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事実と感想、意見などとの関係や文章全体の
構成を捉えて「要旨のつかみ方解説書」をつくろう
我が町の SDGs 実現に向けた取組を調べて
報告する文章を書こう
小数のわり算
合同な図形
打って！  守って！ ティーボール
〜ボール運動　ベースボール型〜
ゆったりストロークで、記録が伸びる！
〜水泳運動〜

具体的な事実や考えをもとに、提案する文章を書こう
本は友達
分数のわり算
比
体の動きを高めよう！ Let’s try.
体つくり運動　〜体の動きを高める運動〜
続けて長く泳ごう！
水泳運動　〜クロール・平泳ぎ・安全確保につながる運動〜

6/7月アイディア
教科指導と
監修／文部科学省教科調査官



①
身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

事
実
と
感
想
、
意
見
な
ど
と
の
関
係
を
叙
述
を
基
に
押
さ
え
、
文
章
全
体
の
構
成
を
捉
え

て
要
旨
を
把
握
す
る
力
を
育
成
し
ま
す
。
特
に
、
事
実
と
感
想
、
意
見
を
区
別
し
た
り
、
つ

な
が
り
を
捉
え
た
り
し
な
が
ら
文
章
全
体
の
構
成
を
捉
え
、
筆
者
の
考
え
を
つ
か
ん
で
い
く

こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
読
み
手
が
ど
の
よ
う
な
言
葉
に
着
目
し
た
り
関
連
付

け
た
り
し
な
が
ら
要
旨
を
把
握
し
た
の
か
を
「
解
説
書
」
に
ま
と
め
る
こ
と
で
、
事
実
と
感
想
、

意
見
の
関
係
や
文
章
全
体
の
構
成
に
目
を
向
け
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

②
言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

「『
要
旨
の
つ
か
み
方
解
説
書
』
を
つ
く
る
」
と
い
う
言
語
活
動
を
位
置
付
け
ま
す
。「
見
立
て
る
」

に
お
け
る
要
旨
お
よ
び
「
事
実
と
筆
者
の
考
え
の
つ
な
が
り
」
や
「
文
章
全
体
の
構
成
」、「
繰
り

返
し
で
て
く
る
表
現
」
等
、
子
供
た
ち
が
要
旨
を
捉
え
る
た
め
に
着
目
し
た
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て

ま
と
め
ま
す
。

「
見
立
て
る
」
に
お
け
る
要
旨
と
は
、「
見
立
て
る
と
い
う
行
為
は
、
想
像
力
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
想
像
力
は
、
あ
や
取
り
で
で
き
た
形
の
名
前
が
地
域
や
国
ご
と
に
異
な
る
こ
と
か
ら
分
か
る

よ
う
に
、
私
た
ち
を
育
ん
で
く
れ
た
自
然
や
生
活
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
」
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
前
述
の
よ
う
な
要
旨
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
六
段
落
に
簡
潔
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、「
筆
者
の
考
え
」
を
捉
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
「
筆
者
の
考
え
」
を
伝
え
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
事
実
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

の
か
、「
事
実
と
筆
者
の
考
え
の
つ
な
が
り
」
を
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
あ

や
取
り
で
作
っ
た
形
と
名
前
の
地
域
や
国
ご
と
の
違
い
を
取
り
上
げ
て
二
～
五
段
落
に
書
か
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
見
立
て
る
と
い
う
行
為
を
支
え
て
い
る
「
想
像
力
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
も
落

と
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
要
旨
の
捉
え
方
に
つ
い
て
、
子
供
自
身
が
気
付
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
大
切
に

し
ま
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
）
ア　
　

言
語
活
動
例　

ア

２　

単
元
の
展
開
（
７
時
間
扱
い
）

次

時

主
な
学
習
活
動

◎
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
。

・
「
〇
〇
解
説
書
」
や
「
〇
〇
読
書
術
」
の
よ
う
な
実
物
を
見
る
。

・
既
習
教
材
を
用
い
て
実
際
に
要
旨
を
考
え
た
り
、
教
師
が
作
成
し
た
モ
デ
ル
を

見
た
り
す
る
こ
と
で
、
体
験
的
に
要
旨
を
捉
え
る
。         （
ア
イ
デ
ィ
ア
③
）

・
学
習
課
題
を
提
示
し
、
単
元
全
体
の
見
通
し
を
も
つ
。      （
ア
イ
デ
ィ
ア
①
）

◎
「
要
旨
の
つ
か
み
方
解
説
書
」
を
つ
く
る
。

・
学
習
課
題
を
達
成
す
る
た
め
の
問
い
を
立
て
、
解
決
に
取
り
組
む
。

（
ア
イ
デ
ィ
ア
②
）

・
要
旨
や
要
旨
を
捉
え
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
。

◎
「
要
旨
の
つ
か
み
方
解
説
書
」
を
読
み
合
い
、
感
想
を
伝
え
合
う
。

・
「
分
か
り
や
す
い
」
や
「
納
得
で
き
る
」
表
現
（
文
章
、
図
、
イ
ラ
ス
ト
）
だ

と
思
っ
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
感
想
を
伝
え
合
う
。

一

１

三

７

二

２〜６

学
習
課
題
事
実
と
筆
者
の
考
え
の
つ
な
が
り
や
文
章
全
体
の
構
成
を
基
に
要
旨

を
捉
え
、「
要
旨
の
つ
か
み
方
解
説
書
」
を
つ
く
ろ
う
。
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熊
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友
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大
塚
健
太
郎

教
材
名

光
村
図
書

事
実
と
感
想
、
意
見
な
ど
と

の
関
係
や
文
章
全
体
の
構
成

を
捉
え
て
「
要
旨
の
つ
か
み

方
解
説
書
」
を
つ
く
ろ
う

領
域　
Ｃ
読
む
こ
と

単
元
名

５年
国語科

６月

なまえつけてよ
きいて、きいて、きいてみよう
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

「
見
立
て
る
」



　

第
二
次
で
は
、
学
習
課
題
を
達
成
す
る
た
め
の
問
い
を
各

自
が
立
て
、
そ
の
解
決
に
取
り
組
む
学
習
過
程
と
し
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
ど
う
し
て
も
納
得
の
い
く
解
決
に
つ
な
が
ら

な
い
場
合
は
、
同
じ
困
り
ご
と
を
も
っ
て
い
る
子
供
た
ち
、

あ
る
い
は
全
体
で
困
り
ご
と
を
共
有
し
、
み
ん
な
で
考
え
る

と
い
う
こ
と
も
大
切
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

例
え
ば
、
前
述
の
「『
つ
な
が
り
』
が
見
え
な
い
」
と
い

う
困
り
ご
と
を
取
り
上
げ
、
全
体
で
解
決
に
取
り
組
む
こ
と

で
、
次
の
よ
う
な
対
話
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
対
話
を
通
し
て
、
書
か
れ
て
あ
る
文
章
の
全

て
が
大
切
な
の
で
は
な
く
、
筆
者
の
考
え
に
つ
な
が
る
事
実

（
こ
こ
で
は
、「
同
じ
形
に
対
し
て
つ
け
ら
れ
る
名
前
が
地
域

に
よ
っ
て
違
う
」
と
い
う
事
実
）
や
つ
な
が
り
（
こ
こ
で
は
、

「
想
像
力
と
自
然
や
生
活
と
の
つ
な
が
り
」）
に
つ
い
て
学
び
、

そ
れ
ら
を
要
旨
の
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
の
重
要
性
に
気
付

