
※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
安全確保に十分配慮してください。

文部科学省教科調査官監修

2021年度版

「主体的・対話的で深い学び」を意識した

教科指導
ヒントとアイディア
8/9月号の内容

小一

小二 

なつやすみニュースのじかんです
三びきのあおむしはどうしたかをよもう
読んで考えたことをかんそうにまとめよう
そうぞうしたことを、音読げきであらわそう

国語科

小一 

小二 

10より大きい数
なんじ　なんじはん
ひっ算のしかたを考えよう
さんかくやしかくの形をしらべよう

算数科

小一

小二 

フレンドパーク
はしって！  つくって！  ラン・ラン・ランド
友達といっしょに運動スイッチ オン！
ピョンピョン島を旅して   ためよう！  ジャンプパワー！！

体育科

小一

小二

いきものとなかよし
あきをさがそう
おもちゃで   わくわく   大作せん
こうえんの   すてき   みいつけた！

生活科



教
材
名 「
き
き
た
い
な
、
と
も
だ
ち
の
は
な
し
」

光
村
図
書 

一
年
上

執　
　
筆  

東
京
学
芸
大
学
附
属
大
泉
小
学
校
教
諭　
　

山
下
美
香

編
集
委
員  

文
部
科
学
省
教
科
調
査
官　
　
　
　
　
　
　

大
塚
健
太
郎

　
　
　
　

  

東
京
学
芸
大
学
附
属
小
金
井
小
学
校
教
諭　

成
家
雅
史

な
つ
や
す
み
ニ
ュ
ー
ス
の

じ
か
ん
で
す

―
と
も
だ
ち
の
な
つ
や
す
み
の

　
で
き
ご
と
を
し
ゅ
う
ち
ゅ
う
し
て
き
く
―

領
域 

Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

① 

身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

夏
休
み
明
け
と
い
う
の
は
、
一
年
生
に
と
っ
て
は
楽
し
か
っ
た
出
来
事
を
話
し
た

い
、
誰
か
に
聞
い
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
意
欲
が
増
す
時
期
で
す
。
そ
の
よ
う
な
一

年
生
の
意
欲
を
大
切
に
し
た
単
元
づ
く
り
を
し
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
話
し
手
の

知
ら
せ
た
い
事
柄
を
集
中
し
て
聞
く
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
不
慣
れ
で
す
。
そ
こ
で
、
本

単
元
の
ね
ら
い
は
、
話
し
手
の
知
ら
せ
た
い
こ
と
を
集
中
し
て
聞
き
、
話
の
内
容
を

捉
え
て
感
想
を
も
つ
力
を
育
み
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
話
し
手
の
伝
え
た
い
こ
と
を

考
え
、
話
の
内
容
を
具
体
的
に
想
像
し
な
が
ら
聞
く
力
が
必
要
と
な
る
場
の
設
定
を

工
夫
し
て
い
き
ま
す
。

② 

言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

「
友
達
の
夏
休
み
ニ
ュ
ー
ス
（
夏
休
み
の
出
来
事
）
を
よ
く
聞
き
、
質
問
や
感
想
を

述
べ
る
」
と
い
う
言
語
活
動
を
位
置
付
け
ま
す
。
友
達
の
夏
休
み
の
出
来
事
を
「
夏

休
み
ニ
ュ
ー
ス
」
と
捉
え
、
聞
く
こ
と
へ
の
意
識
を
高
め
ま
す
。
友
達
の
話
し
た
い
、

と
っ
て
お
き
の
夏
休
み
の
出
来
事
を
聞
き
落
と
さ
な
い
よ
う
に
集
中
し
て
聞
き
ま
す
。

そ
の
学
習
の
様
子
か
ら
「
夏
休
み
ニ
ュ
ー
ス
の
時
間
で
す
」
と
い
う
単
元
名
に
し
て

い
ま
す
。

　

活
動
方
法
と
し
て
は
、
国
語
の
授
業
時
間
内
に
、
全
員
の
発
表
を
す
る
と
い
う
方

法
だ
け
で
な
く
、
朝
の
会
な
ど
の
時
間
に
、
継
続
的
に
発
表
す
る
と
い
う
方
法
も
考

え
ら
れ
ま
す
。
学
級
の
実
態
に
合
わ
せ
て
選
択
し
、
継
続
的
な
取
り
組
み
に
な
る
と

よ
い
で
し
ょ
う
。

　

発
展
的
な
学
び
と
し
て
は
、
朝
の
会
な
ど
で
「
ニ
ュ
ー
ス
の
時
間
」
と
し
て
、
ほ

か
の
テ
ー
マ
で
継
続
的
に
友
達
の
話
を
聞
く
と
い
う
活
動
が
想
定
で
き
ま
す
。

1 

単
元
で
付
け
た
い
資
質
・
能
力

指
導
事
項

：〔
知
識
及
び
技
能
〕（
1
）
ア

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

言
語
活
動
例　

ア

次

時

一

1

二

２

主
な
学
習
活
動

◎
学
習
の
見
通
し
を
も
ち
、
夏
休
み
の
出
来
事
を
想
起
し
、
発
表
す
る

こ
と
を
決
め
る
。

・
夏
休
み
の
出
来
事
を
話
す
活
動
へ
の
見
通
し
を
も
つ
。

・
夏
休
み
の
出
来
事
を
ふ
り
返
る
。

・
ペ
ア
で
夏
休
み
の
出
来
事
を
話
し
て
話
題
を
決
め
る
。

・
「
夏
休
み
ニ
ュ
ー
ス
」
に
し
た
い
出
来
事
を
選
び
、
文
に
し
、
練
習

す
る
。

◎
学
級
全
体
で
夏
休
み
の
出
来
事
を
発
表
し
て
、
聞
き
合
う
。

・
「
夏
休
み
ニ
ュ
ー
ス
」
を
全
員
の
前
で
発
表
し
て
聞
き
、
質
問
や
感

想
を
伝
え
合
う
。

・
「
夏
休
み
ニ
ュ
ー
ス
」
を
聞
き
合
っ
た
感
想
を
発
表
し
合
う
。

2 

単
元
の
展
開（
２
時
間
扱
い
）

ア
イ
デ
ィ
ア 

1
・
３　

ア
イ
デ
ィ
ア 

2　

ア
イ
デ
ィ
ア 

3　

ク
ラ
ス
の   

み
ん
な
の   

な
つ
や
す
み
の   

ニ
ュ
ー
ス
を   

き
こ
う

学
習
課
題

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

は
な
の
み
ち

く
ち
ば
し

こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
よ

き
き
た
い
な
、
と
も
だ
ち
の
は
な
し

や
く
そ
く

し
ら
せ
た
い
な
み
せ
た
い
な

じ
ど
う
車
く
ら
べ

て
が
み
で
し
ら
せ
よ
う

き
き
た
い
な
、
と
も
だ
ち
の
は
な
し

ず
う
っ
と
、
ず
っ
と
、
大
す
き
だ
よ

い
い
こ
と
い
っ
ぱ
い
一
年
生

4
  5
月

6
  7
月

8
  9
月

10  
11
月

12  
1
月

2   
3
月



　
第
１
時
で
動
画
を
視
聴
し
な
が
ら
話
し
合
っ
た
聞
き
方

の
観
点
を
ふ
り
返
り
ま
す
。
一
年
生
で
あ
っ
て
も
、
す
べ

て
の
観
点
を
教
師
側
か
ら
示
す
の
で
は
な
く
、
話
し
合
い

な
が
ら
観
点
を
つ
く
り
、
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
補
う
と
い

