
決
に
向
か
っ
て
作
者
の
思
い
や
願
い
に
寄
り
添
い
、
登
場
人
物
の
気
持

ち
の
変
化
を
情
景
の
移
り
変
わ
り
と
結
び
付
け
な
が
ら
読
む
よ
う
に
し
ま
す
。

　

題
名
に
あ
る
「
一
つ
」
と
い
う
言
葉
は
、
全
文
を
通
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
と

き
ど
き
で
、
こ
の
言
葉
に
は
、
登
場
人
物
の
思
い
や
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

場
面
の
状
況
と
も
関
係
し
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
に
着
目
し
て
読
む
こ
と
で
、
場
面
ご
と

の
登
場
人
物
の
心
情
の
変
化
や
性
格
、情
景
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
、題
名
を「
一

つ
の
花
」
に
し
た
作
者
の
意
図
も
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
単
元
で
は
、
最
後
に

自
分
の
考
え
を
感
想
に
ま
と
め
、
お
互
い
の
感
想
を
交
流
し
、
考
え
を
広
げ
ま
す
。

次一

1・２３〜５

二

６・７

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
（
７
時
間
扱
い
）

アイディア
①

作
者
の
意
図
を
探
る
課
題
設
定　

                                              

主
体
的
な
学
び

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
、
エ　

言
語
活
動　

イ

学
習
課
題
題
名
「
一
つ
の
花
」
の
意
味
を
考
え
、
感
想
を
書
こ
う
。

執　
　

筆
／
青
森
県
田
舎
館
村
立
田
舎
館
小
学
校
教
頭　

庭
田
瑞
穂

編
集
委
員
／
文
部
科
学
省
教
科
調
査
官　
　
　
　
　
　
　

大
塚
健
太
郎

　
　
　
　
　

大
妻
女
子
大
学
准
教
授　
　
　
　
　
　
　
　

樺
山
敏
郎

場
面
の
様
子
を
く
ら
べ
て
読
み
、

感
想
を
書
こ
う

領
域
　
Ｃ
読
む
こ
と

教
材
名
「
一
つ
の
花
」

光
村
図
書
四
年
上

場面と場面をつなげて読み、考えたことを話そう
筆者の考えをとらえて、自分の考えを発表しよう
場面の様子をくらべて読み、感想を書こう
新聞を作ろう
あなたなら、どう言う
気持ちの変化を読み、考えたことを話し合おう
クラスみんなで決めるには
中心となる語や文を見つけて要約し、調べたこ
とを書こう
感動を言葉に
きょうみをもったことを中心に、しょうかいしよう
もしものときにそなえよう
読んで感じたことをまとめ、伝え合おう

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月



〔
こ
れ
ま
で
読
ん
だ
物
語
の
題
名
〕

　
・
登
場
人
物
の
名
前
…
…
…
…
…
…
「
か
さ
こ
じ
ぞ
う
」「
く
じ
ら
ぐ
も
」

　
・
物
語
の
な
か
に
出
て
く
る
物
…
…
「
お
手
紙
」「
白
い
ぼ
う
し
」

　

国
語
の
学
習
の
な
か
で
読
ん
で
き
た
物
語
の
題

名
や
日
常
の
読
書
で
読
ん
だ
本
の
題
名
を
想
起
す

る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
題
名
が
つ
く
ら
れ

て
い
る
の
か
を
考
え
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、
題
名
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
意
図
に

問
題
意
識
を
高
め
な
が
ら
主
体
的
に
学
び
を
展
開

し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

題
名
に
あ
る
「
一
つ
」
と
い
う
言
葉
は
、
登
場
人
物
３
人
（
ゆ
み
子
・
お
母
さ
ん
・
お

父
さ
ん
）
そ
れ
ぞ
れ
が
使
っ
て
い
ま
す
。
場
面
の
状
況
に
合
わ
せ
て
登
場
人
物
の
思
い
が

込
め
ら
れ
た
言
葉
で
す
。
そ
の
一
つ
一
つ
を
読
み
比
べ
な
が
ら
「
一
つ
」
に
込
め
ら
れ
た

思
い
を
読
む
よ
う
に
し
ま
す
。
場
面
ご
と
に
読
み
比
べ
る
た
め
に
は
、
登
場
人
物
に
注
目

し
た
次
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
活
用
し
、
互
い
の
読
み
の
交
流
に
つ
な
げ
ま
し
ょ
う
。

■
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
例

　

感
想
を
ま
と
め
る
と
い
う
活
動
は
、
課
題
に
対
す
る
自
分
の
読
み
を
自
分
の
言
葉
で
ま

と
め
る
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
必
要
な
の
は
、
ど
の
よ
う
に
ま
と
め
る
と
よ
い
の
か
を
指
導

す
る
こ
と
で
す
。
ま
と
め
た
後
に
は
感
想
の
交
流
を
行
う
の
で
、
相
手
意
識
、
目
的
意
識

を
明
確
に
も
っ
て
、
相
手
に
分
か
る
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
本
単
元
の
ね

ら
い
は
、
な
ぜ
こ
の
題
名
に
な
っ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
中
心
で
す
。
そ
の
た
め
、
ま

と
め
に
は
こ
の
課
題
に
沿
っ
た
自
分
の
感
想
を
ま
と
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
活
用
し
、
子
供
た
ち
が
思
考
を
整
理
し
な
が

ら
感
想
を
ま
と
め
る
こ
と
で
深
い
学
び
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

■
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
例

「
一
つ
の
花
」
の
作
者
で
あ
る
今
西
祐
行
の
作
品
に
は
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
歌
」
や
「
は
ま
ひ

る
が
お
の
小
さ
な
海
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
作
者
に
視
点
を
置
き
、
読
み
比
べ
る
こ
と
で

作
者
の
願
い
や
表
現
の
特
徴
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
読
み
方
を
経
験
す
る
こ
と
で
新
し
い
本
の
読
み
方
に
気
付
く
こ
と
が
で

き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

アイディア
③

感
想
を
ま
と
め
る
た
め
の
手
立
て　

                                                 