い
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

単
元
導
入
で
は
、
教
科
書
を
用
い
て
「
要
旨
」
と
い
う
学

習
用
語
に
つ
い
て
確
認
し
た
上
で
、
既
習
教
材
「
お
に
ご
っ

こ
」（
光
村
図
書
二
年
下
）
を
用
い
て
、
要
旨
を
百
字
以
内

で
ま
と
め
る
活
動
を
設
定
し
ま
す
。
書
く
こ
と
が
で
き
た
ら
、

自
分
が
書
い
た
要
旨
と
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
要
旨
に
し
た
の

か
」
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
要
旨
を
つ
か

む
時
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
子
供
た
ち
の
発
言
を
基
に
価
値

付
け
、
要
旨
を
つ
か
む
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
明
ら
か
に
し
て

い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
実
際
に
は
、「
事
実
と
筆
者
の
考
え
の
つ
な
が

り
」
や
「
文
章
全
体
の
構
成
」
等
の
ポ
イ
ン
ト
に
気
付
け
な

い
、
あ
る
い
は
要
旨
を
書
く
こ
と
自
体
が
難
し
い
と
い
う
子

供
た
ち
も
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、教
師
が
作
成
し
た
「
お

に
ご
っ
こ
」
を
用
い
た
「
解
説
書
」
の
モ
デ
ル
を
提
示
す
る

こ
と
で
、
単
元
で
取
り
組
む
言
語
活
動
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
た

せ
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　

粘
り
強
く
問
い
の
解
決
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
よ
り
よ
い

「
解
説
書
」
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
毎
時
間
の
振
り

返
り
が
大
切
に
な
り
ま
す
。
そ
の
際
、
単
元
導
入
で
示
し
た

学
習
課
題
を
基
に
振
り
返
ら
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
も

っ
と
言
う
と
、「
納
得
の
い
く
問
い
の
解
決
が
で
き
た
か
」「
納

得
の
い
く
『
解
説
書
』
が
か
け
た
か
」
と
い
う
こ
と
を
振
り

返
り
な
が
ら
、
そ
の
時
間
の
学
び
を
自
覚
さ
せ
る
だ
け
で
な

く
、
次
の
学
習
へ
の
見
通
し
を
も
た
せ
て
い
き
ま
す
。
例
え

ば
、「
事
実
と
筆
者
の
考
え
の
つ
な
が
り
」
に
つ
い
て
問
い

を
立
て
て
解
決
に
取
り
組
ん
で
い
る
子
供
が
、
次
の
よ
う
な

振
り
返
り
を
書
く
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
納
得
が
い
く
か
否
か
と
い
う
判
断
の
拠
り

所
は
、
既
習
教
材
を
用
い
て
実
際
に
要
旨
を
捉
え
た
体
験
で

あ
り
、
教
師
が
作
成
し
た
モ
デ
ル
で
す
。
学
習
課
題
を
具
現

化
し
て
い
る
「
教
師
が
作
成
し
た
モ
デ
ル
」
や
体
験
的
に
要

旨
を
捉
え
た
際
に
共
有
さ
れ
た
「
事
実
と
筆
者
の
考
え
と
の

つ
な
が
り
」
や
「
文
章
全
体
の
構
成
」、「
繰
り
返
し
で
て
く

る
表
現
」
等
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
教
室
に
掲
示
し
て
お
く
こ
と

で
、
子
供
た
ち
が
い
つ
で
も
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
し
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

ア
イ
デ
ィ
ア
③

既
習
教
材
や
モ
デ
ル
の
活
用
で

ポ
イ
ン
ト
を
明
ら
か
に
す
る

ア
イ
デ
ィ
ア
②

問
い
の
解
決
に
取
り
組
む
中
で
、

教
材
や
他
者
と
の
対
話
を
促
す

対話的
な学び

深い
学び

ア
イ
デ
ィ
ア
①

学
習
課
題
を
基
に
、
毎
時
間
の

ふ
り
返
り
を
行
う

主体的
な学び

「
想
像
力
は
、
私
た
ち
を
育
ん
で

く
れ
た
自
然
や
生
活
と
深
く
関
わ

っ
て
い
る
の
だ
」
と
つ
な
が
る
事

実
っ
て
ど
こ
だ
ろ
う
？

同
じ
形
に
対
し
て
つ
け
ら
れ
る
名

前
が
ち
い
き
に
よ
っ
て
ち
が
う
っ

て
い
う
事
実
と
つ
な
げ
て
考
え
る

こ
と
が
で
き
そ
う
じ
ゃ
な
い
？

確
か
に
、
私
た
ち
も
普
段
の
生
活

の
中
で
、「
〇
〇
み
た
い
」
っ
て

言
う
時
に
、
自
分
の
好
き
な
も
の

な
ど
知
っ
て
い
る
も
の
に
例
え
る

よ
ね
。
そ
れ
と
似
て
い
て
、
想
像

力
っ
て
自
分
の
生
活
と
か
と
関
わ

っ
て
る
っ
て
こ
と
じ
ゃ
な
い
？

　
今
日
は
、「
事
実
と
筆
者
の
考
え
の
つ
な
が
り
」
に
つ
い

て
考
え
ま
し
た
。
事
実
と
筆
者
の
考
え
の
そ
れ
ぞ
れ
を
区

別
し
て
つ
か
む
こ
と
は
で
き
た
け
れ
ど
、
ど
の
事
実
と
考

え
の
ど
こ
が
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ま
で
は
、
は
っ
き
り
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か
ら
、
次
の
時
間
は
、「
つ
な
が
り
」

を
明
ら
か
に
し
た
い
で
す
。

〈困りごと〉
　事実と筆者の考えのつながりが分か
らないから「解説書」に書くことがで
きない。どこがどうつながっているの
だろう。

要
旨
の
つ
か
み
方
解
説
書

※
ど
の
よ
う
な
思
考
を
働
か
せ
て
、
要
旨
を
つ
か

ん
だ
の
か
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
ま
す
。

【「おにごっこ」の要旨】
　おにの人や逃げる人のことを
考えてきまりを作ったり、組み合
わせたりするといった遊び方を
工夫することで、だれもが「楽し
かった」と思えるようなおにごっ
こにすることができる。

ポ
イ
ン
ト
①

「
事
実
と
筆
者
の
考
え
の
つ
な
が
り
」
を
考
え

る
。

筆
者
の
考
え
→
だ
れ
も
が
「
楽
し
か
っ
た
」

…
…
。

ポ
イ
ン
ト
②

「
文
章
全
体
の
構
成
」
か
ら
考
え
る
。

ポ
イ
ン
ト
③

「
繰
り
返
し
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
」
を
考
え
る
。
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①
身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

目
的
や
意
図
に
応
じ
て
、
書
く
こ
と
を
選
び
、
分
類
し
た
り
関
係
付
け
た
り
し
て
、
伝
え

た
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
力
、
お
よ
び
必
要
な
資
料
を
引
用
す
る
な
ど
し
て
、
自
分
の
考
え