う
よ
う
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
聞

く
こ
と
へ
の
意
識
が
高
ま
り
ま
す
。

　
ク
ラ
ス
で
話
し
合
っ
て
決
め
た
、
話
し
手
の
知
ら
せ
た

い
こ
と
を
集
中
し
て
聞
く
と
き
の
観
点
を
自
己
評
価
し
ま

す
。
一
年
生
の
発
達
段
階
を
考
え
、「
◎
○
△
」
な
ど
の

記
号
で
自
己
評
価
し
、
今
後
も
積
み
上
げ
て
い
き
た
い
で

す
。
聞
く
と
き
の
観
点
は
、
教
室
に
掲
示
し
て
、
国
語
の

授
業
の
時
間
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
活
動
で
継
続
し
て
い

け
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
ま
ず
、
ペ
ア
で
「
夏
休
み
ニ
ュ
ー
ス
」
の
題
材
を
探
す

た
め
に
、
夏
休
み
の
出
来
事
を
話
し
ま
す
。
十
分
に
距
離

を
取
っ
て
、
ペ
ア
で
話
す
よ
う
に
伝
え
ま
し
ょ
う
。

　
夏
休
み
の
宿
題
で
、
絵
日
記
を
出
し
て
い
る
ク
ラ
ス
も

多
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
夏
休
み
の
絵
日
記
を
活
用

し
て
い
く
と
、
話
題
が
豊
富
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

ペ
ア
で
話
し
た
話
題
を
い
く
つ
か
ノ
ー
ト
に
書
い
て
い
く

と
よ
い
で
し
ょ
う
。
話
し
な
が
ら
付
け
加
え
て
も
よ
い
こ

と
に
し
ま
す
。

　
そ
の
後
、
決
め
た
話
題
に
赤
丸
を
付
け
ま
す
。

　
見
通
し
を
も
っ
て
学
習
に
取
り
組
む
こ
と
が
子
供
の
主

体
的
な
学
び
へ
と
つ
な
が
り
ま
す
。
教
師
の
「
夏
休
み

ニ
ュ
ー
ス
」
の
動
画
を
撮
影
し
、「
夏
休
み
ニ
ュ
ー
ス
の

時
間
で
す
」
と
番
組
風
に
制
作
で
き
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

一
人
だ
け
で
な
く
複
数
の
教
師
で
の
質
問
や
感
想
の
や
り

取
り
の
動
画
に
す
る
こ
と
で
、
こ
の
単
元
で
身
に
付
け
た

い
力
も
明
確
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、子
供
は
「
面
白
そ
う
」

「
私
も
や
っ
て
み
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
単
元
で
大
切
に
し
た
い
こ
と
は
、
話
し
手
の
知
ら

せ
た
い
こ
と
を
集
中
し
て
聞
き
、
話
の
内
容
を
捉
え
て
感

想
を
も
つ
力
を
育
む
こ
と
で
す
の
で
、
ど
ん
な
聞
き
方
が

大
切
な
の
か
、
聞
き
方
の
観
点
を
子
供
と
一
緒
に
考
え
て

い
く
と
、
単
元
の
ふ
り
返
り
に
も
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

活
動
の
モ
デ
ル
を
見
て
、

学
習
の
見
通
し
を
も
つ

主体的
な学び

ア
イ
デ
ィ
ア 

1　

「
夏
休
み
ニ
ュ
ー
ス
の
時
間

で
す
」
発
表
会
を
ふ
り
返
る

ア
イ
デ
ィ
ア 

３　

深い
学び

対話的
な学び

ペ
ア
で
夏
休
み
の
出
来
事
を

話
し
て
話
題
を
決
め
る

ア
イ
デ
ィ
ア 

２　

①②③④⑤
は
な
び
を
　
し
た
。

さ
っ
か
あ
の
　
れ
ん
し

ゅ
う
を
　
し
た
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
ち
に
　

い
っ
た
。

ぷ
う
る
で
　
お
よ
い
だ
。

そ
う
め
ん
を
　
た
べ
た
。

なつやすみニュースのじかんです

ど
の
よ
う
に

話
を
聞
い
た

ら
、
○
○
先

生
の
よ
う
に

質
問
で
き
ま

す
か

友
達
に
感
想

や
質
問
を
伝

え
る
た
め
に
、

ど
ん
な
こ
と

に
気
を
付
け

て
聞
き
ま
し

た
か

ア
サ
ガ
オ
の

水
や
り
を
し

て
い
る
こ
と

を
考
え
な
が

ら
聞
き
ま
す

夏
休
み
に
何

を
し
た
の
？　

僕
は
、
花
火

を
し
た
よ

サ
ッ
カ
ー
の
練

習
を
し
た
よ
。

点
を
入
れ
ら
れ

て
う
れ
し
か
っ

た
よ

お
じ
い
ち
ゃ

ん
家
に
行
っ

た
よ
。
せ
み

取
り
を
し
た

よ

私
は
、
ピ
ア
ノ

の
発
表
会
が
あ

っ
た
よ
。
と
て

も
緊
張
し
た
の

様
子
を
思
い

浮
か
べ
な
が

ら
聞
き
ま
し

ょ
う

何色の花が咲
きましたか

私は、毎日、アサガオの水
やりをしました。夏休み中
にきれいな花が咲きました

青色とピン
ク色の花が
咲きました。

①
夏
休
み
に
何
が
楽
し
か
っ
た
の
か
を
考
え
な
が
ら
ニ

ュ
ー
ス
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

②
何
を
し
た
の
か
、
順
序
を
考
え
な
が
ら
ニ
ュ
ー
ス
を

聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

③
相
手
の
ニ
ュ
ー
ス
の
様
子
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
聞

く
こ
と
が
で
き
た
。

④
相
手
の
ニ
ュ
ー
ス
に
つ
い
て
、
質
問
し
た
り
、
感
想

を
伝
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

聞
く

ま
ず
、
何
を
し
た
の

か
順
番
を
考
え
な
が

ら
聞
き
ま
し
た

夏
休
み
に
何
が
楽
し

か
っ
た
の
か
を
考
え

な
が
ら
聞
き
ま
し
た

「
僕
は
、
サ
ッ
カ
ー
の
練
習
を

し
ま
し
た
。
点
を
入
れ
ら
れ

て
、
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
で

す
」
と
話
そ
う

サ
ッ
カ
ー

の
練
習
を

し
た
こ
と

を
話
そ
う



教
材
名 「
や
く
そ
く
」

光
村
図
書 

一
年
上

執　
　
筆  

東
京
学
芸
大
学
附
属
大
泉
小
学
校
教
諭　
　

山
下
美
香

編
集
委
員  

文
部
科
学
省
教
科
調
査
官　
　
　
　
　
　
　

大
塚
健
太
郎

　
　
　
　

