
①
身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

本
単
元
で
は
、
相
手
の
行
動
の
変
容
を
期
待
し
て
、
具
体
的
な
事
実
や
考
え
を
基
に
、
説

得
力
の
あ
る
文
章
を
考
え
、
ま
と
め
る
力
を
育
成
し
ま
す
。
提
案
す
る
文
章
を
書
く
た
め
に
は
、

提
案
す
る
相
手
に
、
提
案
の
内
容
を
理
解
し
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
提
案
の
内
容
に
沿
っ
て

行
動
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
具
体
的
な
思
い
が
必
要
で
す
。
そ
れ
は
説
得
力
の
あ
る
文
章

を
書
く
た
め
の
原
動
力
と
も
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
相
手
の
行
動
に
変
化
を
期
待
し
予
想
す
る
こ
と
が
、
書
き
手
の
目
的
や
意
図
を
明

確
に
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り

ま
す
。

②
言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

　

本
単
元
の
言
語
活
動
は
「
地
域
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
た
ビ
オ
ト
ー
プ
を
も
う
一
度
再
生
す

る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
ビ
オ
ト
ー
プ
に
し
て
い
く
か
を
提
案
す
る
文
章
」
を
書
く
活
動
で
す
。

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
学
び
と
関
連
さ
せ
、
実
生
活
や
実
社
会
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
で
、
子
供

た
ち
は
必
要
感
や
切
実
感
を
も
っ
て
学
習
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

何
度
も
調
査
を
し
た
り
、
提
案
す
る
相
手
の
方
と
意
見
交
換
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

こ
と
も
大
切
で
す
。

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
）
イ 

・
ウ　
　

言
語
活
動
例　

ア

２　

単
元
の
展
開
（
10
時
間
扱
い
）

次

時

主
な
学
習
活
動

①
地
域
の
方
な
ど
の
意
見
を
踏
ま
え
、
ど
の
よ
う
な
ビ
オ
ト
ー
プ
に
す
る
か

課
題
や
学
ん
だ
こ
と
を
出
し
合
い
、「
地
域
の
憩
い
の
場
と
な
る
ビ
オ
ト
ー

プ
に
な
る
よ
う
に
し
よ
う
」
と
い
う
学
習
課
題
を
設
定
し
、
学
習
計
画
を

立
て
る
。

②
教
科
書
の
モ
デ
ル
文
や
企
業
で
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
提
案
書
等
を
参
考

に
し
て
、
提
案
書
を
書
く
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
考
え
る
。

ア
イ
デ
ィ
ア
①

③
地
域
の
専
門
家
に
も
ら
っ
た
こ
と
を
基
に
、
必
要
な
資
料
を
集
め
る
。

④
⑤
問
題
点
や
課
題
点
を
踏
ま
え
、
具
体
的
な
調
査
内
容
や
具
体
的
な
事
例

を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
提
案
書
を
見
直
す
。                  

ア
イ
デ
ィ
ア
②

⑥
各
自
で
書
い
た
提
案
書
を
基
に
、
相
手
の
行
動
の
変
容
を
想
像
し
な
が
ら

ア
ド
バ
イ
ス
を
し
合
い
、
提
案
書
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
て
い
く
。

ア
イ
デ
ィ
ア
③

⑦
⑧
提
案
書
を
清
書
す
る
。

⑨
書
い
た
提
案
書
を
他
の
グ
ル
ー
プ
で
読
み
会
い
、
推
敲
す
る
。

⑩
完
成
し
た
提
案
書
を
校
長
先
生
や
地
域
の
方
に
渡
し
意
見
を
も
ら
う
。

　
学
習
を
振
り
返
る
。

一

１・２

三

９・10

二

３〜８

単
元
学
校
や
地
域
の
方
の
憩
い
の
場
と
な
る
ビ
オ
ト
ー
プ
に
な
る
よ
う
な
提
案

書
を
考
え
よ
う
。

編
集
委
員

執
　
　
筆

神
奈
川
県
横
浜
市
立
小
机
小
学
校
教
諭
　
　
　
有
光
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男

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

神
奈
川
県
横
浜
市
立
東
汲
沢
小
学
校
校
長
　
　
丹
羽
正
昇

教
材
名

光
村
図
書

具
体
的
な
事
実
や
考
え
を
も

と
に
、
提
案
す
る
文
章
を
書

こ
う

領
域　
Ｂ　
書
く
こ
と

単
元
名

６年
国語科

６月

視点のちがいに着目して読み、感想をまとめよう
話の内容をとらえて、自分の考えをまとめよう
筆者の主張や意図をとらえ、自分の考えを発表しよう
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　
作品の世界をとらえ、自分の考えを書こう
対話の練習
目的や条件に応じて、計画的に話し合おう
表現の工夫をとらえて読み、それをいかして書こう
伝統文化を楽しもう
筆者の考えを読み取り、社会と生き方について話し合おう
資料を使って効果的なスピーチをしよう
登場人物の関係をとらえ、人物の生き方につい
て話し合し合おう

4/5 月

6/7 月

8/9 月

10/11 月

12/1 月

2/3 月

「
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
」



　

文
章
の
精
度
を
上
げ
る
に
は
、
単
元
の
途
中
で
あ
っ
て
も

視
点
を
も
っ
て
振
り
返
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
視
点
を
明
確

に
し
て
自
己
批
正
し
た
り
、
ペ
ア
な
ど
で
読
み
合
っ
て
相
互

批
正
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
の
提
案
書
の
よ
さ
や

課
題
を
早
い
段
階
で
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の

た
め
に
は
、
提
案
書
の
作
成
途
中
に
意
図
的
に
複
数
回
見
直

す
時
間
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
時
間
内
に
、
子

供
は
、
詳
し
く
書
く
必
要
の
あ
る
場
合
や
簡
単
に
書
い
た
ほ

う
が
効
果
的
で
あ
る
場
合
な
ど
、
相
手
や
目
的
、
必
要
に
応

じ
て
書
き
表
し
方
を
工
夫
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
学
び
の
中
で
、
子
供
は
試
行
錯
誤
す

る
こ
と
の
よ
さ
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
自
己
内
対

話
や
ペ
ア
に
よ
る
対
話
の
よ
さ
を
実
感
す
る
こ
と
に
も
つ
な

が
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
提
案
す
る
相
手
の
反
応
を
予
想
し
な
が
ら
、

自
分
だ
け
で
は
思
い
つ
か
な
い
内
容
や
情
報
な
ど
を
お
互
い

に
出
し
合
い
、
提
案
書
の
仕
上
げ
へ
と
向
か
い
ま
す
。
そ
の

た
め
に
は
、
提
案
者
の
意
図
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
提
案
書
の

ど
の
部
分
を
話
し
合
う
の
か
を
明
確
に
す
る
よ
う
に
教
師
が

働
き
か
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
教
師
が

予
め
提
案
書
の
内
容
を
指
導
事
項
に
照
ら
し
て
把
握
し
、
子

供
一
人
一
人
へ
の
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
を
把
握
し
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
文
章
の
構
成
に
着
目
し

て
、
筋
道
の
通
っ
た
文
章
に
な
る
よ
う
に
、「
考
え
と
理
由

や
事
例
」「
疑
問
と
解
決
」
な
ど
の
つ
な
が
り
や
配
列
を
意

識
し
た
文
章
全
体
の
筋
道
を
整
え
て
い
く
こ
と
な
ど
に
焦
点

化
さ
れ
た
話
合
い
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
教
師
が
、
指

導
事
項
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
的
確
に
把
握
し
、
有
効
な

ア
ド
バ
イ
ス
を
送
る
こ
と
で
、
子
供
同
士
の
話
合
い
が
深
ま

り
、
提
案
書
の
精
度
を
上
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
）

実
現
可
能
・
優
先
順
位

目
標
シ
ー
ト

地
域
の
憩
い
の
場
と

な
る
ビ
オ
ト
ー
プ
に

な
る
よ
う
に
し
よ
う

読
ん
だ
人
に
思
っ
て

ほ
し
い
こ
と

○
ま
た
、
ビ
オ
ト
ー

プ
に
行
っ
て
み
た

い
。

○
生
き
物
が
た
く
さ

ん
い
る
ん
だ
ね
。

提
案
し
た
い
こ
と

ビ
オ
ト
ー
プ
に
め
だ

か
を
入
れ
る
。

　