が
伝
わ
る
よ
う
に
書
き
表
し
方
を
工
夫
す
る
力
を
育
成
し
ま
す
。

②
言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

「
調
べ
て
分
か
っ
た
こ
と
を
、
背
景
や
経
緯
を
含
め
て
報
告
す
る
文
章
を
書
く
」
と
い
う
言

語
活
動
を
位
置
付
け
ま
す
。
調
べ
た
こ
と
を
基
に
報
告
す
る
文
章
を
書
く
活
動
は
、
中
学
年

で
も
経
験
し
て
お
り
、
す
で
に
多
く
の
児
童
が
、
報
告
す
る
文
章
に
必
要
な
構
成
を
知
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
本
単
元
で
は
中
学
年
で
身
に
付
け
た
〔
知
識
及
び
技
能
〕

や
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
の
資
質
・
能
力
、
言
語
活
動
の
経
験
を
活
用
さ
せ
な
が
ら
、

ね
ら
い
と
す
る
資
質
・
能
力
の
育
成
を
目
指
し
ま
す
。
特
に
、
次
の
二
つ
が
指
導
の
重
点
に

な
り
ま
す
。
一
つ
は
、
手
元
の
情
報
を
関
係
付
け
な
が
ら
、
新
た
に
取
材
す
べ
き
こ
と
は
何
か
、

取
材
を
通
し
て
何
が
見
え
て
き
た
の
か
、
何
を
伝
え
る
と
よ
い
の
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ

と
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
報
告
す
る
た
め
に
、
ど
の
資
料
を
ど
の
よ
う
に
引
用
す
る
と
分
か

り
や
す
い
の
か
を
考
え
、
工
夫
す
る
こ
と
で
す
。

　

題
材
は
、
児
童
が
「
自
分
が
調
べ
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
、
み
ん
な
に
知
っ
て
も
ら
い

た
い
」
と
思
え
る
も
の
を
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
校
内
行
事
や
総
合
的
な
学
習
の
時

間
の
学
習
等
で
、
児
童
が
必
要
感
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
題
材
が
あ
れ
ば
、
時
期
を
工

夫
し
、
積
極
的
に
関
連
を
図
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
）
カ

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

言
語
活
動
例　

 

ア

２　

単
元
の
展
開
（
８
時
間
扱
い
）

次

時

主
な
学
習
活
動

◎
学
習
課
題
を
設
定
し
、
学
習
計
画
を
立
て
る
。

・
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
関
連
さ
せ
、
自
分
が
探
究
し
て
明
ら
か
に
な
っ

た
こ
と
を
書
い
て
報
告
す
る
と
い
う
見
通
し
を
も
つ
。

・
モ
デ
ル
文
を
分
析
し
、
既
習
の
報
告
文
の
特
徴
と
の
異
同
を
見
い
だ
す
。

・
既
習
と
関
連
付
け
て
、
学
習
計
画
を
立
て
る
。          （
ア
イ
デ
ィ
ア
①
）

◎
報
告
に
必
要
な
内
容
を
検
討
し
て
取
材
し
、
報
告
す
る
文
章
を
書
く
。

・
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
調
べ
た
情
報
カ
ー
ド
を
分
類
し
た
り
関
係
付
け

た
り
し
な
が
ら
、
伝
え
た
い
内
容
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
追
加
で
取

材
す
べ
き
こ
と
や
取
材
方
法
を
検
討
す
る
。              （
ア
イ
デ
ィ
ア
②
）

・
追
加
の
取
材
で
分
か
っ
た
内
容
を
含
め
て
、
情
報
カ
ー
ド
を
並
べ
替
え
、

構
成
を
考
え
る
。

・
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
り
や
す
く
伝
わ
る
よ
う
に
、
ど
の
資
料
を

ど
の
よ
う
に
引
用
す
る
と
よ
い
か
を
考
え
、記
述
す
る
。（
ア
イ
デ
ィ
ア
③
）

◎
報
告
す
る
文
章
を
読
み
合
い
、
感
想
を
伝
え
合
う
。

・
内
容
や
引
用
の
仕
方
に
注
目
し
て
感
想
を
伝
え
合
う
。

一

１・2

三

８

二

３〜７

学
習
課
題
町
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
実
現
に
向
け
た
取
組
を
調
べ
て
報
告
し
よ
う
。

神
奈
川
県
川
崎
市
立
東
小
倉
小
学
校
教
諭
　
伊
東
有
希

茨
城
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
副
校
長
　
菊
池
英
慈

文
部
科
学
省
教
科
調
査
官
　
　
　
　
　
　
　
大
塚
健
太
郎

光
村
図
書

我
が
町
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
実
現

に
向
け
た
取
組
を
調
べ
て

報
告
す
る
文
章
を
書
こ
う

領
域　
Ｂ
書
く
こ
と

単
元
名

なまえつけてよ
きいて、きいて、きいてみよう
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

５年
国語科

７月

教
材
名「
み
ん
な
が
過
ご
し
や
す
い
町
へ
」



　

学
習
課
題
を
立
て
た
と
こ
ろ
で
、
モ
デ
ル
文
を
分
析
し
、

必
要
な
内
容
や
手
順
を
既
習
の
内
容
を
基
に
考
え
さ
せ
ま
す
。

モ
デ
ル
文
を
分
析
す
る
際
に
は
、
下
の
学
年
の
教
科
書
の
報

告
文
モ
デ
ル
と
横
に
並
べ
て
比
較
す
る
活
動
を
行
う
こ
と
も

効
果
的
で
す
。

〈
黒
板
例
〉（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
も
同
様
）

　

特
に
、
引
用
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
短
め
の
文
や
文
章
を

か
ぎ
（「　

」）
で
く
く
っ
て
示
し
て
い
る
箇
所
と
、
行
を
空

け
て
文
頭
の
位
置
を
下
げ
る
こ
と
で
、
文
章
を
長
く
引
用
し

て
い
る
箇
所
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
に
着
目
さ
せ
ま
す
。
な
ぜ
、

二
種
類
の
方
法
が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
さ
せ
る
こ
と

で
、
自
分
の
意
図
に
合
っ
た
引
用
の
仕
方
を
考
え
な
が
ら
、

書
き
表
し
方
を
工
夫
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
ま
す
。

視
点
か
ら
は
ど
の
よ
う
に
見
え
る
の
か
を
確
か
め
る
」
こ
と

が
目
的
で
あ
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
伝
え
ま
し
ょ
う
。

　

ど
こ
で
ど
の
資
料
を
引
用
す
る
か
は
、
構
成
の
段
階
で
あ

る
程
度
決
め
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
ど
の
く
ら
い
の
文
量
を

引
用
す
る
の
か
、
図
表
と
対
応
さ
せ
な
が
ら
ど
の
よ
う
に
書

き
表
す
か
な
ど
に
つ
い
て
は
、
記
述
の
段
階
で
具
体
的
に
考

え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
取
組
の
概
要
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
企
業
が
発

行
し
て
い
る
冊
子
か
ら
文
章
を
引
用
し
、
取
組
の
背
景
に
つ

い
て
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
内
容
を
引
用
し
て
説
明
を
加

え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
図
表
そ
の
も
の
を
引
用
す
る
の
か
、
自
分
で
作
成

し
た
図
表
を
載
せ
る
の
か
に
よ
っ
て
も
記
述
の
仕
方
が
変
わ

っ
て
き
ま
す
。

　