深
い
学
び

アイディア
②

登
場
人
物
の
比
べ
読
み
の
交
流                                                  

対
話
的
な
学
び

「
お
手
紙
」
と

い
う
題
名
は
、

が
ま
く
ん
と
か

え
る
く
ん
を
幸

せ
に
し
た
、
宝

物
と
い
う
意
味

が
込
め
ら
れ
て

い
る
ね
。

か
だ
い

登
場
人
物

場
面二

・
一
つ
だ
け
の
に
ぎ
り
め
し

・
一
つ
だ
け
の
か
ぼ
ち
ゃ
の
に
つ
け

・
み
ん
な
一
つ
だ
け

・
一
つ
だ
け
の
よ
ろ
こ
び
さ

・
一
つ
だ
っ
て
も
ら
え
な
い
か
も
し

れ
な
い
ん
だ
ね

　
た
っ
た
一
つ
し
か
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
な
く
て
す
ま
な
い
。

ど
ん
な
言
葉

場
面
の
気
持
ち

登
場
人
物
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
「
一
つ
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。

（
　
お
父
さ
ん
　
）　
　
こ
ん
な
人

そ
れ
ぞ
れ
の
「
一
つ
」
に
つ
い
て
、
登
場

人
物
の
気
持
ち
を
考
え
る
だ
け
で
な
く
、

場
面
全
体
を
通
し
て
「
一
つ
」
と
い
う
言

葉
の
意
味
を
ま
と
め
て
交
流
し
ま
し
ょ
う
。

　
こ
の
お
話
の
題
名
は
「
一
つ
の
花
」
で
す
。
な
ぜ
、
作
者
が
こ
の
題
名
に
し
た

の
か
を
考
え
て
み
ま
し
た
。

そ
の
理
由
は
、（
　
　
　
）
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
目
は

二
つ
目
は

作
者
は
わ
た
し
た
ち
に

を
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

理
由
を
ま
と
め
る
と
き
は
、
叙
述

に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
取
り
上

げ
る
こ
と
と
、
自
分
の
考
え
た
こ

と
を
ま
と
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

感
想
の
最
後
に
は
、
登
場
人
物
に
対
し
て
の
考

え
を
ま
と
め
ま
す
。
登
場
人
物
ご
と
に
、「
一
つ
」

と
い
う
言
葉
を
作
者
が
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
使

っ
て
い
た
の
か
を
ま
と
め
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の

記
述
を
ふ
り
返
ら
せ
る
よ
う
に
し
ま
す
。
そ
し

て
、
作
者
が
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
か
も
考
え

る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。



国語小学四年生
光村図書

年
間
指
導
計
画

　

単
元
の
導
入
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
聞
を
読
み
、
新
聞
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

こ
の
活
動
を
通
し
て
一
般
的
な
新
聞
の
特
徴
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
自
分
た

ち
が
作
る
新
聞
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
こ
と
が
難
し
い
子
供
も
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
教
師
が
作
成
し
た
新
聞
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
活
動
の
ゴ
ー
ル
イ
メ
ー
ジ
を

も
つ
こ
と
に
つ
な
が
り
、
意
欲
も
高
ま
り
ま
す
。

①
教
師
が
提
示
し
た
２
種
類
の
新
聞
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
新
聞
作
り
の
特

徴
を
つ
か
む
と
と
も
に
、
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
。    

ア
イ
デ
ィ
ア
①

②
新
聞
を
作
成
す
る
グ
ル
ー
プ
を
決
め
、
テ
ー
マ
に
つ
い
て
話
し
合
う
。
時

間
の
見
通
し
を
も
ち
、
学
習
計
画
を
立
て
る
。

③
教
材
文
を
読
み
、
新
聞
の
作
り
方
の
手
順
・
取
材
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て

確
か
め
る
。

④
⑤
⑥
取
材
を
行
い
、
取
材
し
て
集
め
た
情
報
を
比
較
し
た
り
分
類
し
た
り

し
て
記
事
を
書
く
と
き
に
使
う
も
の
を
選
ぶ
。

⑦
新
聞
の
題
名
や
ト
ッ
プ
記
事
を
決
め
、
割
付
け
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

ア
イ
デ
ィ
ア
②

⑧
⑨
割
付
け
に
基
づ
い
て
記
事
の
下
書
き
を
書
き
、
伝
え
た
い
内
容
が
分
か

り
や
す
く
示
さ
れ
て
い
る
か
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
。

⑩
グ
ル
ー
プ
で
下
書
き
を
読
み
合
い
、
推
敲
し
て
見
出
し
を
決
め
る
。

ア
イ
デ
ィ
ア
③

⑪
清
書
を
し
、
新
聞
を
仕
上
げ
る
。

⑫
完
成
し
た
新
聞
を
交
流
し
、
感
想
を
伝
え
る
な
ど
し
て
学
習
を
ふ
り
返
る
。

①
身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

本
単
元
で
は
、
書
く
こ
と
を
通
し
て
伝
え
る
際
に
、
集
め
た
情
報
を
比
較
し
た
り
分
類

し
た
り
し
て
、
伝
え
た
い
こ
と
の
中
心
を
明
確
に
す
る
力
を
付
け
ま
す
。
そ
の
際
、「
誰
に

対
し
て
」
と
い
う
相
手
、「
な
ん
の
た
め
に
」
と
い
う
目
的
を
意
識
し
、
経
験
し
た
こ
と
な

ど
か
ら
書
く
こ
と
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

ま
た
、
相
手
や
目
的
を
意
識
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
か
確
か
め
て
、
文
や
文
章
を
整

え
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

②
言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

　

新
聞
は
、
日
常
生
活
で
目
に
す
る
機
会
が
多
い
こ
と
も
あ
り
、
情
報
伝
達
の
手
段
と
し

て
身
近
な
も
の
と
言
え
ま
す
。
本
単
元
で
の
新
聞
作
り
の
学
習
経
験
は
、
社
会
科
や
総
合

的
な
学
習
の
時
間
な
ど
に
お
い
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

新
聞
は
、
複
数
の
情
報
を
組
み
合
わ
せ
て
編
集
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
必
要
な
情
報
を
集
め
る
だ
け
で
な
く
、
集
め
た
情
報
を
目
的
に
応
じ
て
比
較
し
た

り
分
類
し
た
り
、
関
連
付
け
た
り
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
新
聞
を
作
る
た

め
に
は
、
見
出
し
や
リ
ー
ド
文
を
書
く
必
要
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
学