提
案
書
を
書
く
場
合
、
相
手
の
行
動
の
変
容
を
期
待
し
、

子
供
が
具
体
的
に
提
案
内
容
を
ま
と
め
ら
れ
る
か
が
重
要
に

な
り
ま
す
。
提
案
内
容
を
具
体
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
提
案

し
よ
う
と
し
て
い
る
対
象
や
相
手
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
、

何
の
た
め
に
提
案
す
る
の
か
と
い
う
目
的
を
明
確
に
す
る
必

要
も
あ
り
ま
す
。
具
体
的
で
実
現
可
能
な
ビ
オ
ト
ー
プ
に
す

る
た
め
に
、
今
ま
で
に
学
ん
だ
こ
と
や
情
報
を
整
理
し
て
、

実
現
さ
せ
た
い
こ
と
の
優
先
順
位
や
、
で
き
る
こ
と
と
で
き

な
い
こ
と
な
ど
を
付
箋
紙
や
思
考
ツ
ー
ル
等
で
分
類
し
、
提

案
書
を
作
成
す
る
際
に
必
要
な
情
報
を
可
視
化
す
る
こ
と
が

大
切
に
な
り
ま
す
。
付
箋
紙
や
思
考
ツ
ー
ル
を
使
っ
て
思
考

の
過
程
を
可
視
化
す
る
こ
と
で
、
付
け
加
え
た
ほ
う
が
よ
い

情
報
や
差
し
替
え
た
ほ
う
が
よ
い
情
報
を
的
確
に
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
結
果
、
子
供
自
ら
が
課
題
解
決
に

向
け
て
粘
り
強
く
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。

ア
イ
デ
ィ
ア
①

子
供
で
も
実
現
可
能
な
提
案
を

書
け
る
よ
う
に
、

話
題
設
定
を
し
よ
う

ア
イ
デ
ィ
ア
③

対
話
を
通
し
て

ア
ド
バ
イ
ス
を
送
り
、

提
案
内
容
の
精
度
を
上
げ
る

ア
イ
デ
ィ
ア
②

単
元
途
中
で
自
己
批
正
・

相
互
批
正
す
る
時
間
を
設
け
、

子
供
の
試
行
錯
誤
を
促
す

主体的
な学び

作
成
途
中
で
お
互
い
の

提
案
書
を
読
み
合
っ
た

ら
、
事
実
と
意
見
の
区

別
が
な
く
書
い
て
い
た

こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
、

ど
の
よ
う
に
伝
え
れ
ば

よ
い
の
か
が
、
具
体
的

に
分
か
っ
て
よ
か
っ
た

ね
。

５
年
生
に
は
、
ビ
オ

ト
ー
プ
の
管
理
を
引

き
継
い
で
も
ら
い
た

い
か
ら
、
学
校
に
と

っ
て
、
ど
れ
だ
け
ビ

オ
ト
ー
プ
が
大
切
な

の
か
が
伝
わ
る
よ
う

な
事
実
を
集
め
て
書

く
こ
と
に
し
よ
う
。

学
校
の
み
ん
な
に
ビ
オ

ト
ー
プ
の
よ
さ
を
知
っ

て
も
ら
う
に
は
、
ど
う

活
用
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
か
と
い
う
内
容
が

少
し
足
り
な
か
っ
た
ん

だ
ね
。
も
う
少
し
、
ビ

オ
ト
ー
プ
の
活
用
方
法

を
詳
し
く
書
い
て
み
よ

う
。

難
し
い
専
門
用
語
や
、

め
だ
か
の
種
類
な
ど

は
み
ん
な
知
ら
な
い

と
思
う
か
ら
、
提
案

内
容
の
と
こ
ろ
で
写

真
を
使
っ
て
説
明
を

し
た
ほ
う
が
い
い
か

も
し
れ
な
い
な
。

深い
学び

対話的
な学び

教師の働きかけ

ビ
オ
ト
ー

プ
に
め
だ

か
を
入
れ

る
。

木
の
根
元

に
ふ
よ
う

土
を
お
い

て
、
カ
ブ

ト
ム
シ
の

幼
虫
を
育

て
る
。

憩
い
の
場

に
な
る
よ

う
に
手
作

り
の
ベ
ン

チ
を
作
る
。

ビ
オ
ト
ー

プ
の
周
り

を
原
っ
ぱ

に
す
る
。

具体的な相手・目的
意識や相手に対する
期待をワークシート
に書き込めるように
しましょう。

ピラミッドチャ
ートにやりたい
ことを整理し、
目的に一番合う
ものは何かを整
理しましょう。

○
○
さ
ん
は
、
地
域

の
人
に
説
得
力
あ
る

提
案
に
し
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
提
案

の
順
番
や
内
容
の
つ

な
が
り
に
着
目
し
て

意
見
を
言
い
ま
し
ょ

う
。

ビ
オ
ト
ー
プ
を
憩
い

の
場
所
に
し
た
い
と

い
う
考
え
は
い
い
と

思
う
か
ら
、
そ
う
考

え
た
理
由
を
も
う
少

し
詳
し
く
書
い
た
ら

ど
う
か
な
。

地
域
の
人
に
も

大
切
に
さ
れ
る

ビ
オ
ト
ー
プ
を

つ
く
る
に
は
ど

う
し
た
ら
よ
い

の
か
と
い
う
視

点
だ
か
ら
、
そ

の
解
決
策
の
一

つ
と
し
て
、
地

域
の
人
と
一
緒

に
ビ
オ
ト
ー
プ

を
つ
く
る
た
め

の
具
体
的
な
方

法
を
付
け
加
え

る
と
い
い
と
思

い
ま
す
。



①
身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

読
書
を
通
し
て
自
分
の
考
え
が
生
ま
れ
る
こ
と
、
友
達
と
考
え
を
共
有
す
る
こ
と
で
自
分

の
考
え
が
広
が
る
楽
し
さ
に
気
付
き
、
日
常
的
に
読
書
に
親
し
も
う
と
す
る
態
度
を
育
ん
で

い
き
ま
す
。
ま
た
、
本
を
読
み
、
テ
ー
マ
を
捉
え
て
、
自
分
が
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え

た
の
か
伝
え
る
力
を
育
て
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
本
の
テ
ー
マ
を
捉
え
る
た
め
に
は
、

印
象
に
残
っ
た
文
や
場
面
、
作
者
の
考
え
を
複
数
見
付
け
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
関
連
付
け
て

考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

②
言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

　

本
単
元
で
は
、「
テ
ー
マ
を
考
え
な
が
ら
読
み
、
本
の
紹
介
を
す
る
」
と
い
う
言
語
活
動
を
位

置
付
け
ま
す
。
テ
ー
マ
を
考
え
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
本
と
の
関
わ
り
を
振
り
返
り
、
複
数
の

魅
力
を
感
じ
た
文
や
場
面
、
作
者
の
考
え
を
関
連
付
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

ま
た
、「
森
へ
」
で
は
、
作
者
が
実
際
に
目
に
し
た
自
然
の
様
子
を
表
す
豊
か
な
表
現
と
迫
力

の
あ
る
写
真
か
ら
、
原
生
林
の
世
界
を
具
体
的
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か

っ
た
世
界
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

作
者
が
見
て
き
た
こ
と
を
具
体
的
に
想
像
す
る
中
で
、
印
象
に
残
っ
た
文
や
自
分
が
魅
力
を

感
じ
た
作
者
の
考
え
を
見
付
け
、
自
分
が
捉
え
た
テ
ー
マ
を
ま
と
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。「
森
へ
」

を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
新
し
い
こ
と
を
知
っ
た
り
感
じ
た
り
す
る
楽
し
さ
を
体
験
し
、
こ
れ
ま

で
に
読
ん
だ
こ
と
が
な
さ
そ
う
な
本
を
選
ん
で
紹
介
し
、
仲
間
と
読
書
の
世
界
を
広
げ
て
い
き
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
〕（
３
）
オ