  

東
京
学
芸
大
学
附
属
小
金
井
小
学
校
教
諭　

成
家
雅
史

三
び
き
の
あ
お
む
し
は

ど
う
し
た
か
を
よ
も
う

領
域 

Ｃ
読
む
こ
と

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

は
な
の
み
ち

く
ち
ば
し

こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
よ

き
き
た
い
な
、
と
も
だ
ち
の
は
な
し

や
く
そ
く

し
ら
せ
た
い
な
み
せ
た
い
な

じ
ど
う
車
く
ら
べ

て
が
み
で
し
ら
せ
よ
う

き
き
た
い
な
、
と
も
だ
ち
の
は
な
し

ず
う
っ
と
、
ず
っ
と
、
大
す
き
だ
よ

い
い
こ
と
い
っ
ぱ
い
一
年
生

① 

身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

本
単
元
で
は
、
場
面
の
様
子
や
登
場
人
物
の
行
動
な
ど
に
着
目
し
、
内
容
の
大
体

を
捉
え
る
力
を
育
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、「
誰
が
」「
何
を
し
た
か
」「
何

を
言
っ
た
か
」、
そ
し
て
「
ど
う
な
っ
た
か
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て

き
ま
す
。
挿
絵
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
と
、
時
を
表
す
言
葉
に
着
目
し
、
物
語
の

登
場
人
物
や
主
な
出
来
事
、
結
末
な
ど
の
内
容
の
大
体
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
し
て
い
き
ま
す
。

② 

言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

　

自
分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
け
ん
か
を
し
て
い
た
三
匹
の
あ
お
む
し
が
、
広
い
世

界
に
驚
き
、「
そ
れ
な
ら
、
み
ん
な
で
い
こ
う
」
と
一
緒
に
海
に
行
く
こ
と
を
「
や

く
そ
く
」
す
る
物
語
で
す
。

　

活
動
方
法
と
し
て
は
、
音
読
を
通
し
て
、
場
面
の
様
子
や
登
場
人
物
の
行
動
な
ど

に
着
目
し
、
内
容
の
大
体
を
捉
え
る
力
を
育
む
こ
と
で
読
み
進
め
て
い
き
ま
す
。
三

匹
の
あ
お
む
し
は
、
ど
れ
も
「
じ
ぶ
ん
と
そ
っ
く
り
」
で
あ
り
、
初
読
で
は
、
三
匹

の
あ
お
む
し
の
違
い
は
容
易
に
読
み
取
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
挿
絵
が
有
効
に
な
り
ま
す
。
挿
絵
を
活
用
し
な
が
ら
、
音
読
を
通
し

て
、「
誰
（
ど
の
あ
お
む
し
）
が
」「
何
を
」
話
し
て
い
る
の
か
、「
ど
こ
で
」「
ど
ん

な
」
行
動
を
し
て
い
る
の
か
を
考
え
て
い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
っ
く
り
な
あ
お

む
し
だ
け
れ
ど
も
、
食
べ
方
の
違
い
や
言
い
方
の
違
い
に
気
付
い
て
い
く
で
し
ょ
う
。

三
匹
の
あ
お
む
し
が
一
緒
に
出
て
く
る
物
語
の
後
半
で
は
、
ペ
ー
プ
サ
ー
ト
を
使
い
、

三
匹
の
あ
お
む
し
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
き
ま
す
。

1 

単
元
で
付
け
た
い
資
質
・
能
力

指
導
事
項

：〔
知
識
及
び
技
能
〕（
1
）
ク

                 　
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
Ｃ
（
1
）
イ　

言
語
活
動
例　

イ

次

時

一

1・２

二

３～６

三

７・８

主
な
学
習
活
動

◎
題
名
か
ら
物
語
の
内
容
を
予
想
し
て
範
読
を
聞
き
、
感
想
を
出
し
合

う
。

・「
や
く
そ
く
」と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
を
出
し
合
う
。

・
登
場
人
物
の
行
動
に
着
目
し
て
、
物
語
の
展
開
を
読
み
取
る
。

・
学
習
計
画
を
立
て
て
、
見
通
し
を
も
つ
。

◎
挿
絵
と
結
び
付
け
て
、
場
面
ご
と
の
内
容
の
大
体
を
読
む
。

・
１
〜
５
の
場
面
を
音
読
し
、
三
匹
の
あ
お
む
し
の
行
動
を
読
む
。

◎
グ
ル
ー
プ
で
場
面
を
選
ん
で
音
読
し
、「
や
く
そ
く
」
に
つ
い
て
考

え
る
。

・
第
二
次
で
読
ん
だ
こ
と
を
基
に
、
音
読
す
る
。

・
題
名
の
「
や
く
そ
く
」
に
つ
い
て
考
え
る
。

2 

単
元
の
展
開（
８
時
間
扱
い
）

ア
イ
デ
ィ
ア 

1　

ア
イ
デ
ィ
ア 

2　

ア
イ
デ
ィ
ア 

3　

ア
イ
デ
ィ
ア 

3　

三
び
き
の
あ
お
む
し
は
、
ど
う
し
た
か
を
よ
も
う

学
習
課
題

4
  5
月

6
  7
月

8
  9
月

10  
11
月

12  
1
月

2   
3
月



「
や
く
そ
く
」
と
い
う
題
名
を
手
が
か
り
に
し
て
、
ど

の
よ
う
な
話
が
展
開
さ
れ
る
か
を
予
想
し
な
が
ら
、
読

み
進
め
て
い
き
ま
す
。
子
供
は
、
題
名
に
も
な
っ
て
い

る
「
や
く
そ
く
」
を
し
た
三
匹
の
あ
お
む
し
の
行
動
が

大
事
で
あ
る
と
気
付
く
で
し
ょ
う
。

「
や
く
そ
く
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
子
供
の
生
活

経
験
か
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
を
大
切
に
、
三
匹

の
あ
お
む
し
が
約
束
を
し
た
場
面
と
結
び
付
け
て
読
ん

で
い
く
学
習
に
し
ま
す
。

　

子
供
の
約
束
を
し
た
経
験
を
掘
り
起
こ
し
、
ク
ラ
ス

で
共
有
す
る
活
動
を
通
し
て
、
三
匹
の
あ
お
む
し
の
行

動
の
読
み
が
よ
り
確
か
な
も
の
に
な
り
ま
す
。

「
や
く
そ
く
」
に
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
何
度
も
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
二
匹
目
の
あ
お
む
し
は
「
む
し
ゃ
む
し
ゃ　