習
で
身
に
付
け
た
「
要
約
す
る
力
」
を
発
揮
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

次一

1・２３〜９

二

10 〜 12

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
（
12
時
間
扱
い
）

アイディア
①

学
習
の
ゴ
ー
ル
イ
メ
ー
ジ
の
共
有
と
学
習
の
見
通
し　

             

主
体
的
な
学
び

指
導
事
項
〔
知
識
及
び
技
能
〕（
２
）
イ　
〔
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
〕
Ｂ
（
１
）
ア
、
イ
、　

言
語
活
動　

ア

学
習
課
題
伝
え
た
い
こ
と
の
中
心
を
明
ら
か
に
し
、
分
か
り
や
す
い
新
聞
を

作
ろ
う
。

場面と場面をつなげて読み、考えたことを話そう
筆者の考えをとらえて、自分の考えを発表しよう
場面の様子をくらべて読み、感想を書こう
新聞を作ろう
あなたなら、どう言う
気持ちの変化を読み、考えたことを話し合おう
クラスみんなで決めるには
中心となる語や文を見つけて要約し、調べたこ
とを書こう
感動を言葉に
きょうみをもったことを中心に、しょうかいしよう
もしものときにそなえよう
読んで感じたことをまとめ、伝え合おう

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

執　
　

筆
／
神
奈
川
県
相
模
原
市
立
田
名
北
小
学
校
指
導
教
諭　

荒
木
昭
人

編
集
委
員
／
文
部
科
学
省
教
科
調
査
官　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
塚
健
太
郎

　
　
　
　
　

大
妻
女
子
大
学
准
教
授　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

樺
山
敏
郎

事
実
を
分
か
り
や
す
く

ほ
う
こ
く
し
よ
う

領
域
　
Ｂ
書
く
こ
と

教
材
名
「
新
聞
を
作
ろ
う
」

光
村
図
書
四
年
上



　

教
師
自
身
が
新
聞
を
作
成
す
る
こ
と
は
、
新
聞
作
り
の
過
程
に
お
け
る
指
導
の
ポ
イ
ン

ト
を
つ
か
む
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
教
師
が
身
に
付
け
さ
せ
た
い
資
質
・
能
力
を
自
覚

し
な
が
ら
、
新
聞
作
り
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

本
単
元
に
お
い
て
中
心
と
な
る
の
が｢

比
較｣

と｢

分
類｣

で
す
。｢

比
較｣

と
は
、
複

数
の
情
報
を
比
べ
る
こ
と
で
す
。｢
分
類｣

と
は
、
複
数
の
情
報
を
共
通
の
性
質
に
基
づ
い

て
分
け
る
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
思
考
を
具
体
的
に
記
述
し
た
言
葉
を
「
考
え
る
た
め

の
技
法
」
や
「
思
考
ス
キ
ル
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、【
例
１
】
ベ
ン
図
と
【
例
２
】
Ｙ
チ
ャ
ー
ト
を
用
い
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
な
ど

を
準
備
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
観
点
に
即
し
て
見
方
・
考
え
方
を
出
し
合
い
な
が

ら
検
討
し
、
比
較
し
た
り
分
類
し
た
り
し
な
が
ら
、
記
事
の
内
容
を
決
定
し
て
い
く
過
程

が
深
い
学
び
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

記
事
の
下
書
き
を
し
た
後
、
同
じ
グ
ル
ー
プ
の

友
達
と
書
い
た
記
事
を
読
み
合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の

記
事
に
つ
い
て
検
討
す
る
場
面
を
設
定
し
ま
す
。

読
み
合
う
際
の
視
点
を
明
確
に
し
、
必
要
に
応
じ

て
下
書
き
を
見
直
す
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

視
点
の
例
と
し
て
、「
最
初
に
い
ち
ば
ん
言
い
た

い
こ
と
を
書
く
」「
事
実
が
正
し
く
伝
わ
る
よ
う
に

書
く
」「
内
容
を
知
ら
な
い
人
が
読
ん
で
も
分
か
る

よ
う
に
、必
要
な
と
こ
ろ
に
は
説
明
を
加
え
る
」「
写

真
や
図
、
表
を
使
っ
て
分
か
り
や
す
く
示
す
」
な
ど

が
考
え
ら
れ
ま
す
。
特
に
、
新
聞
で
情
報
を
分
か
り

や
す
く
伝
え
る
に
は
、
絵
や
図
、
グ
ラ
フ
な
ど
を
入

れ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
グ
ラ
フ
な
ど
を
作
成
す
る

際
は
、
算
数
で
学
習
し
た
こ
と
を
活
用
し
て
分
か
り

や
す
く
ま
と
め
る
よ
う
指
導
し
ま
し
ょ
う
。

アイディア
②

｢

比
較｣

｢
分
類｣

な
ど
の
思
考
を
発
揮
さ
せ
る
場
面
の
設
定　

          

深
い
学
び

■
集
め
た
情
報
を
分
類
す
る
場
面

アイディア
③

視
点
を
明
確
に
し
た
下
書
き
の
交
流
と
見
直
し　

                 　
対
話
的
な
学
び 

一番伝えたい
こを最初に書
くようにする
と、もっと分
かりやすい文
になると思う
よ。

ここが事実で、
ここが感想だ
ね。とても分
かりやすく書
けていていい
ね。

みんなの感想とお家の人からの感想を比べてみる
と、ダンスについて満足していることが分かったよ。
ダンスのことを記事にするのはどうかな。

◯◯祭りの実行委員さんたちが、◯◯
祭りのためにがんばっていることが分
かった。そのことを学校のみんなに伝
えたいと思ったよ。

それもいいと思うんだけど、心配なこ
とも伝えたいな。「大人になったら◯
◯祭りの実行委員になろう」と思う人
が増えたら、心配なことが減っていく
かもしれないからね。