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

言
語
活
動
例　

イ

２　

単
元
の
展
開
（
５
時
間
扱
い
）

次

時

主
な
学
習
活
動

①
こ
れ
ま
で
の
本
と
の
関
わ
り
を
振
り
返
り
、
こ
れ
ま
で
に
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る

本
を
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
整
理
し
た
り
、
こ
れ
か
ら
読
ん
で
い
き
た
い
と
思
う
本

に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
り
す
る
。

　
お
互
い
が
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
本
を
紹
介
し
た
い
と
い
う
思
い
を
高
め
、
学
習

課
題
を
設
定
し
、
学
習
計
画
を
立
て
る
。                        

ア
イ
デ
ィ
ア
①

②
「
森
へ
」
を
読
み
、
自
分
が
考
え
た
テ
ー
マ
を
カ
ー
ド
に
ま
と
め
る
。

　
　
カ
ー
ド
　
・
題
名
　
　
・
作
者
名
　
　
・
テ
ー
マ

　
　
　
　
　
　
・
印
象
に
残
っ
た
文
や
作
者
の
考
え
　
そ
こ
か
ら
考
え
た
こ
と

③
「
森
へ
」
か
ら
自
分
が
考
え
た
テ
ー
マ
や
魅
力
を
感
じ
た
文
、
そ
こ
か
ら
自
分

が
考
え
た
こ
と
を
グ
ル
ー
プ
で
共
有
す
る
。                     

ア
イ
デ
ィ
ア
②

④
友
達
に
紹
介
し
た
い
本
の
こ
と
を
カ
ー
ド
に
ま
と
め
る
。      

ア
イ
デ
ィ
ア
①

⑤
本
を
紹
介
し
、
友
達
が
紹
介
し
た
本
や
テ
ー
マ
の
中
か
ら
、
次
に
読
み
た
い
本

を
考
え
る
。                                                         

ア
イ
デ
ィ
ア
③

一

１

三

５

二

２・３

学
習
課
題
お
す
す
め
の
テ
ー
マ
の
本
を
紹
介
し
、
お
互
い
の
読
書
の
世
界
を
広

げ
よ
う
。

編
集
委
員

執
　
　
筆

神
奈
川
県
横
浜
市
立
藤
の
木
小
学
校
教
諭
　
阿
部
真
央

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

神
奈
川
県
横
浜
市
立
東
汲
沢
小
学
校
校
長
　
丹
羽
正
昇

教
材
名

光
村
図
書

本
は
友
達

領
域　
Ｃ　
読
む
こ
と

単
元
名

６年
国語科

７月

視点のちがいに着目して読み、感想をまとめよう
話の内容をとらえて、自分の考えをまとめよう
筆者の主張や意図をとらえ、自分の考えを発表しよう
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　
作品の世界をとらえ、自分の考えを書こう
対話の練習
目的や条件に応じて、計画的に話し合おう
表現の工夫をとらえて読み、それをいかして書こう
伝統文化を楽しもう
筆者の考えを読み取り、社会と生き方について話し合おう
資料を使って効果的なスピーチをしよう
登場人物の関係をとらえ、人物の生き方につい
て話し合し合おう

4/5 月

6/7 月

8/9 月

10/11 月

12/1 月

2/3 月

「
私
と
本
」「
森
へ
」



　

友
達
と
対
話
す
る
こ
と
で
、
同
じ
作
品
を
読
ん
で
も
伝
わ

る
思
い
が
異
な
る
こ
と
や
、
同
じ
テ
ー
マ
で
も
魅
力
を
感
じ

た
文
や
場
面
な
ど
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が

大
切
で
す
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
読
書
を
通
し
て
、
多
様
な

考
え
を
知
る
こ
と
や
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
に
気
付
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
ま
す
。

　

自
分
と
本
と
の
関
わ
り
を
振
り
返
る
た
め
に
、
本
単
元
ま

で
に
読
書
記
録
を
付
け
た
り
、
学
校
図
書
館
の
貸
出
記
録
を

準
備
し
た
り
し
て
、
振
り
返
り
の
資
料
を
集
め
て
お
く
こ
と

が
大
切
で
す
。

　

読
書
記
録
を
生
か
し
て
本
の
振
り
返
り
を
行
い
ま
す
。
こ

こ
で
は
、
学
級
の
み
ん
な
が
ど
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
の
本
を

読
ん
で
い
る
か
ま
と
め
て
い
き

ま
す
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
で
、

お
互
い
に
読
ん
だ
こ
と
の
な
い

本
を
選
ん
で
、
紹
介
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
根
拠
を
基
に
、

自
分
で
ど
の
本
に
し
よ
う
か
と

考
え
な
が
ら
学
習
を
進
め
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

【
読
書
記
録
】

作
品
名

バ
ッ
テ
リ
ー

み
り
ょ
く
を
感
じ
た
文
や
場
面

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

作
者
名

あ
さ
の
あ
つ
こ

○
み
り
ょ
く
を
感
じ
た
文
や
場
面

　
つ
ま
り
、
年
老
い
て
死
ん
で
し
ま
っ
た

倒
木
が
、
新
し
い
木
々
を
育
て
た
…
…
。

○
み
り
ょ
く
を
感
じ
た
文
や
場
面

　「
サ
ケ
が
森
を
作
る
。」

　
ア
ラ
ス
カ
の
森
に
生
き
る
人
た
ち
の
古

い
こ
と
わ
ざ
で
す
。
産
卵
を
終
え
て
死
ん

だ
無
数
の
サ
ケ
が
、
上
流
か
ら
下
流
へ
と

流
さ
れ
…
…
。

ジ
ャ
ン
ル

物
語

テーマ　生命のつながり

「
森
へ
」
で
学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し
て
、
も
う
一
度
、
自

分
の
読
書
記
録
へ
と
戻
り
ま
す
。
テ
ー
マ
を
捉
え
て
読
む
こ

と
の
よ
さ
を
学
ん
だ
の
で
、
自
分
が
紹
介
し
た
い
本
の
テ
ー

マ
を
明
確
に
捉
え
て
紹
介
す
る
た
め
に
、
本
を
何
度
も
読
み

返
す
期
間
を
設
け
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　

本
単
元
で
は
、「
読
書
の
幅
を
広
げ
る
」
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
本
単
元
の
学
習
で
終
わ
り
に
せ
ず
、
日
常
の
読
書
へ

と
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
読
書
の
幅
を
広
げ
、

日
常
の
読
書
生
活
を
豊
か
に
す
る
に
は
、
他
の
人
と
感
想
を

交
流
し
、
自
分
と
は
異
な
る
感
想
を
得
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

　

こ
の
単
元
以
降
も
、
本
を
介
し
て
友
達
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
取
り
、
自
分
だ
け
で
は
気
付
か
な
か
っ
た
作
品
の

世
界
や
テ
ー
マ
を
味
わ
っ
た
り
、
自
分
の
読
書
生
活
を
振
り

返
っ
た
り
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
が
、
日

常
的
に
本
と
の
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
に
つ
な
が
り
、
読
書
が

自
分
の
考
え
を
広
げ
る
こ
と
な
ど
に
役
立
っ
て
い
る
と
気
付

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ア
イ
デ
ィ
ア
①

自
分
と
本
と
の
関
わ
り
を

振
り
返
り
、
一
人
一
人
が

紹
介
し
た
い
本
を
選
ぶ

ア
イ
デ
ィ
ア
③

単
元
で
学
習
し
た
こ
と
を
、

自
分
の
読
書
へ
生
か
す

ア
イ
デ
ィ
ア
②
「
森
へ
」
を
読
ん
で
、

自
分
が
感
じ
た
テ
ー
マ
等
を

グ
ル
ー
プ
で
共
有
す
る

主体的
な学び

深い
学び

対話的
な学び

こ
れ
ま
で
に
学
習
し
て
き
た
こ
と
を
生
か
し
て
書
け
る
よ
う

に
、
年
間
を
見
通
し
て
、
読
書
記
録
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