む
し
ゃ
む
し
ゃ
」、
三
匹
目
の
あ
お
む
し
は
「
も
り
も

り　

も
り
も
り
」
と
木
の
葉
を
食
べ
て
い
ま
す
。
容
姿

は
そ
っ
く
り
な
あ
お
む
し
で
す
が
、
食
べ
方
の
様
子
が

違
う
こ
と
か
ら
、
ま
っ
た
く
同
じ
あ
お
む
し
で
は
な
い

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
や
く
そ
く
を
し

た
後
の
場
面
で
は
、「
く
ん
ね
り　

く
ん
ね
り
」
と
三

匹
が
木
の
枝
を
下
り
て
い
く
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
使
わ
れ
て

い
ま
す
。
大
げ
ん
か
を
し
て
い
た
と
き
と
は
違
い
、「
く

ん
ね
り　

く
ん
ね
り
」
と
三
匹
の
行
動
は
同
じ
言
葉
で

表
現
さ
れ
、
三
匹
の
動
き
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
に
も
、

話
合
い
を
通
し
て
気
付
か
せ
て
い
き
ま
す
。「
食
べ
る
」

と
い
う
行
動
に
は
、「
も
ぐ
も
ぐ
」「
む
し
ゃ
む
し
ゃ
」

「
ば
り
ば
り
」「
ち
び
ち
び
」
と
さ
ま
ざ
ま
な
オ
ノ
マ
ト

ペ
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
食
べ
る
様
子

が
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
様
子
の
違
い
を
話
合
い
、
動
作
化
も
加
え
、
音

読
に
表
現
し
て
い
け
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
十
分
な
間

隔
を
取
っ
て
、
音
読
の
練
習
を
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

「
一
匹
目
の
あ
お
む
し
」「
二
匹
目
の
あ
お
む
し
」「
三

匹
目
の
あ
お
む
し
」
と
言
葉
だ
け
で
は
、
登
場
人
物
を

確
認
す
る
こ
と
が
難
し
い
子
供
も
い
る
と
想
定
さ
れ
ま

す
。こ
の
三
匹
の
あ
お
む
し
は
、「
じ
ぶ
ん
と
そ
っ
く
り
」

な
の
で
す
。
そ
こ
で
、
挿
絵
を
活
用
し
ま
す
。

　

三
匹
の
あ
お
む
し
を
ペ
ー
プ
サ
ー
ト
に
し
、
三
匹
の

あ
お
む
し
の
い
る
場
所
を
場
面
ご
と
に
確
認
し
て
い
く

こ
と
が
、
あ
お
む
し
の
行
動
を
読
ん
で
い
く
こ
と
に
つ

な
が
り
ま
す
。

　

子
供
は
、
三
匹
の
あ
お
む
し
の
ペ
ー
プ
サ
ー
ト
を
動

か
し
な
が
ら
、
意
欲
的
に
読
ん
で
い
く
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
。
ペ
ー
プ
サ
ー
ト
を
動
か
し
て
い
く
こ
と
が
、

あ
お
む
し
の
行
動
を
ど
の
よ
う
に
読
め
て
い
る
の
か
を

視
覚
化
で
き
、
教
師
も
見
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

挿
絵
と
ペ
ー
プ
サ
ー
ト
を
活
用

し
て
登
場
人
物
の
行
動
を
読
む
主体的
な学び

ア
イ
デ
ィ
ア 

1　

三
匹
が
「
や
く
そ
く
」
し
た
場
面
と

自
分
の
経
験
を
結
び
付
け
て
読
む

ア
イ
デ
ィ
ア 

３　

対話的
な学び

深い
学び

登
場
人
物
の
行
動
の
様
子
の

違
い
を
音
読
に
生
か
す

ア
イ
デ
ィ
ア 

２　

あおむしたちは、木のどこ
にいますか。ペープサート
を動かしてみましょう

「
や
く
そ
く
」

と
い
う
言
葉

か
ら
ど
ん
な

こ
と
を
イ
メ

ー
ジ
し
ま
す

かど
う
し
て
、

題
名
が
「
や

く
そ
く
」
に

な
っ
た
の
で

し
ょ
う
か

お
家
の
人
と
約
束
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
大
切
な
も
の

で
す

友
達
と
遊
ぶ
約
束
を
し
ま
し

た
。
約
束
を
し
た
ら
、
と
て

も
う
れ
し
か
っ
た
で
す

三
匹
の
あ
お
む
し
に
と
っ
て
、

大
事
な
こ
と
だ
か
ら
で
す
。

友
達
に
な
れ
た
か
ら
で
す

海
に
一
緒
に
行
こ
う
と
い
う

約
束
だ
か
ら
、
き
っ
と
こ
れ

か
ら
、
ち
ょ
う
に
な
っ
て
、

も
っ
と
仲
よ
く
で
き
る
よ
っ

て
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の

だ
と
思
い
ま
す

「
も
ぐ
も
ぐ
」よ
り
も
、「
む
し
ゃ
む
し
ゃ
」

の
ほ
う
が
、
音
が
大
き
い
感
じ
が
す
る

ね
。
大
き
く
読
も
う

二
匹
目
の
あ
お
む
し
の
ほ
う
が
、
た
く

さ
ん
食
べ
て
い
る
感
じ
が
す
る
よ

「いちばんたかいえだ」
って書いてあるよ。一
番高い枝まで動かそう

三匹は、一番高い
枝に着いて、目
をまるくしたよ



執　　筆：お茶の水女子大学附属小学校教諭　久下谷明
編集委員：文部科学省教科調査官　　　　　　笠井健一
　　　　　東京都目黒区立八雲小学校校長　　長谷　豊

10より大きい数

数直線について知り、数直線で数が表せることや、20までの数についての大小や系列を理解
する。
数直線の特徴や性質（０が基点、等間隔の目盛り、左から右に順に１ずつ大きくなるなど）を
理解し、数直線を用いて数の大小や系列について考えている。

4/5月
  

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

いくつと　いくつ　
なんばんめ
のこりは　いくつ、ちがいは　いくつ
どちらが　ながい
10より　おおきいかず
なんじ　なんじはん
たしざん　
ひきざん
いろいろな　かたち　
大きい　かず
ずを　つかって　かんがえよう
かたちづくり

見通し

本時のねらいと評価規準 （本時５/９時）

かずのせんの□はいくつかな？　ともだちにせつめいしよう！学習のねらい　

もんだい
かずカード
を　じゅん
に　ならべ
よう。

Ｔ：1、2、3と順に数が並んでいます。この続きを考えて、
数カードを並べていきます。次はどんな数が並びますか。

Ｃ：４になります。
Ｔ：どうしてそう考えましたか。
Ｃ：だって、1、2、3と１ずつ増えているから。
Ｔ：そうですね。では、その次は？

Ｔ：１の左にくるのは、どんな数ですか。
Ｃ：０。
Ｔ：そうですね。そして、このように数を

並べた線のことを「かずのせん」といいます。数の線と仲よくなるために、数の線をつかっていろいろ考
えたいと思います。

ねらい

評価規準

　自力解決の際には、上のようなワークシートを配付して、ワーク
シートに考えを書きこんだり、指で示したりして、自分の考えを友
達に伝えられるようにしたいです。

自力解決の様子 A つまずいている子
　数の線に戸惑い、どのように数
の線を捉えたらよいのか分からな
い。

※やりとりを通して、　 ～　 までの数カードを並べていきます。途中、間隔や位置をバラバラにして貼ることで、「きれい
に並べて！」といった言葉を引き出しながら、等間隔に数カードを並べます。その後、数カードの下に直線を引き、「かず
のせん」をつくります。