うん、それがいいね。「◯◯ダンス、大成功！」
という見出しにしたら、みんなの感想とお家の人
の感想の両方を生かした見出しになると思う。

ここに写真を
入れると、伝
えたいことが
もっと伝わる
記事になるよ。

ここの文章は、
初めて読む人
のためにもう
少し詳しく説
明したほうが
いいんじゃな
いかな。

【例１】
テーマ：学校行事
記事：運動会について
※ベン図を使って、情報を比較し、記事の内容を検討
する場面

【例２】
テーマ：地域の行事について
記事：◯◯祭り実行委員のお話を聞い

て
※実行委員さんにインタビューをして
感じたことをＹチャートを使って
分類し、記事の内容を検討する場面

運動会について
みんなの感想

運動会を見に来てく
れたお家の人の感想

すごいなと思ったこと

もう少し聞きたいこと 心配なこと

つな引きはは
く力があって
とてもよかっ
た。

◯◯ダンスは
大成功だった。
練習してきてよ
かった。

50ｍ 走 で2
位になれてう
れしかった。

おうえん合戦
は、みんなの
声が出ていて、
かっこよかっ
た。

◯◯ダンスは
四年生の心が
一つになって
いるようだった。
感動した。

つな引きで一
度も勝てなか
った。くやし
い。

実行委員の方たちは、お仕事が終わっ
てから、夜おそくまで話合いをしている。

◯◯祭りに参加する人
が少しずつへっている。

実行委員の人が高れい
になり、実行委員にな
ってくれる人を探して
いる。

◯◯祭りは10年前から
始まったのは分かったけ
ど、なぜ◯◯祭りを始め
たのかは分からなかった。

どうして実行委員の人た
ちは、こんなにがんばっ
て◯◯祭りのじゅんびを
しているのか。



年
間
指
導
計
画

小学四年生　算数

四角形
執　　筆／福岡教育大学附属小倉小学校教諭　楠木大二郎
編集委員／文部科学省教科調査官　　　　　　笠井健一
　　　　　福岡教育大学教授　　　　　　　　清水紀宏

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

折れ線グラフ
１けたでわるわり算
四角形
２けたでわるわり算
がい数
倍
計算の順序
面積
変わり方
小数のかけ算わり算
分数
直方体と立方体

・平行な辺がある四角形　・平行な辺がない四角形

　右のカードの点を
つないで、四角形を
つくりましょう。

本時のねらい

評価規準

見通し

問題

学習のねらい 平行な辺に目をつけて、四角形について調べよう。

　ジオカードの点をつないで構成した四角形を辺の平行性に着目して分類する活動を通して、台形と平行四
辺形について理解することができる。

（本時　７／ 14 時）

台形と平行四辺形について理解することができる。（知識・技能）

Ｔ：どんな四角形ができましたか。
Ｃ：でこぼこな四角形ができました。
Ｃ：平行な辺がある四角形ができました。
Ｔ：どの四角形にも、平行な辺はありますか（近く

の友達と確認させる）。
Ｃ：平行な辺がない四角形もあります。

A つまずいている子 Ｂ 素朴に解いている子 Ｃ ねらい通り解いている子
　平行な辺の組に着目でき
ず、仲間分けをすることが
できていない。

　平行な辺がある四角形と平行
な辺がない四角形の２つの仲間
に分類している（平行な辺の組
の数には着目していない）。

　１組の辺が平行な四角形、２組の
辺が平行な四角形、平行な辺の組が
ない四角形という３つの仲間に分類
している。

自力解決の様子

学び合いの計画

※正方形状に点を印刷した「ジオカード」の点と点をつないで、四角形を構成する活動を行います。自分や友達が構成し
た四角形のなかに平行な辺がある四角形を見いだし、辺の平行性に着目し、四角形を捉えていくというめあてを子供と
設定していきます。

※子供たちがつくる四角形はまちまちですので、本時のねらいが達成できるように、教科書を参考にジオカードで台形、
平行四辺形、どちらでもない四角形を５～６つ程度印刷されたプリントを配付し、それらを仲間分けさせます。自力解
決では、平行な辺が何組あるかという視点までは与えず、その後の学習で気付かせるようにします。

　A さんには「平行な辺」の意味や平行であるか
どうかを、三角定規を使って確かめる方法を確認
します。B の子供も含め、斜めの向きの辺の組も

平行であるかどうか確かめさせます。B さんには、
平行な辺がある四角形の仲間をもっと詳しく分類
できないか考えるよう促します。



① １ 組 の 辺 が 平 行
　 → 台 形
② ２ 組 の 辺 が 平 行
　 → 平 行 四 辺 形
③ 平 行 な 辺 の 組 が な い
 〈 ま と め 〉
　 向 か い 合 う １ 組 の 辺 が 平 行 な 四 角 形
を 台 形 、 向 か い 合 う ２ 組 の 辺 が ど ち ら
も 平 行 な 四 角 形 を 平 行 四 辺 形 と 言 い ま
す 。
 〈 問 題 〉
　 次 の 四 角 形 の う ち 、 台 形 と 平 行 四 辺
形 を 選 び ま し ょ う 。

 〈 か ん そ う 〉
　 台 形 、 平 行 四 辺 形 と い う 新 し い 名 前
の 四 角 形 を 知 っ て 、 四 角 形 に つ い て く
わ し く な っ た 。

 〈 め あ て 〉
　 平 行 な 辺 に 目 を つ け て 、 四 角 形 に つ
い て し ら べ よ う 。

 〈 問 題 〉
　 右 の カ ー ド の 点 を つ な
い で 、 四 角 形 を つ く り ま
し ょ う 。

 〈 見 通 し 〉
　 ・ 平 行 な 辺 が あ る 四 角 形
　 ・ 平 行 な 辺 が な い 四 角 形
 〈 自 分 の 考 え 〉
　 ・ ２ つ に 仲 間 分 け で き る 。
　 ・ 平 行 な 辺 が あ る 四 角 形 と 平 行 な 辺
　 　 が な い 四 角 形 。
 〈 友 達 の 考 え 〉
　 ・ ２ 組 の 辺 が 平 行 な 四 角 形 。
　 ・ ３ つ に 仲 間 分 け で き る 。