作
品
名
と
名
前
を
書
き
、

誰
が
、
ど
の
よ
う
な
本

を
読
ん
で
い
る
の
か
分

か
る
よ
う
に
し
ま
す
。

カードを書いたら、「森へ」を読み
返し、複数の叙述とテーマが合っ
ているか、本当にそのテーマでよ
いかをもう一度考えましょう。

【
振
り
返
り
】　
ぼ
く
は
「
自
然
の
奥
深
さ
」
が
テ
ー
マ
だ
と
捉
え

た
け
れ
ど
、
友
達
は
「
生
命
の
つ
な
が
り
」
と
捉
え
て
い
た
。
友

達
が
言
っ
て
い
た
と
こ
ろ
以
外
に
も
、
ク
マ
の
ふ
ん
か
ら
キ
ノ
コ

が
の
び
て
い
た
こ
と
な
ど
も
「
生
命
の
つ
な
が
り
」
が
感
じ
ら
れ

る
な
と
思
っ
た
。「
生
命
の
つ
な
が
り
」
を
意
識
し
て
、
も
う
一

度
読
ん
で
み
た
く
な
っ
た
。

【
テ
ー
マ
　
例
】　

〇
友
情
　
〇
国
際
理
解
　
〇
自
然
・
生
命
　
〇
平
和
　
〇
信
頼

〇
福
祉
・
共
生
社
会
　
〇
人
間
関
係
　
〇
仕
事
・
職
業
　
〇
成
長

〇
努
力
　
〇
環
境
　
〇
思
い
や
り
　
〇
科
学
　
〇
夢
　
〇
自
立

私
が
選
ん
だ
「
バ
ッ
テ
リ
ー
」
と
い
う
作
品
は
、

「
友
情
」
が
テ
ー
マ
だ
と
思
う
。
も
う
一
度
、
読

み
返
し
て
み
よ
う
。
読
み
返
し
て
み
る
と
、「
成

長
」「
信
頼
」
と
い
う
テ
ー
マ
も
あ
る
か
な
。
他

の
人
と
も
感
想
を
交
流
し
て
み
た
ら
、
も
っ
と
は

っ
き
り
と
テ
ー
マ
が
浮
か
ん
で
く
る
か
も
し
れ

な
い
。
一
人
で
読
む
の
も
い
い
け
れ
ど
、
他
の
人

の
意
見
も
取
り
入
れ
な
が
ら
読
ん
で
み
た
い
な
。

ぼ
く
は
、「
森
へ
」
を
読
ん
で
、「
自
然
の
奥
深
さ
」

が
テ
ー
マ
だ
と
捉
え
た
よ
。
迫
力
の
あ
る
写
真
と

「
ク
マ
の
世
界
」「
倒
木
の
道
」
な
ど
か
ら
、
ぼ
く

が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
「
森
」
と
、
作
者
が
見
て

き
た
「
森
」
は
違
う
な
と
思
っ
た
よ
。

こ
れ
ま
で
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
本
を
多
く
読

ん
で
き
た
な
。
み
ん
な
は
、
あ
ま
り
読
ん
だ
こ
と

が
な
い
み
た
い
だ
か
ら
、
ど
の
本
を
紹
介
し
よ
う

か
な
。
も
う
一
度
、
本
を
読
み
返
し
て
み
よ
う
。



わる数が分数だから、このままでは計算ができない。わり算の性質を使ってわる数を整数にできないかな。

６年
算数科

　分数を小数に直して計算しても、商が割り切れない場合があることに気付かせた後、わり算の性質を用
いれば、除数が整数にすることができることを理解するようにします。
　計算の性質が使えることが分かりやすくなるように、はじめから整った式を示すのではなく、被乗数、
除数に同じ数をかけるプロセスを丁寧に示し、わる数をどのようにして整数にしたのかが分かるようにし
ます。それを 　÷ 　の式の中に明記することで、どのような計算をしているのかが見えるように板書し
ます。

学び合いの計画

Ｔ：前時では、１dLでぬれる面積を求めるときには、
使った量が分数でも整数や小数と同じように式
を立てることができました。 　÷ 　と立式し
たわけを説明してください。

Ｃ：ペンキの量が２dL の場合だと、 　÷ 2 だから、
ペンキの量が分数になってもぬった面積÷使っ
た量なので 　÷ 　となりました。

Ｃ：数直線に表して、１dL でぬれる面積　 を求め
る式なので、  　÷ 　となりました。

Ｔ：今日は 　÷ 　の計算の仕方を考えていきまし
ょう。

執　　筆

編集委員

見通し

（本時　２／７時）本時のねらいと評価規準

　 　dL のペンキで、板を 　㎡ぬれました。
このペンキ１dL では、板を何㎡ぬれますか。

x

問題場面

自力解決の様子

A つまずいている子 B  　dL をもとに考える子 C ねらい通り解決する子
　 　÷ 　を小数にし
て 0.4 ÷ 0.75 にして
計算するが、商がわり
きれず、どうしたらよ
いか分からない。

　 　dL で  　㎡ぬれるから、 　
dL では 　÷ 3。1dL ではその 4
倍なので、 　÷ 3 × 4 ＝　 　　 
＝

①被除数・除数に同じ数をかけて除数を整数にする。
　 　÷ 　＝（ 　×４）÷（ 　×４）
　＝ 　×４÷３＝　　　  ＝
②被除数・除数同じ数をかけて除数を１にする。
　（ 　× 　）÷（ 　× 　）＝ 　× 　÷１
　＝　　　  ＝

分数でわる計算のしかたを考えよう。本時の学習課題

埼玉県桶川市立桶川小学校教諭　森田　麻実
文部科学省教科調査官　　　　　笠井　健一
浦和大学教授　　　　　　　　　矢部　一夫

分数のわり算
単元名６月 点対称

分数のかけ算
分数のわり算（わる数が１より小さい）
割合の表し方（比、比と比の値）
円の面積（色をぬった部分の面積）
拡大図と縮図（導入）
場合の数
比例と反比例（反比例）
資料の整理（度数分布表）
データの活用 
６年のまとめ（1）（変化と関係）
６年のまとめ（2）（考える方法と表現）

4/5 月

6/7 月

8/9 月

10/11 月

12/1 月

２/3 月

真分数÷真分数の計算の仕方を図や式を用いて考え、説明することができる。

わり算に関して成り立つ性質を用いて、分数÷分数の計算の仕方を説明することができる。評価規準
ねらい

 　dL をもとにし
て考えてみよう。

わる数を１にして
計算してみよう。

 　dL を何倍かし
て整数にして計算
してみよう。
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４



Ｔ：Ｂの考えは、どうして 　dL でぬれる量を考え
たのでしょう。

Ｃ： 　dL でぬれる量を求めるには 　÷３すると求
められるし、 　dL でぬれる量が分かれば、１
dL でぬれる量は×４をして求められるからだ
と思います。

Ｃ：わる数が分数だと計算できないけど、Ｂさんの
考えはわる数が分数ではなくなって計算できま
した。

Ｔ：わる数が分数ではなくなるようにして計算でき
ましたね。Ｃ①の考えはどうですか。

Ｃ：Ｃ①は、わる数が 　だから、わられる数とわ
る数をそれぞれ４倍してわる数を整数の３にし
ています。

Ｃ：わる数に×４したので、わられる数も×４すれ
ば、答えは変わらないので、わる数もわられる
数もどちらも×４をしています。

Ｃ：小数のわり算では、× 10 とか× 100 をして
わる数を整数にしたけれど、×４という数でも
同じことがいえるのですね。

Ｔ：× 10 でも×４でも、わられる数、わる数両方
に同じ数をかけるということですね。

Ｃ：Ｃ②の考えは整数ではなくて、分数をかけてい
ます。わる数に× 　すると、わる数が１にな
ります。

Ｃ：じゃあ、わられる数の 　× 　の計算と同じに
なるんだね。

Ｔ：Ｃ①さんとＣ②さんの考えに共通点はありますか。
Ｃ：Ｃ①もＣ②さんもどちらにも同じ数をかけてい

ます。
Ｃ：どちらも計算の性質を使って、わる数を整数に

するために工夫しています。
Ｃ：どちらの方法でも最後は 　× 　をしています。
Ｔ：では、 　÷ 　の計算をするには、どうしたら

よいといえますか。
Ｃ：どちらも× 　になっているので、わる数の逆

数をかければ答えが求められると思います。
Ｃ：もし分数が変わってもできるのですか。
Ｃ：わる数が 　じゃなくても、逆数にすればいい

から分数が変わってもできると思います。

・分数でわる計算は、計算の性質（わり算）を使ってわる数が整数になるようにすると計算できる。
・わる数の逆数を、わられる数にかけると計算できる。

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

　それにより、Ｂ児やＣ児の式を比
べて、最後はどちらも同じ式になっ
ていることに着目させ、分数のわり
算は被除数、除数に除数の逆数をか
ければ求められることに気づかせ
ます。
　このように、分数のわり算でもわ
る数を整数にするために、わり算の
性質を基にして考えれば計算する
ことができることをおさえます。ま
た、面積図と数直線を組み合わせた
図を使った計算の仕方の説明もし、
図と式を関連付けて理解できるよ
うにすることも大切です。