モ
デ
ル
文
を
分
析
し
た
と
き
に
は
立
ち
上
が
ら
な
か
っ
た

記
述
に
関
す
る
具
体
的
な
疑
問
が
、
い
ざ
文
章
化
す
る
段
階

に
な
っ
て
初
め
て
浮
か
ん
で
く
る
児
童
も
い
る
で
し
ょ
う
。

「
書
く
こ
と
は
考
え
る
こ
と
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
書
き

進
め
る
中
で
考
え
が
深
ま
っ
て
い
く
の
は
当
然
の
流
れ
で
す
。

そ
ん
な
と
き
こ
そ
教
師
の
出
番
で
す
。

　

例
え
ば
、「
書
い
て
い
て
困
っ
た
こ
と
」
を
共
有
し
、
引

用
の
仕
方
に
着
目
し
て
下
書
き
を
読
み
合
う
時
間
を
と
る
、

相
談
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
て
、
聞
き
た
い
こ
と
が
出
た
ら
自

由
に
移
動
で
き
る
場
を
つ
く
る
、
振
り
返
り
に
困
っ
た
こ
と

や
確
か
め
た
い
こ
と
を
書
く
こ
と
を
促
し
、
教
師
が
個
別
に

関
わ
る
な
ど
、
児
童
の
問
題
意
識
に
応
じ
た
教
師
の
関
わ
り

が
、
一
人
一
人
の
粘
り
強
い
取
組
や
工
夫
を
後
押
し
し
ま
す
。

　

取
材
そ
の
も
の
は
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
行
う
こ
と
と

し
、
国
語
の
時
間
で
は
、
報
告
文
の
組
み
立
て
を
イ
メ
ー
ジ

し
な
が
ら
、
伝
え
た
い
内
容
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
中
心
に

活
動
を
設
定
し
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
簡
単
に
調
べ
て

分
か
る
内
容
で
あ
れ
ば
、
あ
え
て
文
章
で
報
告
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
だ
か
ら
こ
そ
明
ら
か
に
で

き
た
こ
と
は
何
か
、
な
ぜ
そ
こ
を
伝
え
る
と
よ
い
の
か
を
は

っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
で
、
目
的
意
識
を
よ
り
強
く
働
か
せ
て

書
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

報
告
文
は
、
最
終
的
に
は
一
人
で
書
き
上
げ
ま
す
が
、
学

習
の
各
過
程
で
友
達
と
の
対
話
の
場
を
設
定
す
る
こ
と
が
効

果
的
で
す
。
伝
え
た
い
内
容
が
焦
点
化
で
き
て
い
る
か
ど
う

か
、
必
要
な
情
報
が
そ
ろ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
不
足
し
て

い
る
情
報
が
あ
る
な
ら
ば
、
ど
の
方
法
で
追
加
の
取
材
を
行

う
と
よ
い
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
友
達
に
開
示
し
、

意
見
を
も
ら
う
よ
う
に
し
ま
す
。
た
だ
し
、
も
ら
っ
た
意
見

を
反
映
す
る
か
ど
う
か
は
、
あ
く
ま
で
自
分
自
身
が
決
め
る

こ
と
で
す
。
自
分
が
検
討
し
た
内
容
に
つ
い
て
、「
他
者
の

取
組
と
背
景
を
報
告
す
る
た
め
に
必

要
な
内
容
を
分
析
し
よ
う
。

ア
イ
デ
ィ
ア
①

既
習
と
の
比
較
を
通
し
て
、

付
け
た
い
力
を
明
確
に
す
る

ア
イ
デ
ィ
ア
②

他
者
の
視
点
を
入
れ
な
が
ら
、

伝
え
た
い
内
容
を
検
討
す
る

ア
イ
デ
ィ
ア
③
自
分
の
文
章
に
合
っ
た
引
用
の
仕

方
を
具
体
的
に
考
え
、記
述
す
る

対話的
な学び

深い
学び

主体的
な学び

五年生の教科
書掲載のモデ
ル文

※二種類の引用
の仕方を入れ
て提示

三年生の教科
書掲載のモデ
ル文

３年生のときに書
いた報告文と比べ
てみましょう。

組み立て
は同じだ
ね。

引用しているのに、「　」
でくくっていないところ
があるよ。なぜだろう。

三つ目の取組を始めた
理由を確かめたいんだ
けど、インタビューで
大丈夫かな？

○○の SDGs
取組 取組を始めた背景

見えてきたこと
？

いいと思うよ。この取組
だけ、始めた理由が違う
ってこと？　そこを知り
たくなるな。



新潟県新潟市立曽根小学校教諭　　　久道　知弘
文部科学省教科調査官　　　　　　　笠井　健一
新潟県新潟市立新津第一小学校校長　間嶋　　哲

わる数が小数の除法について、数直線を用いて数を構成する単位に着目したり、除数及び被除数
に同じ数をかけても商は変わらないことを利用したりして、計算の仕方を理解することができる。
数直線を用いて、被除数を整数にするための方法を説明している。

見通し

自力解決の様子

評価規準

ねらい

問題場面

　見通しで除数を整数にするとよさそうなことを
確認することがポイントです。ここから、自力解決
ではどのようにして除数を整数にするかを考えさ
せます。小数の乗法と同様に、除数を10倍し、そ
の後で答えを１/10したり、被除数と除数を10倍
し、その後で答えを１/100したりする児童がいた
ら、その場で修正させず、全体での検討場面で共感・

修正させる活動を設定します。導入場面で数直線を
かかせて式の確認をし、自力解決の場でも使えるよ
う話しておきます。数直線は、式の操作の意味を考
えさせるために有効です。
　また、交流場面では、どのようにして除数を整数
にしたのかを視点として与え、取り組ませるように
します。

学び合いの計画

　1.8L で
360 円 の
ジュースが
あ り ま す。
１L あたり
何円かな。

　２L の時の立式から、類推的な考えを導く。

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
・わる数を 10 倍して整数に直した後、答え
を 10 でわっている。
・わられる数とわる数を 10 倍した後、答え
を 100 でわっている。

　1dL あたりで考え、そ
の後、１L あたりに戻す
ために 10 をかけている。

　わる数・わられる数を、そ
れぞれ 10 倍して整数÷整数
に直して計算している。

小数のわり算
単元名

執　　筆

編集委員

（本時の位置　本時２／ 11 時）本時のねらいと評価規準

わる数が小数のわり算は、どのようにして計算すればよいか。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

６月

Ｔ：式はどうなるかな。
Ｃ：もし２L なら 360 ÷ 2 だから、360 ÷ 1.8 で求められるよ。
Ｔ：数直線を使って説明できますか。
Ｃ：右図のようになるので、１L あ

たりを求めるために、360 ÷
1.8 という式になると思います。

（円）

（dL）
１ 1.8

360

Ｔ：小数のかけ算のときは、どのように考えていたかな。
Ｃ：かける数を整数にするために、かける数を 10 倍したら、その後で 10 分の１にしました。
Ｃ：それなら、同じように小数のわり算も、わる数を整数に直したらできそうだよ。
Ｔ：整数に直すためには、どうしたらよいだろうか。