台形平行四辺形

ノート例

感想例

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

（B さんの２つの仲間分けを紹介した後、Ｃさん
の３つの仲間分けを提示して）
Ｔ：B さんの仲間分けとＣさんの仲間分けの同じ

ところを言いましょう。
Ｃ：どちらも、「平行な辺がない四角形」が仲間

になっています。
Ｔ：B さんの仲間分けとＣさんの仲間分けの違う

ところを言いましょう。
Ｃ：B さんの「平行な辺のある四角形」の仲間を、

Ｃさんはもっと分けています。
Ｔ：その分け方を説明できますか。
Ｃ：（黒板の図を指しながら）こちらの仲間は、

こことここ、こことここに平行な辺が２つあ
ります。

Ｔ：このようなときは、「平行な辺の組」と言え
ばよいですね。この言い方でもう一度説明で
きますか。

Ｃ：Ｃさんは平行な辺の組が２つの四角形と、平
行な辺の組が１つの四角形に仲間分けしてい
ると思います。

（以下、「台形」「平行四辺形」という用語を指導
する。）
Ｔ：それでは、みなさんがかいた四角形に台形や平

行四辺形があるか、友達と確かめてみましょう。

　台形、平行四辺形、どちら
でもない四角形であることを
正しく判断している。

　次の四角形のうち、台形と平行四辺形を選びましょう。評価問題 本時の評価規準を達成した
子供の具体の姿

　自力解決の後は、クラス全体で、四角形の仲間
分けについての各自の考え方を発表する場を設定
します。
　B さんの２つの仲間分けの考え方を発表させ、
平行な組の有無による分類であることを「平行な

　台形、平行四辺形という新しい名前の四角形を知って、四角形について詳しくなりました。

辺」という言葉を正しく使って確認します。
　その後、B さんの考えとＣさんの考えを関連付
けることで、２組の辺が平行な四角形があること
に気付かせ、３つの仲間の分類について理解させ
ていきます。

　向かい合う１組の辺が平行な四角形を台形、向かい合う２組の辺がどちら
も平行な四角形を平行四辺形と言います。学習のまとめ



年
間
指
導
計
画

小学四年生　算数

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
　仮商を修正して筆算を
することができていない。

　252÷36をしましょう。

　仮商を１小さく修正するが、積が被
除数より大きくなり、行き詰まっている。

　１小さくした仮商をさらに１小さ
く修正して、正しい筆算をしている。

本時のねらい

評価規準

見通し

自力解決の様子

問題１

　168÷28をしましょう。問題２

学習のねらい 見当を付けた商を直す筆算のしかたを考えよう。

（２、３位数）÷（２位数）の筆算で仮商が大きすぎた場合の筆算のしかたを考える活動を通して、仮商
の修正のしかたを理解し、筆算で計算することができるようにする。

（本時　５／ 11 時）

仮商の修正のしかたを理解し、筆算で計算することができる。（知識・技能）

Ｔ：前の時間と同じように考えて計算しましょう。
最初はどうしますか。

Ｃ：商の見当を付けます。
Ｔ：商の見当を付けるとどうなりますか。
Ｃ：25 ÷３＝８です。

Ｔ：では、続きをやってみてください。
　　（計算させる）
Ｃ：36 と８をかけると 288 になってひけません。
Ｔ：困りましたね。どうしたらよいか、隣のお友

達と相談しましょう。（短時間で相談させる）

Ｔ：この「８」をどのように直せばよいでしょう。
Ｃ：商を減らしたらよいと思います。
Ｃ：付け加えます。商を減らして７にすればよいと思い

ます。
Ｔ：では、商を７にして計算してみましょう。
　　（商を７とすればうまく計算できることを確認する）
Ｔ：次は、問題２をやってみましょう。

　本時は、仮商が大きすぎた場合の筆算のしかたを考えながら、仮商の修正のしかたを理解し、筆算で
計算する技能を身に付けさせていきます。はじめに、除数と仮商の積が、被除数より大きくなる場合の筆
算のしかたについて話し合うことで、仮商の修正のしかたの見通しをもつことができるようにしましょう。

　Ａの子供については、授業の導入の計算をふり返らせ、商を減らす必要があることを確認しましょう。
Ｂの子供については、１小さくしてもうまいかないことを確認したうえで、商をもっと小さくしてみるよ
う促してもよいでしょう。すべての子供に、最後の正しい結果だけをノートに書くのではなく、商の直し
方について、考えたことをノートに残しておくよう促しましょう。

２けたでわるわり算の筆算
執　　筆／福岡教育大学附属小倉小学校教諭　小川毅彦
編集委員／文部科学省教科調査官　　　　　　笠井健一
　　　　　福岡教育大学教授　　　　　　　　清水紀宏

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

折れ線グラフ
１けたでわるわり算
四角形
２けたでわるわり算
がい数
倍
計算の順序
面積
変わり方
小数のかけ算わり算
分数
直方体と立方体

・商の見当を付けて筆算をする。
　　25 ÷３＝８
・１小さい商を立てる。



 〈 ま と め 〉
　 見 当 を 付 け た 商 を 、 １ ず つ 小 さ く し
て 、 筆 算 を す れ ば よ い 。
 
 〈 問 題 〉
① １４３÷２８
 ・１４÷ ２ ＝ ７
 ・２８× ７ ＝ １９６
 ・ ７ － １ ＝ ６
 ・２８× ６ ＝ １６８
 ・ ６ － １ ＝ ５

② ３２４ ÷３６
 ・３２÷ ３ ＝１０
 ・３６×１０＝ ３６０
 ・１０－ １ ＝ ９
          
 〈 感 想 〉
 ・ 商 を 直 す 回 数 を 少 な く す る 見 方 が で
　 き る よ う に な り た い 。
 ・ 商 が ２ け た に な る 筆 算 の し か た を 考
　 え て み た い 。

２ け た で わ る わ り 算 の 筆 算
 〈 問 題 １ 〉
　 ２５２ ÷３６を 計 算 し ま し ょ う 。
 ・ 商 の 見 当 を 付 け る 。
 ・２５÷ ３ ＝ ８
 ・３６× ８ ＝ ２８８
　 　 　 　 　 　
 〈 め あ て 〉　
 　見 当 を 付 け た 商 を 直 す 筆 算 の し か た
を 考 え よ う 。
 〈 見 通 し 〉
 ・ 商 の 見 当 を 付 け て 筆 算 を す る 。
 ・ １ 小 さ い 商 を 立 て る 。
　 ８ － １ ＝ ７
　 　 　 　 　 　 　
 〈 問 題 ２ 〉　
　 １６８ ÷２８を 計 算 し ま し ょ う 。
 ・１６÷ ２ ＝ ８
 ・２８× ８ ＝ ２２４
 ・ ８ － １ ＝ ７
 ・２８× ７ ＝ １９６
 ・ ７ － １ ＝ ６