感想例
・わり算の性質を使うと、わる数の分数を整数に直すことができ、計算ができることが分かりました。
・わる数を整数にやるやり方がいろいろあったけれど、わる数の逆数をかけるといつでも簡単に計算でき

ることが分かりました。これからは、逆数をかける方法でたくさん計算したいです。

まとめ

　 　ｍの重さが 　㎏のホー
スがあります。このホース１
ｍの重さは何㎏ですか。
　わり算の性質をもとに答え
を求めましょう。

評価問題 【子供に期待する解答の具体例】

ノート例

◯月◯日
 〈問題〉
　　dLのペンキで、板を  ㎡ぬれ
ました。このペンキ１dLでは、板
を何㎡ぬれますか。

（式）　

 〈見通し〉
　わる数が分数だと計算できない。
計算のきまりを使って整数にする。
 〈課題〉
　分数でわる計算のしかたを考え
よう。
 〈自分の考え〉

　　　　　の４倍　　答え　　㎡

 〈友達の考え〉

　

　　　　　　　　　　　答え　㎡
 〈まとめ〉
　分数でわる計算は、計算の性質

（わり算）を使ってわる数が整数に
なるようにすると計算できる。
　わる数の逆数を、わられる数に
かけると計算できる。

 〈練習問題〉
（式）

　　　　　　　　　　答え　　㎏
 〈ふり返り〉

２
５

２×４
５×３÷ 3 × 4 ＝　　　＝

２　３
５　４

３　４
４　３
２　４　３　４　２　４
５　３　４　３　５　３

２　９　２×４
７　８　７×９
　　　　16
　　　　63

２×４
５×３
８
15

８
15

16
63

÷

×　＝１

×　÷ 　×　＝　×　×１

÷ 　＝

　　＝

　　　　　　＝

　　　　　　＝

　× 　＝
小数のわり算と同じように
考えられた。

x ３
４

２
５

３
４

２
５

８
15

８
15 　dL でぬれる量１

４

わる数が１
になった。

0
（㎡）

（dL）
0 １

x2
5

3
4

0

0

（㎡）

（㎏）

（dL）

（m）

0

0

１

１

x

x

2
5

2
7

4
3×

8
9×

4
3×

8
9×

3
4

9
8

　わられる数、わる数にわる数の逆数をかけて分数のかけ算にして答え
を求めました。

　 　÷ 　＝（ 　× 　）÷（ 　× 　）= 　× 　÷１=            ＝

答え   　  ㎏　※数直線の図も用いて説明させるようにする。

1
4

1
4

3
4

3
4

3
4

4
3

4
3

4
3

4
3

1
4

2
5

2
5

2
52

5

９
８

２
７

２
７

２
７

９
８

９
８

２
７

８
９

８
９

８
９

２×8
７×9

16
63

16
63



６年
算数科

７月

Ｔ：前時では、比と一方の量から、もう一方の値を求める学習
をしました。今回の問題と似ているところや違うところは
どこですか。

Ｃ：部分と部分の比で表されているところが似ています。
Ｃ：前回は部分の量が分かっていたけど、今回は全体の量が分

かっているところが違います。
Ｔ：今回は、比を利用して全体の量をもとに東門に植える花の

苗の数を求める方法を考えましょう。

埼玉県上尾市立東町小学校教諭　平松　卓也
文部科学省教科調査官　　　　　笠井　健一
浦和大学教授　　　　　　　　　矢部　一夫

比
単元名

執　　筆

編集委員

（本時７／８時）

　全体と部分の関係を的確に捉えることが難しい
児童が少なくない。そこで、線分図を用いて割合
と量について全体と部分の関係を視覚的に捉えさ
せる。
　まず、線分図で全体を３：５（部分と部分）に
分けていることから全体は３と５を合わせた８で
あることを共有する。
　そして、単位量当たりの考えを取り上げ、東門
の花の苗の数は全体を８等分したうちの３つ分で

あることを押さえる。Ｃ児①は「８等分したうち
の３つ分」を、全体を１とみたときの東門の苗の
数の割合で表していることを共有し、計算の能率
性にも気付かせたい。（Ｃ児①は１つの式で求め
られる）また、３が東門に植える苗の数、８が全
体の苗の数と対応していることを線分図で確認し、
部分と全体の等しい比を用いても求められること
を共有していくことで、図に表すよさに気付かせ
ていく。

学び合いの計画

本時のねらいと評価規準

全体の花の苗を部分と部分の比で分ける方法を考えよう。本時の学習のねらい　

問題

A つまずいている子 B 線分図を用いて、単位量あたりの本数
から求める子

C ねらい通り解いている子
　比を利用して求めよ
うとしているが、全体
の量と部分と部分の比
との関係を捉えること
ができず、正しく立式
することができない。

120 ÷８＝ 15
15 ×３＝ 45
答え　45 本

①全体を１とみて、割合で求
める

②部分と全体の等しい比で求
める

３：８＝ x：120
x＝３× 15 ＝ 45　　
　　　　　　　　　答え 45 本

120 × 　＝ 45

自力解決の様子

　花の苗が 120 本あります。学
校の東門と西門に３：５の割合
で分けて植えるとき、東門に植
える花の苗の数は何本になりま
すか。

点対称
分数のかけ算
分数のわり算（わる数が１より小さい）
割合の表し方（比、比と比の値）
円の面積（色をぬった部分の面積）
拡大図と縮図（導入）
場合の数
比例と反比例（反比例）
資料の整理（度数分布表）
データの活用 
６年のまとめ（1）（変化と関係）
６年のまとめ（2）（考える方法と表現）