小数のかけ算と同
じように計算した
らできそうだ。

L を dL の単位に
直せば、そのまま
計算できそうだ。

わり算のきまりを使って、
わられる数とわる数を
10 倍したらできそうだ。

÷ 1.8

÷ 1.8



Ｃ：わる数を整数にしたいので、わる数を 10 倍し
て計算し、その後で 10 でわると、答えは２円
になりました。

Ｃ：小数のかけ算と同じようにしているね。でも、
答えが１L で２円では、小さすぎる気がします。

Ｔ：こう考えた友達の気持ちが分かるかな。
　　数直線だとどうなるかな。
Ｃ：わる数を整数にしたいから、1.8L を 18dL と

考えて計算すれば、１dL あたりの代金が出て
くるから、次に１L あたりの代金を求めるため
に 10 をかければいい。

Ｔ： 「360 ÷ 1.8」を「3600 ÷ 18 ＝ 200」とし
てから、次に 200 ÷ 100 ＝２（円）と求めて

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 ・わる数を 10 倍したら商は小さくなるから答えを 10 倍しないといけないことが分かりま
した。
・わる数を整数にするために単位を変えれば、1.8L を１dL が 18 個分と考えられていいな
あと思いました。

　わる数を整数にするために、わる数を 10 倍した後で答えを 10 倍したり、わる数とわられる数を、
そのまま 10倍（わり算のきまり）したりすればよい。

　1.5L で 240 円 の ジ
ュースがあります。１
L のねだんは何円にな
りますか。

本時の評価問題

ノート例
○月○日
 〈問題〉
　 1.8 L で 360 円のジュースがあ
ります。１ L あたり何円かな。

式　360÷ 1 .8

 〈課題〉
　わる数が小数のわり算は、どの
ようにして計算すればいいかな。
 〈見通し〉
　小数のかけ算のように、わる数
を整数にすればよさそう。
 〈自分の考え〉
　 1.8 L を整数にするために18dL
で考えました。

 〈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〉
　　360 ÷ 1 .8 ＝ 2

　　3600÷ 18 ＝ 200

　　360 ÷ 1 .8 ＝ 200

　　3600÷ 18 ＝ 200

 〈まとめ〉
　わる数を整数にするために、わ
る数を10倍した後で答えを10倍し
たり、わる数とわられる数を 、そ
のまま10倍（わり算のきまり）し
たりすればよい。
 〈感想〉
　わる数を10倍したら商は小さく
なるから、答えを10倍しないとい
けないことが分かりました。

　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。

1dL あたり 20 円な
ので、10 倍して１L
あたり 200 円。

わる数が小数……できるかな。

小数のかけ算と
同じように。

このままでいい。

× 10

× 10

× 10

× 10

÷ 100

÷ 100 しちゃ
う と、0.01L
あたりのねだ
ん！

360 ÷ 1.8
　　↓
360 ÷ 1.8 ＝ 20
20 × 10 ＝ 200（円）

（円）

（dL）
１ 1.8

360÷ 1.8

÷ 1.8

１ １0 18

360
÷ 18

÷ 18

（円）

（dL）

20020

0.01 １ 181.8

3600
÷100÷100

×10

×10

÷100

（円）

（dL）

3602 200

・わる数 10 倍して計算し、その後答えを 10 倍して求めると、240 ÷ 1.5 は、
240 ÷ 15 × 10=160（円）。

・わられる数と、わる数をそれぞれ 10 倍して求めると、240 ÷ 1.5 は、
2400 ÷ 15=160（円）。

【子供に期待する解答の具体例】

いたお友達がいたよね。この人の気持ちは分か
るかな。

Ｃ：あぁ、分かる！　小数のかけ算のときも、か
けられる数とかける数を 10 倍して、最後に÷
100 したから。

Ｃ：でも、数直線で表すと、右図のようになるから、
もし最後に÷ 100 しちゃうと、0.01L あたり
の代金になるよ。

Ｃ：÷ 100 しなくても、数直線を見ると両方 10
倍しても答えは変わらないから、答えはやっぱ
り 200 円だよ。

１ 18

360
÷ 18

÷ 18

（円）

（dL）

20020

0.01 １ 181.8

3600

÷ 18

×10

×10

÷ 18

（円）

（dL）

3602 200

÷ 100 したらさらに小さくなる！



新潟県新潟市立上所小学校教諭　　　二瓶　　亮
文部科学省教科調査官　　　　　　　笠井　健一
新潟県新潟市立新津第一小学校校長　間嶋　　哲

見通し

自力解決の様子

問題場面
　三角形ＡＢＣ
と合同な三角形
を作図しましょ
う。

合同な図形
単元名

執　　筆

編集委員

（本時の位置　３／７時）本時のねらいと評価規準

　合同な三角形を作図するには、辺ＢＣの他に、あといくつの条件が必要だ
ろうか。

本時の学習のねらい

合同な三角形をかくためには、すべての構成要素を用いる必要がないことを理解し、合同な図
形をかく。
合同な三角形をかくためには、１つの辺の長さと、あと２つの構成要素を用いればかくことが
できることを理解し、合同な三角形を作図する。

評価規準

ねらい

　辺の長さや角度など、数値は一切示さずに提示す
る。作図に必要な要素について、子供から引き出し
ていく中で作図のイメージを膨らませていく。

ポイント

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
　２つの辺の
長さと、２つ
の底角の大き
さなど３つ以
上の条件を使
ってかく。

　合同条
件ではな
い３つの
条件を使
ってかく。

　３辺の長さ２
辺とその間の角
１辺とその両端
の角といった合
同条件を使って
かく。

５年
算数科

７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

Ｔ：どんな情報がほしいですか。
Ｃ：辺の長さと角度が知りたい。
Ｔ：では、辺ＢＣの長さだけ教えます。
Ｃ：まだ足りないよ。それだと頂点Ａの位置が決ま

らない。

Ｔ：２つや３つ、４つと言っている人がいますね。
どうしてあと１つではできないのですか？

Ｃ：それだと頂点Ａの位置がはっきりと決まらない。
たとえば、辺ＡＢの長さが分かったとしても、
どんな角度（角Ｂ）で辺ＡＢを引けばいいのか
分からない。

Ｃ：もし角度を教えてもらっても、辺の長さが分か
らないと、どこまで引くのかが分からない。

Ｔ：頂点Ａの位置を決めるには、あといくつの情報
が必要ですか？

Ｃ：あと３つか４つあればかけると思う。
Ｃ：あと２つ知りたい。

Ｃ：そうそう。だから、辺の長さと角度を１つずつ
教えてほしいな。

Ｃ：別のかき方もできそうだよね。コンパスを使え
ば……。辺の長さをあと２つ知りたいな。

Ｔ：三角形ＡＢＣの図を渡します。自分で必要だと
思う条件を選んで作図しましょう。合同な図形
を作図する際に、どの辺の長さや角の大きさを
使ったのかをノートに残しておきましょう。

Ａ

ＣＢ
6.5㎝

70°

50° 60°

5.3㎝6㎝

Ａ

ＣＢ
6.5㎝

70°

50° 60°

5.3㎝6㎝

Ａ

ＣＢ
6.5㎝

70°

50° 60°

5.3㎝6㎝

Ａ

ＣＢ
6.5㎝

70°

50° 60°

5.3㎝6㎝



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 　合同な三角形の作図は３つの条件でかくことができると分かりました。私は最初５つの条
件で作図をしていたのですが、〇〇さんの発言を聞いて、頂点Ａの位置が決まっているから
反対側は測る必要がないと気付きました。