       ８
３６ ２５２
    ２８８

       7
３６ ２５２
    ２５２
       0

       ５
２８ １４３
    １４０
       ３

       ９
３６ ３２４
    ３２４
       ０

大きすぎる

商を１ずつ小さくする

５あまり３

       ６
 ２８ 1 6 8
    1 6 8
       0

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 見当を付けた商を、１ずつ小さくして、筆算をすればよい。

Ｔ：最初の商の見当を教えてください。
Ｃ：16 ÷２＝８だから、８です。
Ｔ：続きを教えてください。
Ｃ：28 ×８＝ 224 なので、商は８ではないと思い

ます。
Ｔ：じゃあ、問題１のように、商は８から１引いた

７にするとよいですね。（ゆさぶり発問）
Ｃ：商を７にしたら、28 ×７＝ 196 で 168 より

大きくて計算できません。
Ｔ：困りましたね。この問題は計算できないのですか。

Ｃ：商をさらに１小さくすればよいと思います。
　　（商を６にすれば，計算できることを確認する。）
Ｔ：今日の授業のふり返りをしましょう。
Ｃ：見当を付けた商を引けないときは、商を減らし

ます。
Ｃ：商を１減らしても計算できないときは、２減ら

します。
Ｃ：見当を付けた商を引けないときは、商を１ずつ

小さくしていきます。

　なお、28 を 30 と見積もって商を５と見当付ける子供もいるかもしれません。このときは、28 ×５＝
140、168 － 140 ＝ 28 であり、商を５から６に増やす必要があることを確認します。まとめは「見当を
付けた商を１ずつ小さくしたり大きくしたりして、筆算をすればよい」などとなります。

学び合いの計画

　自力解決の後は、全体の場でそれぞれの子供
の仮商の修正のしかたを共有する場を設定し、「割
る数と見当を付けた商の積が大きすぎること」「見

当を付けた商を１小さくすること」についての気
付きを価値付けて、自力解決で不十分だった点を
改善しながら商の修正について探究します。

　見当を付けた商が大きすぎた場合の処理のしかたについて、考えたことを全体で出し合います。

・仮商を２回修正して、筆算で計算している。【評価課題①】
・仮商を 10 から９に修正して、筆算で計算している。【評価課題②】

①　143 ÷ 28
②　324 ÷ 36

評価問題 本時の評価規準を達成した子供の具体の姿

・商を直す回数を少なくする見方ができるようになりたい。
・商が２けたになる筆算のしかたを考えてみたい。

８？
７？
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●ゆりかご

●前転 ●後転 ●開脚後転●易しい場での開脚前転

●補助倒立ブリッジ

☆場の工夫（坂道マット） ☆教具の活用（ゴムひも） ☆補助

●壁登り倒立●かえるの足打ち ●背支持倒立

授業づくりのポイント
　マット運動は、基本的な回転技や倒立技に取り組み、
自己の能力に適した技ができるようにすることをねらい
としています。子供たちは、技ができたときや新しい技
に挑戦するときに楽しさや喜びを感じることができるの
で、技に関連した感覚つくりの運動を取り入れたり、易
しい場や条件のもとで段階的に取り組んだりしていくこ

　まずは、感覚つくりの運動遊びや前学年までに経験し
た技を行いながら、新しい技の習得に必要な感覚を養っ
ていきます。回数を決めて準備運動として取り組むこと
もできますが、グループ内で動きをそろえて行ったり、
リレー形式で競ったりするなど、楽しみながら感覚つく
りをしていく工夫もできます。

とが大切です。
　さらに、自己の課題を見付け、解決していくためには、
自分の動きをふり返ったり、グループで技を見合ったり
することができる環境を整えることが大切です。
　また、安心して学習に取り組めるように、安全には十
分に配慮して授業を進めていきましょう。

　運動が苦手な子供には、場や教具を工夫して段階的に
取り組めるようにしたり、体を支える補助をしたりして、
無理なく運動に取り組めるように配慮しましょう。運動
遊びや場、教具の効果をしっかりと伝え、その効果を子
供が自覚することで、自分の体への意識も高まり、技の
上達につながっていきます。

楽しもう 〜いろいろな技に挑戦しよう！〜

執　　筆／新潟県新潟市立松野尾小学校教諭　　小山　映　　　
編集委員／国立教育政策研究所教育課程調査官　塩見英樹
　　　　　新潟県新潟市立葛塚小学校校長　　　長谷川智

技をつないで、クルリン・パッ！

器械運動　～マット運動～

連続技に挑戦！  マット運動

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

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

感覚つくりの運動遊びの例

回転系や巧技系の基本的な技

運動が苦手な子供への支援例

ゆっくりと揺れ、マット
に触れる部分が移ってい
く感覚をつかみましょう。

体を揺らす感覚や腕で体を支
える感覚、逆さになる感覚な
ど、運動遊びのなかで感覚を
つかめるようにしましょう。

基本的な技を身に付けるために、単調にその技を繰り返し練習するだけでは、なかなかうまくいきません。
「感覚つくりの運動遊び」と「適切な支援」を合わせて行いながら、学習を進めていきましょう。

前転系や後転
系の技で起き
上がれない子
供には、勢い
がつくのでお
勧めです。

腰やひざが伸
びていない子
供にお勧めで
す。ゴムひも
なので、安心
感があります。

側方倒立回転
の場合、腰が
曲がってしま
わないように、
補助をしまし
ょう。

マットの下に踏切り板を置く。 足が通る位置にゴムひもを張る。 背中側から腰を支える。

お腹に力を入
れることで、
体幹が安定し
ます。あごを
出す姿勢も確
認しましょう。

腰を高くも
ち上げ、足
打ちの回数
を増やして
いきましょ
う。

腰を支え、安
定した倒立姿
勢をめざしま
す。ゆりかご
との組み合わ
せもできます。

●側方倒立回転 ●壁倒立 ●頭倒立

●首はね起き



単元計画

もっと楽しもう 〜技を組み合わせてやってみよう！〜

☆ラインマット

足交差→横回転 跳びひねり

☆タブレットでの撮影

☆手形・足形

☆「目」カード

　単元後半では、課題とする技ができるように、単元前
半で行った感覚つくりの運動遊びや運動を行う適切な支
援に加え、自分の技のふり返りができるように、視覚的
な支援も取り入れていきましょう。
　タブレットでの撮影は、活用のしかたをしっかりと確
認し、運動量が確保できるように配慮が必要です。