Ｔ：右に進んでいくと、数の大きさはどうなっていきますか。
　　（右に進むということが伝わるように、数の線の下に

矢印　　　　　　を入れます）
Ｃ：大きくなっていきます。
Ｃ：１つずつ大きくなっていきます。

そうですね。では、今言ってくれたこと
を基に、□はいくつになるのか考えてみ
ましょう。分かったら、どうしてその数
になるのか、お友達に説明できるように
しましょう。

1

10

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

101



Ｔ：□に入る数はいくつになりますか。
Ｃ：15 です。
Ｔ：どうして 15だと分かるのですか。
Ｃ：10、11、12、13、14 と考えると、15 にな

ります。
Ｃ：10 から１ずつ増えていくので、□は 15です。
Ｔ：15でよさそうですね。ところで、15ってどん

な数かと言われたら、みなさんはなんと説明し
ますか。

Ｃ：15 は、10と 5を合わせた数です。
Ｃ：10 より５大きい数です。
Ｔ：本当にそうなっているのか、数の線で確かめて

みましょう。

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

学習のまとめ

　15になる理由を説明するなかで、改めて数の線
は右のほうが数が大きくなることや、１ずつ数が大
きくなっていくことを確認していきます。あわせ
て、15という数が「10と５を合わせた数」や「10
より５大きい数」であることを、子供の説明と数の
線を関連付けながら確認していきましょう。加えて、
「11、12、13、14、15」という考えを基に、右の
目盛りにも16、17、18、19、20と数を入れていき、
さらには「右に数の線を伸ばしていったら、20の
次はいくつになるかな？」、「21」、「次は？」、「22」、「次
は？」、「23」……といったやりとりを通して、数の
線は右にどんどん続いていくという見方もつかませ
ていきます。

『かずあてゲーム　かずのせんをもとにかんがえよう！』
　次のように順にヒントを出す。
①10より大きい数です。（数の線のどこにある数かな？
　10より左にある数かな？　右にある数かな？）
②15より小さい数です。（数の線のどこにある数かな？
　15より左にある数かな？　右にある数かな？）
③10より２大きい数です。（15より３小さい数です）

評価問題として活用するゲーム

B 素朴に解いている子
　15 という数は分か
っているが、その理由
を説明することができ
ない。

C ねらい通りに解いている子

15 になるよ。1ずつ増えているから、10から数えて、11、12、13、
14、15だから 15。

学び合いの計画
　見通しをもって自力解決に入ったとしても、初め
て出合う「かずのせん」に戸惑う子もいます。考え
ている最中であればその姿勢を価値付けて励まし、
悩んでいるようであれば「10の右はいくつかな？　
11の右はいくつかな？」と問いかけ、解決の糸口
をつかめるようにします。

　上記のやりとりを通して子供から出された数の線
の特徴や性質が学習のまとめになります。まとめる
際には、子供から出された特徴や性質を、なるべく
子供の言葉でまとめていくようにしたいです。そう
することで、自分たちで算数の学びをつくっている
という意識をもたせることにつながると考えます。
　なお、まとめの２つ目「数の線は、１ずつ多くな
っている」は、本時で扱った数の線には言えますが、
例えば、0、2、4、６…、のような２飛びの数の線

　また、友達と説明し合う時間は、自分の考えを相
手に伝える力を育むことや、さまざまな考え方を知
るといった意味でも大切であるため、そのような時
間を取り入れていきます。そのとき、「自分の説明
と同じかな？　違うかな？」と考えながら聞くこと
ができるように声かけをしたいものです。

の場合には言えません。次時で２飛びの数の線も示
し、１ずつ増える数の線と比べることで、数の線に
対する理解を深めていきたいです。

　教科書の問題などを基に確認するだけ
でなく、左のようなゲーム形式での評価問
題も取り入れ、数当てゲームを楽しみなが
ら、数の線に親しむ活動を取り入れていき
たいです。また、子供自身で問題をつくり、
同じグループの友達に出し、答えを説明す
るという活動も取り入れることで、友達と
学び合う姿勢や、学びに向かう姿勢を育ん
でいければよいですね。

●かずのせんでは、右にあるほうが、かずは
大きくなる。

●かずのせんは、１ずつ大きくなっている。

まとめ

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



時計を見て、何時、何時半を読み取ることができる。日常生活と時刻を関連付けて考え、
生活に生かす。
・時計の短針と長針の位置を基に時刻の読み方を考え、説明している。
・日常生活の場面と時刻を結び付けて、時刻を考えている。

本時のねらいと評価規準 （本時１／１時）

自力解決の様子

見通し

このとけいは、どうよめばよいのかな。学習のねらい　

もんだい とけいを　よみましょう。
Ｔ：みなさんは、今朝、何時に起きましたか。
Ｃ：７時です。
Ｃ：６時半です。
Ｔ：では、この女の子は何時に起きたのでしょう。
Ｃ：６時です。
Ｔ：どうして６時だと分かりますか。
Ｃ：６とかいてあるから６時です。
Ｔ：そうですね。こちらの時計では、短い針が６を、

長い針が12を指しています。このとき、短い
針を見て、６時と読みます。

Ｔ：では、ご飯を食べているのは何時ですか。
Ｃ：7時です。
Ｃ：短い針が７で長い針が 12だから、7時です。
Ｔ：では、顔を洗っている時刻はなんと読めばよ

いでしょうか。

6時と７時の読
み方を思い出し
て考えよう。

長い針が12のときは、短い針の指す数字だ
けを読んで何時としましたね。今度は短い
針が６です。短い針が６のときは、「なん
じはん」と読みます。

６時は短い針が６、長い
針が12。７時は短い針が
７、長い針が12。

何時のときは、長い針が
12だね。長い針が6のと
きはなんと読むのかな？

短い針が６と７の間
だから７時半かな。

長い針は６にあるから
何時ではなさそうだね。

６時と７時の間でまだ
７時になっていないか
ら、６時半だと思う。

ねらい

評価規準

執　　筆：島根県松江市立義務教育学校八束学園教諭　肥後和子
編集委員：文部科学省教科調査官　　　　　　　　　　笠井健一
　　　　　東京都目黒区立八雲小学校校長　　　　　　長谷　豊

なんじ   なんじはん

いくつと　いくつ　
なんばんめ
のこりは　いくつ、ちがいは　いくつ
どちらが　ながい
１０より　おおきいかず
なんじ　なんじはん
たしざん　
ひきざん
いろいろな　かたち　
大きい　かず
ずを　つかって　かんがえよう
かたちづくり