　合同な三角形の作図には、１つの辺（辺ＢＣ）の他にあと２つの条件が必要。

　次の三角形と
合同な三角形を
作図しましょう

（作図に用いた
部分に印をつけ
ましょう）。

本時の評価問題

　自力解決の途中で考えが止まってしま
ったり誤った考えをしたりしている子が
どこで困っているのかを全体で解釈した
い。一度作業を止め、その考えのまま作
図すると、どんな困ったことが起きるの
かについて全体で考える場を設ける。
　全体発表では、Ａの考え（反対側の辺
を作図するために角度を測る）を採り上
げる（出なかった場合は教師から提示す
る）ことで、作図の必要条件について吟
味する方向付けをする。

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】

※１辺の長さとその両端の角の大
きさなど作図に用いた部分に印
を付けている。

　１つの辺の長さと、あと２つの構成要素を用いて、合
同な三角形を作図している（合同条件でなくてもよい）。

ノート例

７月◯日　 N o .◯◯

　三角形ＡＢＣ
と合同な三角形
を作図しましょ
う。

　合同な三角形を作図するには、
辺ＢＣの他に、あといくつの条件
が必要だろうか。

あと４つ？

辺ＢＣとあと４つ！

あと１つ
では×。

これでは作図できない……。

もう頂点Ａの位置は決まっている！

辺は結ぶだけで OK ！

辺ＢＣとあと２つ。
　　　　辺ＡＢと角Ｂ

 〈課題〉
　わる数が小数のときのわり算の
しかたを考えよう。

１つの辺（辺ＢＣ）の他にあと２つ必要。
　私は４つの条件を使っていたけれ
ど、あと２つでよかった。たしかに、
結べばいいだけだと気付いた。

自

ふ

友
Ａ

ＣＢ
6.5㎝

Ａ

ＣＢ
6.5㎝

70°

50° 60°

5.3㎝6㎝ Ｂ Ｃ

Ａ？ ？

？
？

Ａ
Ａ
Ａ

Ａ

ＣＢ
6.5㎝

70°

50° 60°

5.3㎝6㎝

Ａ

ＣＢ
6.5㎝

50° 60°

5.3㎝6㎝

Ａ

ＣＢ
6.5㎝

50°

5.3㎝

ＣＢ
6.5㎝

50° 60°

Ａ

ＣＢ
6.5㎝

5.3㎝6㎝

5.3㎝

反対の辺の長さを使うと、
（辺ＡＣ）２パターンの図
形ができてしまう…。

△いまいち……？

Ｔ：作図方法を紹介してください。（Ａのような考え
を採り上げる）

Ｃ：まず左の辺から作図します。50°を測って６㎝の
線を引きます。次は、右の角度 60°を測って……。

Ｃ：えっ？右の角度は測る必要ないんじゃない？
Ｃ：そっか。頂点Ａの位置はもう決まっているね。
Ｃ：頂点ＡとＣを結ぶだけでいいんだ。
Ｔ：今、作図に使ったのはどこの部分ですか？
Ｃ：角Ｂと辺ＡＢ、元々あった辺ＢＣの３つだね。
Ｃ：私は角Ｂと辺Ａ Ｃを使って作図できたよ。（Ｂの

ような考えを採り上げる）（もし子供から出ない
場合は教師が提示してもよい）

Ｔ：ノートに作図してみましょう。

Ｃ：本当だ。できた。
Ｃ：できたけれど、辺ＡＣを 5.3㎝にしたのに

角Ｃが 60°にならない。
Ｃ：この方法だと２パターンの作図ができてし

まうってことだね。
※  他の作図方法についても同様に全体で確か

める。
Ｔ：辺ＢＣの他にいくつの条件が必要でした

か？
Ｃ：どれも辺ＢＣの他にあと２つ必要。つまり

合同な三角形の作図には３つの条件が必要
だってこと。

Ｔ：３つの条件ということは、３つの角の大き
さを使えば合同な三角形を作図できるでし
ょうか？

Ｃ：それは無理だと思う。そもそも辺がないと
角を作ることができないよ。

Ｃ：角度だけだと、小さい三角形になったり大
きい三角形になったりするんじゃないか
な？

60°

80° 40°

7.9㎝
5.2㎝

7㎝

60°

80° 40°

7.9㎝
5.2㎝

7㎝

Ａ

ＣＢ
6.5㎝

70°

50° 60°

5.3㎝6㎝



　高学年のボール運動は、ルールや作戦を工夫した
り、集団対集団の攻防によって仲間と力を合わせて
競い合ったりする楽しさや喜びを味わうことができ
る運動です。ベースボール型の実施に当たっては、
どの子供も取り組みやすいように、場の設定やルー
ルを簡易化することが大切です。
　今回取り扱うティーボールは、止まっているボー
ルを打つため、空振りが少なく、短時間で全員が

「打つ、捕る、投げる、走る」を楽しく味わうことが
できます。ティーボールは、攻撃側の走者が速いか、
守備側のボールを送るプレーが速いかを、特定の塁
上で競い合うことが楽しいゲームです。本単元では、
前半で攻撃側、後半で守備側の動きに焦点化し、作

　子供がゲームで味わえる楽しさの一つは、得点を
取ることです。そのため、単元の前半は、打つ、捕る、
投げるといったボール操作に慣れるとともに、ゲー
ムでの攻撃の仕方に焦点を当てます。例えば、同じ
チーム内でペアの仲間を決め、打球の方向やボール

①打者は、ティーの上に置いた止まったボールを打つ。
②フェアゾーンに入らない場合は、何回でも打ち直すことができる（三振はなし）。
③打ったら走塁し、アウトになるまで進塁できた所が得点になる（１塁＝１点、２塁＝２点、３塁＝３点、本塁＝４点）。
④チーム全員に打順が回ったら攻守を交代する。２～３回ずつ（イニング）行う。
⑤守備側は、捕ったボールをアウトサークルにいる人に向かって投げ、捕球した時点でアウトになる（フライを直接捕

った場合でも、サークル内に返す）。
＜安全面への配慮＞
※攻撃側は、バットを振った後、その場に置くように指導する。また、味方の応援などをしながら順番を待つ際、打者

から離れた場所で行うようにする（待機ゾーンを設置する）。
※守備側は、内野のアウトサークルより前に出て、打者に近付いて守備をしないようにする。

ワンバウンドさせ
たボールをキャッ
チする。慣れてき
たらノーバウンド
でも行う。

体の真ん中より前
の方にティーを置
くことで、強く打
てるようにする。

・１チーム５～７人程度。
・塁間は、10 ～ 15 ｍ程度。

待機ゾーン

３塁
（３点） ２塁

（２点）

本塁
（４点）

※外野のアウトサークルは、
単元後半に追加する。

戦の選び方や課題の解決の仕方がイメージできるよ
うにしていきます。攻撃側はどこに打ったら多くの
進塁（得点）ができるのか、守備側はチームで守り
の隊形を工夫して打者をどのようにアウトにするの
かなど、ゲームや練習の中で互いの動きを見合った
り、助け合ったりしながら協働的に課題を解決して
いく姿を目指します。
　なお、授業を行う際には、新型コロナウイルス感
染症対策として、子供たちに授業前後の手洗いを徹
底するように指導しましょう。活動中は地域の感染
レベルに応じて、適切な身体距離を確保するように
しましょう。 