4/5 月

6/7 月

8/9 月

10/11 月

12/1 月

２/3 月

部分と部分の比をもとに、全体と部分の関係を正しく捉え、部分を求åめる方法を理解する。

全体の量を比例配分する方法を、比の性質や図を用いて考え、説明することができる。評価規準

ねらい

15本

東門（３） 西門（５）
全体（８）

120本
３
８



Ｔ：Ｂ児の 120 ÷８の８はどんな数でしょうか。

Ｃ：線分図に表すと、全体を３：５に分けているの
で、全体では８になります。120 本を８個に
分けたうちの１つ分のことです。

Ｔ：それでは、120 ÷ 8=15 の 15 は何を表して
いますか。

Ｃ：１めもりあたり 15 本ということです。
Ｃ：８等分したうちの３つ分なので、15 × 3=45。

東門に 45 本です。
Ｔ：では、Ｃ児①の 120 × 　の 　はどんな数ですか。
Ｃ：東門に植える花の割合を考えました。全体を１

とみると、東門は８等分したうちの３個分なの
で、割合で表すと、 　です。だから、東門の苗
の数は 120 × 　=45 になります。

Ｔ：全体を１とみて東門の植える苗の数の割合を求
めたのですね。

Ｔ：Ｃ児②はどのように考えていますか。
Ｃ：全体の量が分かっているので、東門と全体の苗

の比と苗の数を用いて、等しい比を使って求
めています。３：８=x：120 となり、x=3 ×
15=45　東門は 45 本です。

・比の全体の量を１とみたり、部分と全体の等しい比をつくったりすれば、全体の量を部分と部分の量
に分けることができる。

・線分図など、図に表すと関係が分かりやすい。
・全体の量が分かっているので、全体の量に当たる割合を見つけることが大切。

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

感想例

・線分図をかいて全体と部分を表すと、関係がよく分かって答えが求めやすかった。
・家庭科の調理などに生かすことができそうだと思った。

まとめ

　Ａ小学校の６年生の人数は 96 人です。男女の
比が７：５のとき、女子の人数は何人ですか。線
分図をもとに、説明しましょう。

評価問題
【子供に期待する解答の具体例】

子供のノート例

　花の苗が 120 本あります。
学校の東門と西門に３：５の割
合で分けて植えるとき、東門に
植える花の苗の数は何本になり
ますか。

　全体の花の苗を部分と部分の
比で分ける方法を考えよう。

　単位量あたりの本数を求める。
３＋５＝８（全体を８とみる）
120 ÷８＝15
　15×３＝45

　　　　　　　　　答え　45本

　全体を１とみたときの割合で
考える。

                   　答え　45本

等しい比の関係を利用する

３：８＝　：120

　＝３×15＝45
　　　　　　　　　答え　45本

120 ×　＝45３
８

 ○月○日

西

3
7

全体を８とみたと
きの東門の割合

全体を８とみたときの東門の割合

部分

割合 本数

全体 部分 全体

問

課

自

（      ）本

東門（　） 西門（　）
全体（　）

120 本
120 本

友

３
８

東門（  　）

x

x

× 15

× 15

　花の苗が 120 本あります。
学校の東門と西門に３：５の割
合で分けて植えるとき、東門に
植える花の苗の数は何本になり
ますか。

　全体の花の苗を部分と部分の
比で分ける方法を考えよう。

　単位量あたりの本数を求める。
３＋５＝８（全体を８とみる）
120 ÷８＝15
　15×３＝45

　　　　　　　　　答え　45本

　全体を１とみたときの割合で
考える。

                   　答え　45本

等しい比の関係を利用する

３：８＝　：120

　＝３×15＝45
　　　　　　　　　答え　45本

120 ×　＝45３
８

 ○月○日

西

3
7

全体を８とみたと
きの東門の割合

全体を８とみたときの東門の割合

部分

割合 本数

全体 部分 全体

問

課

自

（      ）本

東門（　） 西門（　）
全体（　）

120 本
120 本

友

３
８

東門（  　）

x

x

× 15

× 15

・比の全体の量を１とみたり、
部分と全体の等しい比をつく
ったりすれば、全体の量を部
分と部分の量に分けることが
できる。
・線分図など、図に表すと関係
が分かりやすい。

　Ａ小学校の６年生の人数は96
人です。男女の比が７：５のと
き、女子の人数は何人ですか。

等しい比の関係を利用する。
５：12＝　：96
　＝５×８＝40　　答え　40人

西

3
7

ま

練

男子（７） 女子（５）
全体（　　）

96人

xx

①全体を１とみたときの割合で求める。
　96 ×  　＝８×５＝ 40　　       答え　40 人
②等しい比をつくって求める。
　５：12 ＝ x：96
　 x＝５×８＝ 40　　                 答え　40 人

３
８

３
８

３
８３

８

X本

東門（３） 西門（５）

120本

5
12

96人
　人x

男子（７） 女子（５）



６年
体育科

単元名

執　　筆
編集委員

器械運動（鉄棒運動）
陸上運動（ハードル走）
体つくり運動（体の動きを高める運動）
水泳運動
ボール運動（ベースボール型）
陸上運動（走り高跳び）
ボール運動（ゴール型）
器機運動（マット運動）
体つくり運動（体の動きを高める運動）
ボール運動（ネット型）
器械運動（跳び箱運動）
表現運動（表現）

4/5 月

6/7 月

8/9 月

10/11月

12/1 月

２/3 月

Let’s try.
体つくり運動　
～体の動きを高める運動～

体の動きを高めよう！

福岡県北九州市立槻田小学校主幹教諭　栗栖　克徳
国立教育政策研究所教育課程調査官　　塩見　英樹
福岡県北九州市立長尾小学校校長　　　大人形孝浩
福岡県北九州市立大蔵小学校教頭　　　森田元一郎

６月

合ったり話し合ったりする活動を通して、自己の課題を
明確にし、その解決に向けて運動の行い方を工夫してい
くことが大切です。　
　授業を行う際は、新型コロナウイルス感染防止対策と
して、子供に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状況に応じて、適切な身体的距離を
確保するようにしましょう。

　高学年の体つくり運動では、中学年までに身に付けた
基本的な動きを基に、体の様々な動きを高め、直接的に
体力の向上を図ることをねらいとしています。本単元で
は、体の柔らかさと巧みな動きを高めるための運動を行
います。子供が運動の楽しさや喜びを十分に味わい、運
動の必要性や行い方を理解し、日常的に運動に取り組む
ことができるようにしましょう。また、仲間と動きを見

　単元前半（1 ～３時間目）は、これまでの体つくり運
動で培った体の動かし方を踏まえ、体の柔らかさや巧み
な動きを高めるための運動の行い方を理解し、取り組む
時間として設定します。１時間目はオリエンテーション
として、本単元で取り組む運動を確認して自己の課題を
見付け、学習の見通しをもつ時間としています。その際、
体力テストの結果などを参考にしてもよいでしょう。２、
３時間目では互いの動きを見合う時間を設定します。動
きに合わせて教師や子供が言葉がけをするなど、動きを

高めるポイントを理解しながら、課題の解決につなげて
いきましょう。安全に配慮しながら、運動が苦手な子供
も無理のないよう、段階的に取り組むことが、運動の楽
しさや喜びを味わうことにつながります。また、1 単位
時間ごとに、できるようになったことや気付いたこと、
仲間からのアドバイスなどを学習カードに記入すること
で、子供が自分の体力の向上を実感できるようになりま
す。１人１人の子供が自分の体と向き合い、楽しみなが
ら運動に取り組めるように配慮しましょう。

授業づくりのポイント

※教師のコメントは運動が苦手な子供への支援です。

～体の動き (柔らかさ・巧みさ )を高める運動を楽しもう～楽しもう

①いろいろなストレッチ

⑤ターンキャッチ

②ボールストレッチ

⑥フープくぐり

③タオルストレッチ

⑦背面キャッチ

④紅白玉取り

⑧リアクションパス ⑨触ってキャッチ

体の柔らかさを高めるための運動例

巧みな動きを高めるための運動例

大きく息を吸って 20 秒程度、
息を吐きながら、取り組むよ。
腰や膝、腕、関節などを伸ば
したり、縮めたり、回したり、
振ったり、ねじったりしよう。

回しやすいように大きな
ボールを使うといいよ。

回転を半回転にするなど、
無理をせずに取り組める
ようにしましょう。

ボールを使った運動は柔
らかいボールを使い、恐
怖心を減らしましょう。

フープに足や手を入れ
ることから始め、少し
ずつ挑戦しましょう。

手をたたくだけにしたり、
仲間がボールを投げたり
するようにしましょう。

玉が取りやすいようにカゴを
置く高さを調整しましょう。

バスタオルなどを使
って、長くしましょう。

長座の姿勢で、ボールを
体の周りで転がすよ。

自分で転がしたフー
プをくぐり抜けるよ。

タイミングをずらした
り、同時にしたりして、
パスをしあうよ。

ボールを投げて、背
面でキャッチするよ。
逆もできるよ。

棒が倒れないうち
に、１回転するよ。

膝を伸ばしたまま、玉
入れの玉を取るよ。

ボールを投げて、頭や肩、
膝など体のどこかを触っ
てボールを取るよ。

前や後ろに回すよ。体の周り
を１周してもいいね。タオル
があれば、家でもできるね。



　単元後半の時間（４～５時目）は、巧みな動きを高め
るための運動の時間を増やします。単元前半 ( １～３時
目 ) の運動で使用した道具を変えたり、回数を増やしたり、
ペアやグループで取り組んだりするなど条件を変えるこ
とで、動きを高めることができます。その際、伝え合い

タイムの中で、ＩＣＴ機器等を活用し、仲間と動きを確
かめ合うことで、新たな課題や動きを高めるためのポイ
ントを考えることができます。また、条件を変えた運動
を学級全体で共有化することで、他の運動にも取り組む
ことができ、さらに動きを高めることにつながります。

※単元１時目はこれまでの運動の振り返りを行う。２・３時目は「体の動きを高める運動」に取り組み、４・５時目で「体
の動きを高める運動」の条件を変える計画としています。