4/5月
  

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

Ａ　つまずいている子 Ｂ　素朴に解いている子 Ｃ　ねらい通りに解いている子



学習のまとめ

感想例

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

学び合いの計画

時計を読むときは、短い針の場所を
考えてから、長い針の場所を見れば
よいことが分かりました。

なん時半のときは、短い針が数字と
数字の間にきて、前の数字を読めば
よいことが分かりました。

　自力解決は2人か3人のグループでの話合い
にします。その際に、時計模型を手元に置いて操
作をしながら考えるようにします。なん時、なん
時半の読みは就学前までにできるようになってい
る子供も多いですが、漠然と読んでいる子もいま
す。
　見通しで、「なん時と読むのは短い針の数字で

　時計を読むときには、短い針を先に読みます。短い針の指す数字でなん時かが分かります。
　短い針が、数字と数字の真ん中のときは、過ぎた数字を使って、「なん時はん」と読みます。

あること、そのとき長い針は12を指しているこ
と」を確認して自力解決に入るとよいでしょう。
　また、なん時を分かっているだけでなく、その
理由を言えることが大事であることを確認し、自
力解決では、「私はこう思う！」　という考えを一
人ひとりの子供が言えるようにすることが大切で
す。

Ｔ：顔を洗っているときの時計は、７時半という意
見と、６時半という意見がありますが、どちら
でしょうか。どうやって調べたらよいでしょう
か。

Ｃ：時計を持って、６時からゆっくり動かしてみれ
ばよいと思います。

Ｔ：では、時計の針を６時から動かします。針の動
きをよく観察しましょう。

Ｃ：時計の針は、右回りに回るのですね。
Ｃ：長い針はたくさん動いて、短い針は少しずつ動

くね。
Ｃ：短い針だけ見ていると、６からだんだん７に近

付いていくことが分かりますね。
Ｔ：顔を洗っているときの時計は、６時と７時の間

のどのあたりと言ったらよいですか。
Ｃ：ちょうど真ん中です。
Ｔ：短い針を見ると、６を過ぎていて、まだ７にな

っていませんね。顔を洗っているときの時計は
６時とあと半分過ぎているので、「６じはん」
と読みます。

　短い針と長い針をよく見て、なん時、なん時半が分かるようになっているかを確かめましょう。

①なんじでしょうか。

（　　　） （　　　） （　　　）（　　　）じ （　　　）じ （　　　）じはん （　　　）じはん

②なんじはんでしょうか。
1 とけいを　よみましょう。 2９じはんの　とけいを　えらんで、

（　　）に　まるを　つけましょう。

評価問題

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
　2では、正しく時計をよめるだけでなく、ど
うしてそうなるかを話せるとなおよい。

・なん時、なん時半を正しく読むことができる。



期待する子供の姿

単元の流れ（６時間）

知識及び技能の基礎

学習の流れ

　生き物を飼育する活動を通し
て、生き物が自分たちと同じ
ように生命をもっていることや、
成長していることに気付く。

○学校のまわりの生き物について知っていることを話そう
　（２時間）
・知っている生き物の種類やすみかについて、知っていること

を出し合う。
・生き物を探しに行く（準備物：虫かご、水槽、虫網、軍手）。

○見付けた生き物について調べよう（２時間＋常時活動）
・生き物ごとにグループになり、生き物の特徴や世話のしかた

を本やインターネットで調べたり、身近にいる詳しい人に聞
いたりする。
・生き物の世話をする。

○飼育した生き物のことを紹介し合おう（２時間）
・特徴や発見したことや感じたことを紹介し合う。
※多様な表現方法：実物や写真、絵を見せて紹介、身体表現、
音楽、絵本作りなどのさまざまな表現方法で紹介し合う。
・学習後も継続して世話をしていくか、元々いた場所に返すか

について、自分の思いや生き物の気持ちを考えながら話し合う。
・学習のふり返りをする。

　生き物を飼育する活動を通して、
生き物の特徴や成長の様子に関心
をもって働きかけることができる。

　　生き物の特徴や育つ場所について気
付いている。
　　生き物のいそうな場所を予想したり、
そこに生き物がいるわけを考えたりしな
がら、生き物を見付けている。

　　生き物と適切に触れ合うために必要
なことを、自分なりの方法で調べ、世話
をしている。

　　生き物には、それぞれ特徴や生命が
あることに気付いている。
　　世話をしてきた生き物との関わりを
ふり返り、気付きや思いを自分なりの方
法で表現したり伝えたりしている。
　　生き物に親しみや愛着をもち、これ
からも大切にしようとしている。

　生き物を飼育する活動を通し
て、生き物への親しみをもち、
進んで世話をするなどして、生
き物を大切にしようとする。

思考力、判断力、表現力等の基礎

評価規準等

学びに向かう力、人間性等

この図鑑を見
ると分かるよ。

※評価規準等の　 ＝知識・技能、 　＝思考・判断・表現、 　＝主体的に学習に取り組む態度の観点を示しています。

執　　筆：青森県三沢市立岡三沢小学校教諭　　　　　　上山香子
編集委員：前・文部科学省教科調査官　　　　　　　　　渋谷一典
　　　　　文部科学省教科調査官／愛知淑徳大学准教授　加藤　智
　　　　　青森県六ヶ所村教育委員会
　　　　　　　　学務課指導グループマネージャー　　　木村　智

いきものとなかよし

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

がっこうだいすき
はるをさがそう
きれいにさいてね
なつがやってきた
いきものとなかよし
あきをさがそう
あきのおもちゃをつくろう
むかしからつたわるあそびをたのしもう
じぶんでできるよ
ふゆをたのしもう
しん一年生に学校のことをつたえよう
もうすぐ二年生

田んぼに
オタマジ
ャクシが
いたよ。

お花の近
くにアゲ
ハチョウ
がいたよ。

オタマジャク
シは何を食べ
るのかな。



夏休みの課題や家庭学習と関連させた活動を工夫しよう。

日常の飼育活動での気付きを反映できる環境を構成しよう。

活動のポイント１

活動のポイント２

評価のポイント

　教室の一角に飼育コーナーを設けて、休み時間などにすぐ触れ合える環境を整えることで、子供たちは生
き物の特徴に気付いたり、友達同士で教え合ったりするようになります。そうすることで、自分たちが探し
てきた生き物への愛着が増すとともに、気付きを広げたり、深めたりすることができるでしょう。生き物が
苦手な子供は、これまで生き物と触れ合う機会が少なかったことが考えられます。その子供たちにとっては、
生き物に触れる機会が増えることで、次第に興味・関心をもつきっかけとなるでしょう。
　飼育コーナーには、図鑑やカメラ、タブレットなどを用意しておくことで、自ら調べたり、記録を取った
りするなど、より主体的な活動をすることが考えられます。