の飛び方（ゴロまたはフライ）、相手の守備位置、得
点数などを学習カードに記録します。その結果をペ
アで話し合うことで、打ち方や打つ方向、走塁の仕
方などに目を向け、より多くの得点を取るための方
法を考えられるようにします。 

打って！  守って！
ティーボール
〜ボール運動　ベースボール型〜

単元名

北海道札幌市立幌南小学校教諭　　　余田　峻也
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

○キャッチボール（投げる、捕る）

○バッティング（打つ）

授業づくりのポイント

場の設定の例

ルールの例

基本的なボール操作の技能を高める運動

「ゲームでたくさん得点を取ろう」 【攻撃】楽しもう

５年
体育科

６月
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（鉄棒運動）
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

ペットボト
ルの底を切
り取り、コ
ーンの上に
置くとティ
ーとして代
用できる。

５ｍ



０

学習
課題

45
分

　単元の後半は、守備の仕方に焦点を当てます。ア
ウトサークルの数を１つから３つに増やすことで、
どのサークルでアウトにするかなど、チームとして
守備の隊形やサークルを選ぶ際の判断の仕方を工夫
していくことを促します。また、状況に応じてボー

〈ペアの名前〉

〈守備位置〉

〈１打席目〉
打球…
点数…

１塁３塁

２塁

アウトサークル

本塁

打球…
点数…

〈気付いたこと〉

①相手の守備位置を図の中に〇で記入する。
②ペアの仲間の打球がどこに飛んだのかを矢印で記入する。
③ボールの飛び方（ゴロまたはフライ）を記述する。
④どの塁まで進むことができたか（点数）を記録する。
⑤ペアの仲間の動きのよさや課題など、気付いたことを記

入する。

〈２打席目〉

点数を決め、どこまでボールが
飛ぶかを競う。

１分間に何回投げることができ
るかを競う。

本塁と２塁に分かれ、塁間を全
力で１人１周するリレー。

３人で守り、中継したり、後方
でカバーしたりして、素早くア
ウトにする。

２点

１点

３点

ルを中継したり、送球が逸れる場合に備えてサーク
ルの後方でカバーをしたりするなどの動きに目を向
けていくことも効果的です。これらの活動により、
自己やチームの特徴に応じた作戦を選んでゲームを
楽しめるようにしていくことが大切になります。

ゲームの行い方を知
ろう。

作戦を生かして、ゲ
ームをしよう。

打ち方を工夫し、たくさん得点を取れるよ
うにしよう。

守りの隊形や素早くアウトにするための守
り方を考えよう。

得点を増やすための練習

得点を防ぐための練習

○ホームラン競争　

○３人組キャッチボール　

○ベースランニング競走

○少人数での守備（サークル２つ）

単元計画

課題を見いだす手立てとなる学習カードの例 課題を解決するため練習（ミニゲーム）の例

【準備活動】

●課題を見付ける活動（ゲーム①）
・チーム内でペアをつくり、仲間のバ

ッティングの結果を学習カードに記
録する。

・記録したカードを基に、見付けた課
題を仲間に伝える。

●課題を見付ける活動（ゲーム①）
・アウトサークルを２つ追加したルー

ルで、ゲームを行う。
※教師は、打球が外野に飛んだ場合の

例を示し、素早くアウトにするため
の連携方法に着目できるようにする。

●課題を解決するための練習
・狙った方向へ打てるようにしたい。
→方向を意識したフリーバッティング
・遠くに打てるようにしたい。
→ホームラン競争
・走塁がうまくなりたい。
→ベースランニング競走

●課題を解決するための作戦の工夫
・打球が飛んだ方向に合わせてアウト

にする場所を決めよう。
・アウトサークルに遠い場所で捕球し

た時には、中継をしよう。
・アウトサークルの後ろでカバーをし

て後ろに逸らさないようにしよう。

得点を増やすにはどうしたらいいかな？ 素早くアウトにするにはどう守ればいいかな？

●準備運動

●オリエンテーショ
ン

・学習の進め方を知
る。

・バットの持ち方や
ボールの投げ方、
捕り方を知る。

●安全に関する指導
・攻撃側の子供の待

機する位置など。

●試しのゲーム
・基本のルールを確

認する。

●準備運動

●作戦タイム
・打順や守備隊形な

どチームで作戦を
立てる。

●ゲーム（１回目）
・チームの作戦を基

にゲームを行う。

●作戦タイム

●ゲーム（２回目）
・対戦相手を変えて

行う。

●準備運動　●キャッチボール　●フリーバッティング

「守りの作戦を決めてゲームをしよう」 【守備】もっと楽しもう

５ ６４３２１

●振り返りの活動　（学習カードに課題を解決するために考えたこと、ゲームの結果等を記入する）

●ゲーム②（２～３イニング制）　※子供の実態に応じてルールを設定する。



　高学年の水泳運動は、「クロール」、「平泳ぎ」およ
び「安全確保につながる運動」で構成され、続けて
長く泳いだり、泳ぐ距離や浮いている時間を伸ばし
たり、記録を達成したりする楽しさや喜びを味わう
ことができる運動です。
　５年生になり、初めてクロールや平泳ぎを学習す
る子供がほとんどです。そのため、指導に当たっては、
中学年までの学習を踏まえ、手と足の動かし方や呼
吸動作などの基本的な技能を身に付けることを目指
します。また、自己やグループの課題を見付け、そ
の解決のための活動を工夫するとともに、水泳運動
の心得を守って安全に気を配ることなどができるよ
うに指導することも大切です。

・補助具を使っ
て片手ずつ動
かす練習

・仲間に手を引
っ張ってもら
い、前方に手
を伸ばす練習

・歩きながら息
継ぎの練習

・補助具を使い、
横向きの息継
ぎをする練習

・ゆっくりと動
かすばた足を
する練習

・ひじを曲げながら円を描くように左右
に開き、水をかく練習

・水中を歩きながら仲間に息継
ぎのタイミングを助言しても
らう練習

・壁や補助具につかまって仲間に足を支えてもらう練習

・プールサイ
ドに腰かけ
て脚の内側
で水を挟む
動きの練習

・１ストローク
だけ「かいて、
蹴って、伸び
る」の一連の
動作をしたら
立つ練習

両手を必ず前方で揃えてから、片手ず
つ大きくかこう。

伸ばした手
が下がって
息継ぎがで
きない 。

肩のローリ
ングを使っ
て体を左右
に傾けて息
継ぎしよう。

足の裏や脚
の内側で水
を挟むよう
にする。

柔らかく足
を交互に曲
げ伸ばして
ばた足をし
よう。 キックをした勢いでしっかり伸びるよ。

　プールサイドで正しい体の動かし方を学んでから、水中を歩きながら→補助具を使って→ペアの仲間による補助、というようにス
モールステップで練習することも効果的です（ペアでの学習は、地域の感染状況に十分配慮してください）。

　本単元では、主にゆったりとしたクロールや平泳ぎ
を取り扱い、１ストロークで進む距離が伸びるように
するなどして、大きく伸びのある泳ぎを目指します。
　また、今回の学習指導要領の改訂で、新たに内容
に示された「安全確保につながる運動」にも、毎時
間取り組むこととし、背浮きや浮き沈みをしながら、
タイミングよく呼吸をしたり、手や足を動かしたり
して、続けて長く泳ぐことができるようにします。
　水泳運動の授業における新型コロナウイルス感染
症対策として、更衣室やプールサイドでの密集を避
けたり、教え合いをするときには、地域の感染状況
に応じて、特定のペアで短時間での活動としたりす
るなどの配慮を行いましょう。