　最後の発表会では、単元前半で学習した技を組み合わ
せて、一連の流れで行います。マットを連結させたロン
グマットを発表の場とし、技の組み合わせを考えます。
自分が挑戦したい技を３つ以上合わせて、技の順番を考
えたり、技のつなぎ方を工夫したりして、連続技ができ
るようにしていきましょう。

視覚的な支援の例

つなぎの技の例

横ラインは、壁倒立や前転・後転などの手やおしりを着
く位置を確認することができます。
縦ラインは、側方倒立回転の手足の着く位置や前転・後
転などでまっすぐ回れているかの確認にも活用できます。

画角を安定させ
るために、目標
物を置きます。
自分や友達の動
きを比較しやす
くなります。

運動量を確保するため、授業後半に撮影タイムを設定するなど、タブ
レットを使用する時間を限定しましょう。

見たい部分を明
確にして、真横
や正面など、撮
影位置を決めま
しょう。

あごを出す姿勢ができるように、「目カー
ド」も有効です。倒立系の技の場合、手
を着く位置から三角形の頂点の位置にカ
ードを置きましょう。

「前→後ろ」ま
たは「後ろ→前」
に体の向きを変
え た い 場 合 は、
つなぎの技を使
いましょう。

技の組み合わせ例
前転→足交差→横回転→後転→跳びひねり→側方倒立回転

※新型コロナウイルス感染症対策として、子供に授業前後の手洗いを徹底するように指導しましょう。そして、活動中は地域の感染レベルに応じて、
適切な身体的距離を確保するようにしましょう。

ゴムシートを手足の形に切り
取り、マットに置く。スポン
ジやビニール輪などでも代用
できる。

側方倒立回転の手足の着き方が視覚的に分かります。初期段階は手足
の着く位置が台形の形からスタートし、徐々に直線の形になるように
意識して取り組みましょう。

カラーテープでマッ
トにラインを引く。

初期段階

※２〜４時間目は、授業の前半を前転・後転系の接転技、後半を首はね起きなどのほん転技や倒立系の技に取り組む
時間に設定し、いろいろな技に挑戦できるようにします。５〜７時間目は、自分の課題となる技を決め、連続技に
なるように練習し、最後に発表会で披露します。

時

0

45

1 2 3 4 5 6 ７

アザラシ　       ウマ歩き　    ウサギ跳び　   ブリッジ        　川とび

もっと運動を楽しもう

●オリエンテーション
・集合や整列のしかた
・学習の進め方
・安全にかかわる約束
・準備・片付けの確認
●感覚つくりの運動遊び
・動物歩き
・壁登り倒立
・ゆりかご
・背支持倒立
・ブリッジ
・かえるの足打ち
〈安全の約束〉
・マットは横切らない
・マットがずれたら直す
・友達と協力して、マッ

トを運ぶ

●いろいろな技に挑戦しよう　（　）は発展技
・基本的な回転系の技【接転技群】に取り組む。
　前転、易しい場での開脚前転、（開脚前転）、後転、

開脚後転
・基本的な回転系技【ほん転技群】や巧技系の技、
【平均立ち技群】に取り組む。

　補助倒立ブリッジ、（倒立ブリッジ）、側方倒立
回転、（ロンダート）、首はね起き、（頭はね起き）、
壁倒立、（補助倒立）、頭倒立

●技を組み合わせてやってみよう
・組み合わせたい技を選び、練習に取り組む。
・技と技の間につなぎ技を使い、技を組み合わせる。
・ロングマットでの連続技を発表する。

●ふり返りをしよう（できたこと、分かったこと、困っていること）

運動を楽しもう

３本目のラインに手
を着いて、大きな前
転にしよう。○○さ
ん、できたかどうか
見ていてね！

●感覚つくりの運動遊びをしよう
・動物歩き　　・壁登り倒立
・ゆりかご　　・川とび
・背支持倒立　・ブリッジ



小学四年生 体育
年
間
指
導
計
画

●じゃんけん底タッチ

●まりつきだるま

●変身もぐり

●じゃんけん股くぐり ●背浮き

●変身浮き

●だるま浮き

執　　筆／新潟県新潟市立新潟小学校教諭　　　高野義友　　　
編集委員／国立教育政策研究所教育課程調査官　塩見英樹
　　　　　新潟県新潟市立葛塚小学校校長　　　長谷川智

もぐったり浮いたり進んだりして楽しもう！

～水泳運動～

バディとバッチリ！
スイスイ水泳運動

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

もぐる・浮く運動

浮いて進む運動

授業づくりのポイント
　中学年の水泳運動は、「もぐる・浮く運動」と「浮い
て進む運動」で構成されます。低学年で身に付けた動き
を基に、水に親しんだり競争したりすることを楽しめる
ようにします。
　もぐる・浮く運動では、いろいろな浮き方やもぐり方
を楽しむなかで、全身の力を抜いて浮いたり息を吸った
り吐いたりする基本的な動きや技能を身に付けるように

　単元前半では、もぐったり浮いたりする活動をたくさ
ん行います。楽しんで行えるように、バディでの活動や
じゃんけんを取り入れた活動を中心に進めます。さまざ
まなバリエーションを用意することで、子供たちが進ん
で取り組むことができるようにします。
　もぐったり浮いたりする動きのなかで、呼吸につなが

します。
　浮いて進む運動では、すべての泳ぎの基本となるけ伸
びをしたり、浮いて呼吸をしながら進む初歩的な泳ぎ（ば
た足泳ぎ、かえる足泳ぎ、面かぶり泳ぎなど）で競争し
たり、記録を伸ばしたりします。
　二人組のバディでの学習を取り入れると、安全の確保
や学習の効果を高めることができます。

る部分を意識して声をかけます。
　また、浮いて進む運動も、単元前半から少しずつ行い、
徐々に時間を増やすようにしていきます。
　この活動でもバディで交代しながら、け伸びや伏し浮
きなど泳ぎにつながる動きを、楽しみながら繰り返し行
えるようにするとよいでしょう。 