　この単元では、生き物も自分たちと同じように生命をもっていることや、成長していることに気付くこと、
生き物を大切にしようとする態度を育てることがねらいとなっています。そこで、単元の後半に、このまま
継続して世話をしていくか、元々いた場所に戻すかについて考える場面を設定します。
　アゲハチョウの気持ちを考えて、羽化したら虫かごから出してあげたいという子供、オタマジャクシがカ
エルになるまで自分が世話をしてあげたいという子供など、一人ひとりの思いや願いはさまざまです。そこ
で、教室で飼っていた生き物を連れて帰って世話をすることや保護者と一緒に生き物の採集や飼育をするこ
とを、夏休みの課題や家庭学習として取り組ませることもできます。
　これらは、発展的な学習となるため、より生き物への愛着が増したり、多様な生き物と触れ合ったりする
機会をつくることにもなります。これらの学習を経ることで、どの生き物の生命も大切であることを実感す
ることとなるでしょう。

　活動のポイント１でも述べたように、教室の一角に飼育コーナーを設けることで、子供たちの主体
的な活動が広がります。そこでの気付きを全体で共有するために、教師は子供たちが活動している様
子を撮影しておくことが大切です。後でその写真や動画を見せ、発見したことやそのときに考えてい
たことを発表する機会を設けることで、日常の飼育活動を全体の共有の場で反映させることができま
す。また、子供たちがその場で交流できるよう、見付けたことや考えたことなどを自由に書いて貼れ
る付箋を用意することで、直接その場で子供同士が交流することができます。
　このような活動の前後の子供たちの変容を見とり、価値付けることが評価につながります。

飼育活動を中心に学校生活を設計しよう。

しいくコーナー

オタマジャ
クシの足だ
けじゃなく、
しっぽが伸
びているこ
とに気付い
たよ。

元気に飛び
立ってね。

ザリガニを
つかまえて
みたいな。

えさをあげ
すぎると、
水が汚れる
よ。

オタマジャ
クシに足が
はえてきた
よ。

※学習活動の実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症に関わる各自治体の対応方針を踏まえるなど、子供
の安全の確保に向けて十分配慮した計画を立てる必要があります。



期待する子供の姿

単元の流れ（10時間）

知識及び技能の基礎

学習の流れ

　秋の自然と関わる活動を通し
て、自然の様子や四季の変化、
季節によって生活の様子が変わ
ることに気付く。

○校庭で秋をさがそう（３時間）
・校庭の秋さがしの計画を立てる。
・校庭で秋をさがして遊ぶ。
・見付けた秋を発表する。

○公園で秋をさがそう（３時間）
・公園の秋さがしの計画を立てる。
・公園で秋をさがして遊ぶ。
・見付けた秋をカードに書いて発表する。

○葉っぱや実で遊ぼう
　（３時間＋図画工作科との関連）
・公園で見付けた秋について話し合う。
・秋の自然物を使い、簡単な作品を作ったり遊

んだりする。
・作った物を紹介する。

○秋のことを伝えよう（１時間）

　秋の自然と関わる活動を通して、身
近な自然の違いや特徴を見付けたり、
遊びを工夫してつくったりすること
ができる。

　　諸感覚を生かして、身近な自然に関わっている。

　　夏と秋の自然の様子や変
化に気付いている。
　　これまでの学習や経験を
想起して、秋の自然の特徴を
探している。

　　楽しみたい遊びを思い描きながら、遊びに使う物
を選んでいる。
　　楽しみたいという思いや願いをもち、試行錯誤し
ながら、秋の自然を生かした遊びをつくり出そうとし
ている。

　　季節によって楽しめる遊びが
変わるなど、季節によって生活の
様子が変わることに気付いている。
　　季節を生かして遊ぶことに楽
しさと手応えを感じ、これからも
季節の遊びを楽しもうとしている。

　秋の自然と関わる活動を
通して、身近な自然を取り
入れ、自分の生活を楽しく
しようとする。

思考力、判断力、表現力等の基礎

評価規準等

学びに向かう力、人間性等

執　　筆：青森県七戸町立天間林小学校教諭　　　　　　中原由利子
編集委員：前・文部科学省教科調査官　　　　　　　　　渋谷一典
　　　　　文部科学省教科調査官／愛知淑徳大学准教授　加藤　智
　　　　　青森県六ヶ所村教育委員会
　　　　　　　　学務課指導グループマネージャー　　　木村　智

あきをさがそう

がっこうだいすき
はるをさがそう
きれいにさいてね
なつがやってきた
いきものとなかよし
あきをさがそう
あきのおもちゃをつくろう
むかしからつたわるあそびをたのしもう
じぶんでできるよ
ふゆをたのしもう
しん一年生に学校のことをつたえよう
もうすぐ二年生

※評価規準等の　 ＝知識・技能、 　＝思考・判断・表現、 　＝主体的に学習に取り組む態度の観点を示しています。

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

・校庭や公園で見付けた「あ
きのおすすめ」をカード
に書いて紹介する。

秋だけでいろんな遊
びができるんだね。

いろいろな色があるね。

てんぐの
うちわみ
たい！



　一年生は、登校途中に見付けた自然物を担任にプレゼントしてくれることがよくあります。そのときが季
節を気付かせるチャンスです。「どこで見付けたの」と尋ねたり、それを身に付けて「どんな感じかな」と
問いかけたりするとよいでしょう。そして、みんなにも紹介し、季節の移り変わりを共有していきます。子
供の諸感覚を刺激するチャンスは生活科の時間のみならず、さまざまな場面に転がっているので、教師のア
ンテナを伸ばしておきましょう。
　一年生は、活動や体験に熱中し没頭するなかで、さまざまなことに
気付きますが、気付いたことを長く留めておくことが苦手です。そこで、
校庭や公園に出かけた後に、春や夏に撮影しておいた写真や動画を見せ
て、｢春や夏と変わったところはあるかな｣ などと発問し、相違点に気
付かせるようにするとよいでしょう。また、「におい・手触り・形・大きさ・
色・数」など、動植物を観察する際のポイントを春の時期に教えて教室
に掲示しておくことで、共通点や相違点に気付きやすくなります。

春や夏と「違うところ」や「同じところ」という視点で活動で
きる指導計画の工夫をしよう。

生活科を中心とした合科的・関連的な指導で学習効果を高
めよう。

体験と表現を繰り返し、気付きの質を高めよう。

活動のポイント１

活動のポイント２

評価のポイント

　春の時期の一年生は、文字で自分の思いを表現することは苦手です。そのため、
自分の気持ちやふり返りを 　マークで表すことがよくあります。それでも活動
後、ワークシートに書くことを繰り返していくうちに、短い文ながらも書ける
ようになってきます。書いた内容や書き方をほめてみんなに広めることで、子
供たちは「そう書けばいいんだ」と真似をして書く力が上達していきます。
　夏休み明けからの学習では、１枚ポートフォリオシートなど、変容が可視化
できるワークシートを使うとよいでしょう。めあてとふり返りを書く活動を毎
時間繰り返します。すると、最初の頃は数行しか書けなかった子供も、最後に
はどんどん自分で書けるようになります。この経験がほかの教科にも生かされ
ます。自分の思いを自分なりの表現で自信をもって書く子供が増えていきます。
　また、見付けた秋を絵に表したり、葉や木の実を使って音づくりを楽しんだ
りすることなども考えられます。生活科を中心とした合科的・関連的な指導を
することで、学習効果を高めることが期待できます。