　ペアでの学習（バディシステム）を取り入れ、自
己の課題を見付けるとともに、自己や仲間の考えた
ことを伝え合いながら解決を目指す活動を位置付け
ます。単元の前半では、ゆったりとしたクロールや
平泳ぎで泳ぐことに取り組みます。
　泳ぐ際のポイントには、①手の動き②呼吸（息継ぎ）
③足の動き（ばた足やキック）があります。１回の
ストロークの中で３つのポイントに着目し、ペアの
仲間にできているかどうかを確認してもらうことで、

自己の課題を見付けていきます。課題に応じた練習
に取り組む際は、一定の距離を何回のストロークで
泳げるようになったか記録していくことで、自分や
ペアの仲間の伸びを実感することができます。
　また、ペアでの学習は、事故防止の上でも有効です。
感染リスクに十分注意するために、互いに手をつな
いだり、密着して座ったりすることはせず、身体的
距離を十分に確保しつつ、同時に挙手してお互いを
確認するなどの工夫をすることが考えられます。 

ゆったりストロークで、
記録が伸びる！
〜水泳運動〜

単元名

北海道札幌市立幌西小学校教諭　　　大薮　真也
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

○クロールの練習方法 ○平泳ぎの練習方法

授業づくりのポイント

自己の課題を見付けるポイントと練習方法の例

「ゆったりとした泳ぎで泳いでみよう！」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（鉄棒運動）
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

７月

伸ばした
手が下が
って息継
ぎができ
ない。

水をかいても
あまり進まな
い。

息継ぎが
続かない。

手や足の動き
と呼吸のタイ
ミングが合わ
ない。

１ストロ
ークの距
離が伸び
ない。

かえる足の動
きが難しい。

一連の動きが
うまくいかな
い。

課題を
見付ける
ポイント

手の動き

呼吸
（息継ぎ）

足の動き
（ばた足）
（キック）



０

学
習
課
題

45
分

　単元の後半は、25 ～ 50m 程度を目標に、泳ぐ距
離を伸ばすことを目指していきます。続けて長く泳
ぐために、より大きくゆったりとした泳ぎができる
ようにしていきます。これまでの学習を生かし、自
己の課題に合わせて練習の場を選びます。自分で選

　課題の解決に向けて練習する際は、ペアの仲間に自
己の課題を伝えるようにします。泳ぐポイントやスト
ローク数など、見る視点をはっきりさせることで、互
いにアドバイスしやすくなります。仲間と動きのポイ
ントを確かめたり、呼吸のタイミングや体の動かし方
を口伴奏で確認したりする方法も効果的です。

んだ泳ぎ方で、目標として設定した距離を泳いだり、
決まった距離でのストローク数に挑戦したりしてい
くことで、水泳運動の楽しさや喜びを味わえるよう
にします。 

水泳運動の行い
方を知り、学習
の見通しをもと
う。

クロールの基本
的な泳ぎ方を理
解しよう。

平泳ぎの基本的
な泳ぎ方を理解
しよう。

これまでの学習を生かし、自分の
設定した記録を達成しよう。

自己や仲間の課題を見付け、その課題の解決の仕方を
考えたり、課題に応じた練習方法を選んだりして泳ごう。
※「クロール」と「平泳ぎ」の２泳法に並行して取

り組む。

単元計画

平泳ぎの練習　場の設定例

協働的に解決するために

●安全に関する
指導

●オリエンテー
ション

・学習の進め方
を知る。

●準備活動

●自分の泳力を
確かめる

○クロールの練
習

・ひざを伸ばし
てのばた足

・手を大きく回
す

・手や足の動き
に合わせた呼
吸

○平泳ぎの練習
・かえる足
・手のかき
・手や足の動き

に合わせた呼
吸

○課題を見付ける活動（クロールと平泳ぎ）
・２人一組になり、①手の動き、②呼吸、③足の動きが

できているかどうかを見合って確認する。

○課題を見付ける活動（クロールと
平泳ぎ）

・２人一組になり、ペアの仲間に目
標とする距離と、大事にしたいポ
イントを伝える。

・泳ぎを見合い、見付けた課題をペ
アの仲間に伝える。○自己や仲間の課題に応じたクロールの練習方法を選ぶ

・前方に伸ばした手が下がり、手のかきに呼吸が合わない。
→両手を必ず前方で（ビート板に）揃えて、片手ずつかく練

習
→仲間に手を引っ張ってもらい、より前方に手を伸ばす練習
・頭が前方に上がり、横向きの息継ぎができない。
→歩きながら息継ぎの練習
→へそを見るようにして顎を引き、耳まで浸かって息継ぎを

する練習

○自ら選んだ泳ぎ方で、自己や仲間
の能力に応じた記録への挑戦の仕
方を選ぶ

（クロール）
・ビート板を足で挟むなど、手のかき

だけで泳ぐ練習
・決められたストローク数で泳ぐ距離

を仲間と競う練習
（平泳ぎ）
・ビート板などの補助具を抱え、キッ

クだけで水を蹴る感覚をつかませる
・決められたストローク数で泳ぐ距離

を仲間と競う練習

○自己や仲間の課題に応じた平泳ぎの練習方法を選ぶ
・かえる足の動きがうまくできない。
→脚の内側で水を挟む練習
・手や足の動きと呼吸のタイミングが合わない。
→水中で歩きながらペアの仲間が息継ぎのタイミングを助言する
・キックの後にすぐに手をかいてしまい、伸びるのが難しい。
→「かいて、蹴って、伸びる」の一連の動作で一度立つ練習

「もっと長く泳ぐことができるかな？」もっと楽しもう

５ ６ ７ ８４３２１

※スタートでは頭を水の中に入れてから壁をける
ように指導する。

※スタートしてしばらくはけ伸びの姿勢を保つよ
うに指導する。

ゆったりとしたクロールや平泳ぎで泳ぐにはどうした
らいいかな？

もっと長く泳ぐにはどうしたらいい
かな？

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

○準備運動　○シャワー　○入水（足からお腹へと少しずつ心臓に近い位置へ水をかけながら）【準備活動】

　安定した呼吸の獲得を意図し、背浮きや浮き沈みをし
ながら、続けて浮くことできるようにします。「クロール」
や「平泳ぎ」の苦手な子供でも、続けて浮くことや、呼吸
を確保していくことを目指すなど、課題をもって取り組む
ことができます。

「安全確保につながる運動」について

● 10 ～ 20 秒程度を目安
にした背浮き

● 3 ～ 5 回を目安にした浮
き沈み

【初歩的な泳ぎや今できる泳ぎ】  ・け伸び　・水面に顔を付け手足を動かして進む泳ぎ　・ばた足やかえる足泳ぎ
【安全確保につながる運動】

ボビング だるま浮き だるま浮きドリブル 背浮き

少ないストロー
クで泳ぐコース

泳ぎを身に付け
るコース

続けて長く
泳ぐコース

両膝を抱えておへ
そを見るように！

耳を水中に入れ、体を
まっすぐに！