体の柔らかさを高めるための運動条件の変更例

巧みな動きを高めるための運動条件の変更例

単元計画

～グループで運動の条件を変えるなど工夫して楽しもう～もっと楽しもう

０

学習
課題

45
分

いろいろな運動を試し、学習の見通し
をもつ。

「体の柔らかさ」と「巧みな動き」を高めるた
めの運動に取り組む。

「体の柔らかさ」と「巧みな動き」を高めるた
めの運動で条件を変えて取り組む。

●オリエンテーション
１めあての確認
2 体の柔らかさを高める運動に取り組

む。[ 左ページ参照：①～④から２
つ程度 ]

3 巧みな動きを高める運動に取り組む。
　[ 左ページ参照⑤～⑨から２つ程度 ]
　※ 2・3は時間があれば、すべての
運動に取り組みましょう。

4 学習問題を設定する。
　※それぞれの運動で、自分の課題を
見付け、単元の見通しをもつ。

【課題例】
柔：関節が固い。
巧：タイミングが取れない。

５４３２１

○体の柔らかさを高めるための運動に取り組む。
①いろいろなストレッチ　②ボールストレッチ
③タオルストレッチ　④紅白玉取り　
※いろいろなストレッチは準備運動として毎
時間行います。

○体の柔らかさを高めるための運動の条件を変
えて取り組む。

○巧みな動きを高めるための運動に取り組む。
⑤ターンキャッチ　　⑥フープくぐり
⑦背面キャッチ　　　⑧リアクションパス
⑨触ってキャッチ

○巧みな動きを高めるための運動の条件を変え
て取り組む。

【変える条件の例】
⑴道具の変更　　⑵動きの変更
⑶回数を増やす　⑷人数を増やす
※人数を増やすときは輪になるなど、並び方
を工夫しましょう。

「伝え合いタイム」の際には付箋紙など
を使って、試技をした仲間に気付いたこ
とを伝えます。カードに仲間からのアド
バイスが書かれた付箋紙を貼ったり、で
きるようになったことを書いたりして 1
単位時間の学習をまとめましょう。取り
組んだ運動ごとに記入ができるように、
欄はいくつか用意しましょう。
【学習カードの例】

　単元全体を通して、１単位時間の中で、
ICT 機器等を活用し、ペアやグループの
仲間と動きを確かめ合ったり、課題や動
きを高めるポイントを考え合ったりする
時間を設定します。（動きを高めるため
のポイントの例としてターンキャッチ：
合図を出す人を決め、合図と同時に素早
く動くなど）
　また、学級全体で運動を紹介する時間
も設定するようにしましょう。その際、
実際に運動をして見せるようにしましょ
う。

「伝え合いタイムの設定」

かかわり思考ツール

学習カードの工夫

②ボールストレッチ

⑴道具の変更：⑤ターンキャッチ

⑶回数を増やす：⑤ターンキャッチ

⑷人数を増やす

⑥フープくぐり

⑤ターンキャッチ
⑦背面キャッチ

⑧リアクションパス

⑵動きの変更：⑨触ってキャッチ　⑦背面キャッチ

③タオルストレッチ ④紅白玉取り

ボールの大きさをドッ
ジボールやソフトボー
ルなど、小さくするよ。

タオルを短
く持ってや
ってみよう。

頭や肩、膝など触る部位を２、
３か所に増やすよ。床を触っ
て、キャッチもできるよ。

棒をボールに変えて、ボール
が床につかないうちに回転し
てキャッチするよ。

ターンの回数を
増やすよ。

棒が倒れる前に、ペ
アの仲間と場所を入
れ替わろう。グルー
プでもできるよ。

仲間が投
げたボー
ルを背面
キャッチ
できるよ。

3 人が縦に
並んでもで
きるよ。４、
５人に増や
して、輪に
なってやっ
てみよう。

フープを転がして、何回くぐり抜
けることができるか挑戦しよう。

股の下からボール
を投げて、正面で
キャッチするよ。

玉入れの玉を卓球の
ボールなどに小さく
しても取れるよ。

学習のまとめ　振り返り　整理運動

伝え合いタイム

運動を楽しもう もっと運動を楽しもう

体の柔らかさを高めるための運動

巧みな動きを高めるための運動

運動

触ってキャ
ッチ

頭、肩、膝全
部を触ってキ
ャッチできた。

ボールを高く
上げて、素早
く触っていた。

できたこと 仲間から

運動
ボール
ストレッチ

ドッジボール
でもできた。

指の先までピ
ンと伸びてい
た。

できたこと 仲間から

運動が苦手な子供に
は子供同士でタイミ
ングをはかる声かけ
をしあうように助言
しましょう。また、
仲間との距離を短く
したり、ゆっくりと
動作をしたりするな
どやさしい条件で運
動に取り組めるよう
にしましょう。



に取り組む態度の涵養が求められます。
　水泳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。また、プ
ールサイドでの密集を避けるよう十分な距離をとって整列をした
り、教え合いをするときには身体接触を避けたりするようにしま
しょう。

　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」で内容が構成され、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こと
ができるようにすることをねらいとしています。水泳運動は、個
人の習熟度が様々なため、自己に適した課題に取り組めるよう
に、課題の解決の仕方や記録への挑戦の仕方を工夫するとよいで
す。また、水泳運動は、生命に関わることなので、「水泳運動の心
得」を守って安全に気を付けて学習を進めていくとともに、水泳
運動が自己保全のために必要であることを生かし、積極的に学習

　学習 1 では、クロールや平泳ぎ、背浮きなどのポイントをつか
み練習していくと同時に、自己の課題を見付け、その課題に応じ
た練習の場や段階を選べるようにします。その際、子供の課題に
対応できるような練習の場の設定や泳ぎのポイントを示した掲示
物、学習カードを活用できるようにすることが大切です。１時目

のオリエンテーションでは、これまでに培った動きを確認しなが
ら、今泳ぐことができる距離を測定し、自己目標を設定することで、
課題解決への意欲を高めるようにします。２時目以降は、バディ
の仲間と教え合いながら、自己の課題を見付けて、課題に応じた
場や方法を選んでクロールや平泳ぎ、背浮きの練習をしていきます。

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～

単元名

福岡県北九州市立高見小学校教諭　　　竹治　宏泰
国立教育政策研究所教育課程調査官　　塩見　英樹
福岡県北九州市立高見小学校校長　　　三原　達也
福岡県北九州市教育委員会企画調整課　辻　健一郎

執　　筆
編集委員

授業づくりのポイント

①手のかき
（しっかりと最後まで水をかき、腕を前に伸ばす）

④手のかきと呼吸
（かき終わりのタイミングで呼吸をする）

⑤キック
（足の親指を外側に開いて左右の足の裏や脚の内側で水を挟み出す）

②ローリングを用いた呼吸
（肩ローリングを用いて顔を横に上げて呼吸をする）

③呼吸をしながら
（「１・２・３・パッ」のリズムで呼吸をする）

前に伸ばす
水かきを
使う

浮き具を使う

ひじから手を上げて、顔を横に
上げ、口から一気に息を吸う。

手をしっかり
前に伸ばす。

け伸びの姿勢
で伸びる。

かきながら、
顔を上げて息
つぎをする。

手をかき始め
る。

足を引き寄せ
て、強くキッ
クをする。

け伸びをして
伸びる。

水をかく。 かき終わりに合わ
せて呼吸をする。

ビート板の上に手を乗せてか
ら、次をかく。

手を伸ばし遠く
の水をつかむ。

水をつかむ
１

水をかく
２

水を押す
３

息つぎ
パッ

肩から大き
く回す。

ももまでし
っかりかく。

肩を回して横向
きに呼吸する。

【学習１】続けて長く浮いたり、泳いだりするためのポイントをつかもう！

～続けて長く浮いたり、泳いだりするためのポイントをつかんで楽しもう～楽しもう

【クロール】

【平泳ぎ】

６年
体育科

７月 器械運動（鉄棒運動）
陸上運動（ハードル走）
体つくり運動（体の動きを高める運動）
水泳運動
ボール運動（ベースボール型）
陸上運動（走り高跳び）
ボール運動（ゴール型）
器機運動（マット運動）
体つくり運動（体の動きを高める運動）
ボール運動（ネット型）
器械運動（跳び箱運動）
表現運動（表現）