楽しもう 〜もぐったり浮いたり、浮いて進んだりしよう！〜

じゃんけんで勝った人が、浮き方二つを指定します（例：伏し浮き
からだるま浮き）。できるようになったら三つに増やしてみましょう。

じゃんけんをして勝った人から
行ったり、バディとタイミング
を揃えて同時に行ったりすると、
繰り返し楽しみながら運動をす
ることができます。

だるま浮きをしている友達の背中
を押して、水中に沈めます。浮い
てきたら、また押して繰り返しま
す（やめるタイミングを約束して
おくことが大切です）。

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

息を吐きながら
もぐると、もぐ
りやすいよ。

息を吐くと沈んでし
まうから、息を止め
て浮いてきてね。

●連続ボビング

●壁キックけ伸び

●バディとけ伸び水中で鼻や口から息を
吐いたり、跳び上がっ
て空中で息を吸ったり
することが、息継ぎへ
とつながっていきます。

立っている人が少し
お手伝いして押して
あげてもいいね。

体がぴーんと
伸びているね。

力を抜い
てね。耳
は腕にく
っつけて
ね。

おへそを見てグ
ーンと進むぞ！

ビート板を抱えて浮い
てもいいよ。バディの
友達が背中を支えてあ
げるのもいいね。

息をたくさん吸い込ん
でから浮いてみよう！



時

0

45

1 ２ 3 4 5 ６ ７ ８ ９ 10

●安全に水泳の授業を始めよう
・点呼、バディの確認　　　・準備運動　　　・シャワー　　　・水慣れ（少しずつ水に入る）

●もぐる・浮く運動
○もぐる
・じゃんけん底タッチ
・じゃんけん股くぐり
・変身もぐり
　座り姿勢
　大の字姿勢
　ラッコ（仰向け姿勢）
　イルカ（伏し浮き姿勢）

●初歩的な泳ぎ
・呼吸しながらのばた足泳ぎ（仰向け姿勢・うつ

伏せ姿勢）
・呼吸しながらのかえる足泳ぎ（仰向け姿勢・う

つ伏せ姿勢）
・面かぶり泳ぎ（クロール系）
・面かぶり泳ぎ（平泳ぎ系）

○浮く
・だるま浮き
・背浮き
・変身浮き
　だるま浮き
　大の字浮き
　ラッコ
　イルカ

○浮き沈み
・せんすいかん
・だるまつき
・連続ボビング

もっと運動を楽しもう

●オリエンテーション
・学習の進め方
・水泳の心得の確認
・バディの役割の確認
・準備、片付けの説明

●水に慣れよう
・バブリング
・ボビング

●もぐる・浮く運動
・三年生での学びのおさ

らい
　（背浮き、だるま浮き、

股くぐりなど）

ふり返りをしよう　（できたことや分かったこと、友達の動きで真似をしてみたいこと）

運動を楽しもう

もぐったり浮いたり進んだりしよう！

記録を伸ばしたり、競争したりしよう！

単元計画

●け伸び競争

●面かぶり泳ぎ ●呼吸をしながらのばた足泳ぎ・かえる足泳ぎ

●ばた足 (かえる足 )対決

もぐる・浮く運動

初歩的な泳ぎ

浮いて進む運動

※単元前半は，もぐったり浮いたりする運動を多めに行い，単元後半は，初歩的な泳ぎの記録を伸ばしたり友達と競
争したりして楽しみます。　　　

※新型コロナウイルス感染症対策として、地域の感染状況に応じて、活動中は適切な身体的距離を確保します。更衣室は少人数で使用するなどが考えられます。

もっと楽しもう 〜記録を伸ばしたり、競争したりしよう！〜
　単元後半は、初歩的な泳ぎを行う時間を多めにとるよ
うにします。初歩的な泳ぎとは、呼吸をしながらのばた
足泳ぎやかえる足泳ぎなど、クロールや平泳ぎの前段階
となる泳ぎのことです。浮いて呼吸をしながら進むこと
が大切で、必ずしもクロールや平泳ぎの手や足の動かし
方などの泳法にこだわる必要はありません。
　また、練習方法や練習の場を選んで学習ができるよう

にしたり、ビート板やヘルパーなどの補助具を使用でき
るようにしたりします。
　ただ練習をするのではなく、単元前半と同様に、自分
の記録を伸ばしたり、バディのシステムを生かして距離
や回数を友達と競争したりすることで、泳ぐ楽しさや喜
びに触れられるようにするとよいでしょう。

　単元前半で行ってきたもぐる・浮く運動を、記録に注目した
り、バディと競争したりできるように行います。

　ばた足泳ぎやかえる足泳ぎの面かぶりの泳ぎに挑戦する場を
設定します。子供の実態に応じて、キックの場、手の動きの場、
キックと手を合わせて試す場を用意します。

時間や回数、人数、距離の視点から、競争したり記録を向上し
たりできるようにします。

二人でもできるかな。息をたくさん
吸って、勢いもつける必要があるね。

つないでいる手を離した
ら、息継ぎしてみてね。

水中で呼吸のタイミ
ングがとりづらい子
供には、陸上でタイ
ミングを合わせる練
習をしてみましょう。

「いち、に
ぃ、さーー
ん、パッ」
のリズムで
息継ぎする
ぞ。

ゆっくり大きくかいて、
僕の手にのっけてね。

力を入れすぎて
姿勢が悪くなる
と、進まなくな
っちゃうから気
を付けよう。

●浮いて進む運動
・け伸び（壁キック・底キック）
・バディとけ伸び
　（ひっぱって・押して・並んで）

３回け伸びを
して遠くまで
行けたほうが
勝ちだよ。

さっきより遠くに行くため
に、あごをちゃんと引くぞ。

合
わ
せ
て

試
す
場

手
の
動
き

の
場

キ
ッ
ク
の

場

「かくー、いち、に
ぃ、さーーん、」の
リズムでいくぞ。

実態に合わせて
補助具を使って
もよいでしょう。

足のうらで
水をグーン
と押すよう
にするぞ。

「いち、にぃ、さー
ーーん」のリズムで、
引きつけて、開いて、
閉じて伸びるんだよ。

だんだん人数を増やしてみ
よう。４人でできるかな？

息継ぎをす
るときは、
腕を下に下
げるといい
んだったな。

ビート板やヘ
ルパーを使う
と、息継ぎを
しやすいよ。