4/5 月

6/7 月

8/9 月

10/11月

12/1 月

２/3 月

⑥呼吸をしながら
（「パッ」で水をかきながら、顔を前に上げて呼吸をする）

「スー」 「パッ」 「ポン」 「スー」

ポイント
後ろから見た場合

ハの字の形

●長く泳ぐためのポイント

●個人の課題に応じた練習の場の設定例

【クロール】 【平泳ぎ】

・大きく肩を回す。
・ゆっくりと動かすバ
タ足をする。

・けった後は、しっか
りと伸びる。

・ゆっくりと手をかく。

掲示物 ポイント

呼吸コース　②③⑥

続けて長く泳ぐコース 

キック
コース ⑤

手のかき 
コース ①④水を後ろに押す

泳法を身に付けたり、
泳ぐ距離に挑戦したり
することができる場を
子供の実態応じて設定
しましょう。 また、各
コースの泳ぎのポイン
や練習の仕方を掲示し
て、ポイントを押さえ
た練習ができるように
するとよいです。 

手をかいても進まな
い時には、「おなか
の下の水をしっかり
ももまでかく」「前
に手を伸ばす」よう
に声をかけましょう。

伸ばしている前
の腕を枕にして、
頭を寝かせるよ
うにして呼吸を
するとよいでし
ょう。

「 パ ッ」
と息を吐
いて一気
に息を吸
いましょ
う。

「伸びて、パ
ッ」のタイミ
ングで上下の
動きを使うと、
リズムよく行
えます。

指先を外側
に向け、つ
ま先が揃う
までしっか
りと蹴って
伸ばしまし
ょう。

足を引き
付けた時、
足の裏が

「ハ」の
字の形に
なるよう
にします。

クロールや平泳ぎ
で長く泳ぐために
は、大きなストロ
ークでゆったりと
泳ぐことがポイン
トです。



　学習２では、学習１を基に、記録に挑戦することを通して、自
己の能力に適した課題を設定し、安全確保につながる運動やクロ
ール、平泳ぎで続けて長く浮いたり、泳いだりすることに取り組
みます。その際、図１のような教え合いや記録に挑戦する場を用
意し、グループで見合い、教え合いながら自分で決めた浮き沈み
の回数や背浮きの時間、クロールや平泳ぎで進んだ距離や決まっ
た距離でのストローク数など記録に挑戦する活動を取り入れると、

子供たちにとって楽しい活動になります。また、泳ぎのポイント
を生かしたよいフォームや記録の伸びなどにも目を向け、称賛し
たり認め合ったりしていくようにしましょう。なお、着衣のまま
水に落ちた場合の対処の仕方については、安全確保につながる運
動との関連を図り、各学校の実態に応じて積極的に取り扱うとよ
いでしょう。

○浮き沈み ○背浮き

浮いてきたら、顔を上
げて息を大きく吸う。

顔だけ出して、胸をそらし、大きく
息を吸って止め、手足の力を抜く。

【学習２】続けて長く浮いたり、泳いだりしよう！

●【安全確保につながる運動】　～長く浮いてみよう～

●教え合いや記録に挑戦する場の設定例（図１）

単元計画

～続けて長く浮いたり、泳いだりしてもっと楽しもう～もっと楽しもう

０

学習
課題

45
分

続けて長く浮いたり、泳いだりするためのポイントをつかもう 続けて長く浮いたり、泳いだりしよう水に慣れよう

５ ６ ７ ８ ９４３２１

準備運動・シャワー・入水・水慣れ（だんだんと難易度を上げていく）
学習のめあての確認

＜個人の課題に応じた場で練習をする＞→同じ課題の子供でバディを組む。
【クロール】〇続けて長く泳ぐためのクロールのポイントをつかむ。
①手のかき　②ローリングを用いた呼吸　③呼吸をしながら

【安全確保につながる運動】
〇続けて長く浮く。
　・背浮き（手や足をゆっく

りと動かして）
〇呼吸をして長く浮く。
　・浮き沈み

【記録に挑戦する】
〇自分で決めた
・距離
・ストローク数
・浮き沈みの回数
・背浮きの時間

【着衣のまま水に落
ちた場合の対処の
仕方について体験
する】
・着衣のまま水に

入った時の感覚
を体験する。

・着衣のまま浮い
てみる。

【グループで教え合いや記録に
挑戦をする】
　→グループ内で教え合う。
長く泳ぐ（浮く）めやす
　・クロールや平泳ぎで進ん

だ距離やストローク数
　・背浮きの時間と浮き沈み

の回数　
　　　　（ICT の活用）

＜個人の課題に応じた場で練習をする＞→同じ課題の子供でバディを組む。
【平泳ぎ】〇続けて長く泳ぐための平泳ぎのポイントをつかむ。
④手のかきと呼吸　⑤キック　⑥呼吸をしながら

【安全確保につながる運動】
○いろいろな浮き方や沈み方　○背浮き（ビート板を使って）

●オリエンテーション
・水泳運動の心得の確認
・水慣れ
・学習の進め方
・試しの泳ぎ
・自己目標の設定

※１時目は、まだ体がプ
ールの環境に慣れてい
ないことを考慮し、無
理のないように体調を
こまめに確かめるなど
安全に留意しながら取
り組みましょう。 自分の泳ぎを確認する（ICTの活用）

　キック・手のかき・呼吸の
仕方のポイントを示した学
習カードです。バディで見合
い・教え合う際に使用し、で
きるようになったことや課
題を伝え合いながら課題解
決を進めることができるよ
うにします。また、この学習
カードは、水に濡れてもよい
ようにパウチ加工をしてお
くとよいでしょう。

「泳ぎのポイントカード」

かかわり思考ツール①

　タブレットで子供の泳ぐ
様子を撮影した映像を活用
して、泳ぎのポイントと自己
の動きを比較し、仲間とでき
ばえや改善点を教え合いな
がら新たなめあてを立て、再
度挑戦できるようにします。

「ICT機器の活用」

かかわり思考ツール②
●着衣のまま水に落ちた場合の対処の仕方を実

施する場合

※毎時間の水慣れでは、子供の実態に応じて工夫し、水慣れの方法も少しずつ発展させてください。
　感染症拡大防止のため、バディで補助などの身体接触を伴う教え合いは行わず、練習の場や補助具を充実させましょう。

学習のまとめ・振り返り・整理運動・シャワー・着替え

運動を楽しもう もっと楽しもう

クロール

キック

手のかき

呼吸

親指が触れる。
膝を伸ばす。

ももまで手をかく
肘を伸ばす。

１・２・３・パッ
（口で呼吸）

タイマー 掲示物 ポイント

　着衣のまま水に落ちた場合の対処の仕方については、
初めに準備運動と水慣れを行ってから着衣をし、感覚
の違いを体感できるようにするとよいでしょう。

力を抜いて背浮きで浮く。

１グループのコース

２グループのコース

３グループのコース

４グループのコース

５グループのコース

６グループのコース

※１グループで１コースを
使って、各コースで見合
ったり、教え合ったりし
て記録に挑戦します。

　その際、補助具を活用す
るなど、自己の能力に応
じた記録への挑戦の仕
方を選ぶことができる
ようにします。

一度沈んでから浮く。
あごを上げる

ラッコの姿勢で
頭を耳まで沈め
よう。おへそを
上に突き出そう。

息を吸ったらす
ぐに水に頭を入
れて再び浮いて
くるのを待とう。

クロールや平泳ぎで進んだ距離と手でかいた回数、安全確保
につながる運動で、背浮きの時間と浮き沈みの回数などをグ
ループで確かめ合ったり称賛し合ったりして練習しましょう。

ペットボトルな
どの浮遊物につ
かまったり、背
浮きをしたりす
る等の活動が体
験できるように
しましょう。

息を吸って、一度
沈んでから、浮い
たタイミングで顔
を上げて呼吸をし
ましょう。

顔以外の部分をしっか
りと水中に入れて、手
と足を体が沈まない程
度にゆっくりと動かし
て、長く浮くことがで
きるようにしましょう。