　活動のポイント２で述べた１枚ポートフォリオシートを使って、活動を進めていきます。毎時間め
あてとふり返りを書くことによって、自分で見付けたことの再確認になります。また、友達の発表を
聞くことによって、新たな気付きも生まれます。体験活動から表現活動に入るときに、①無自覚な気
付きを価値付けて自覚化させる、②一つのことから過去も含めた他のことと関連させる、最終的には、
③自分自身の成長に気付かせる、の三つを教師が意識して取り組むことが大切です。①から③のよう
な気付きを授業で取り上げることで、気付きの質が高まっていきます。
　１枚ポートフォリオシートに①～③のような記載が出てくると、概ね満足と評価してよいでしょう。

 9/1 【はじめ】 9/30【おわり】
あきをみつけるために、たいせつ
なことはどんなことですか？

あきをみつけるために、
なことはどんなことです

うえにかいた【はじめ】と【おわり】をくらべて、あなたのかんが
えはどうかわりましたか？

●１枚ポートフォリオ（表面の一部）

葉っぱの形は同
じだけど、色が
赤に変わった。

※「はじめ」と「おわり」
で同様の質問をし、単元
後に考えが深まったこと
を気付かせる。

…………………………………………
…………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………
………………………………

※裏面は授業ごとに「めあて」
と「かんそう」を書く。



執　　筆：東京都品川区立豊葉の杜学園主任教諭　諸星琢也
編集委員：国立教育政策研究所教育課程調査官　　塩見英樹
　　　　　東京都品川区教育委員会統括指導主事　唐澤好彦

フレンドパーク
体つくりの運動遊び（多様な動きをつくる運動遊び）

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

授業づくりのポイント
「多様な動きをつくる運動遊び」は、「体のバランス
をとる運動遊び」「体を移動する運動遊び」「用具を操
作する運動遊び」「力試しの運動遊び」で構成されて
います。子供の「やってみたい」「もっとやりたい」
という気持ちを満たすような楽しい運動遊びを通して、
結果として基本的な体の動きを身に付けていくことを
めざします。

　まずは、誰にでもできそうで、安心して取り組める易しい運動遊びに取り組み、心と体の準
備を整えましょう。音楽に合わせたり、合言葉を伝えたりするなど子供が夢中になって運動遊
びに取り組めるような楽しさを散りばめていきます。また、子供の興味・関心の持続や、動き
を身に付けるという趣旨を踏まえ、１単位時間に複数の運動を取り上げることが効果的です。
教材の工夫と教師の働きかけによって、子供が夢中になって取り組める学習を展開していきます。

　曲に合わせて、体を動かし、いろいろな
部位をほぐしたり、元気に声を出したりし
て、心と体のスイッチオンができるように
していきましょう。

　子供一人ひとりの運動遊びをやってみる時間を大切にしましょう。まずは、誰でもできそうで、安心し
て取り組める易しい運動遊びを取り上げていきましょう。

　体ほぐしの運動遊びと、取り上げる運動が似通って
くることがありますが、「ねらい」が異なります。
　例えば、用具を操作する運動遊びは、上手に用具を
操作できるようにすることが「ねらい」ですが、体ほ
ぐしの運動遊びで用具を用いる場合は、心と体の変化
に気付くことや友達と関わり合ったりすることが「ね
らい」となります。

楽しく運動遊びを
しよう

・運動遊びの行い方を知り、いろいろな運動遊びをやってみよう
・やってみたい、もっとやりたい運動遊びに取り組もう

運動遊びとの出合い

　姿勢や方向、人数を変えて、回る・
寝転ぶ・起きる・座る・立つなど
の動きやバランスを保つ動きで構
成される運動遊び。

　用具をつかむ・持つ・降ろす・回す・転がす・くぐる・運ぶ・投げる・捕る・
跳ぶ・用具に乗るなどの動きで構成される運動遊び。

　姿勢・速さ・リズム・方向などを変えて、這う・
歩く・走る・跳ぶ・はねるなどの動きで構成さ
れる運動遊びや一定の速さでのかけ足などの運
動遊び。

　人を押す・引く・運ぶ・支える
などしたり、力比べをしたりする
などの動きで構成される運動遊び。

〈例〉

〈運動遊び例〉

〈例〉 〈例〉

45分

0分

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

リズムウォーキング

背中合わせで
立つ・座る いろいろな跳び方

なわを使った
力比べ

クルッとじゃ
んけん 動物歩き

体を支え、手や
足を支点に回る

体じゃんけん いろいろライン走り

心と体のスイッチオン（準備運動）

運動遊び

教師の言葉がけ

●体のバランスをとる運動遊び

●用具を操作する運動遊び

●体を移動する運動遊び ●力試しの運動遊び

ボール フープ 短なわ・長なわ 竹馬など

　賞賛やアドバイスを行い、子供たち自身
が遊び方を考え広げていけるようにします。

※危険な遊び方についてはすぐに止め、全体に指導しましょう。

安全に取り組もう！

どんなふうに遊ぶと
もっと楽しくできま
すか？

楽しそうな遊び方だね！
どんな遊び方をしている
のかな？

上手だね！すごい！



　もっとやってみたい、できるようになりたい動きを見付けたり考えたりして、取り組めるようにします。そのときに、
教師が子供の様子を的確に見取ることが大切です。子供一人ひとりがどのような課題を見いだしているか、身に付いて
いる動きやそうでない動きは何かなど、ていねいに確認しながら学習を進め、賞賛や価値付け、アドバイスを繰り返し
行っていくことが大切です。ゲーム化するなど、楽しく夢中になって行えるようにする工夫も大切です。

工夫してもっと楽しく
運動遊びをしよう

・もっとやってみたい、できるようになりたい動きを見付けて取り組もう
・遊び方を工夫して、もっと楽しくなるようにしよう

遊びの広がり（動き方の工夫）

関わりの広がり

遊びの広がり（行い方の工夫）

用具を変えたり、友達と競争したりするのも楽しいねいろいろなことがやれそうだね。
○○な遊び方もできるんだね

ほかにもどんなこと
がやれそうかな？

あのコーンに当てられ
るかな。楽しそう！

友達とどっちが長く回
せるかやってみよう！

相手チームの色のカードをひ
っくり返していきます。一定
の時間内でどちらのチームの
色が多いか競争します。動物
歩きなど動きを工夫すると楽
しさが増します。

コーナーでじゃんけんをし、勝ったら進み、早く○周でき
るか競争します。体じゃんけんにしたり、移動の間の動き
を工夫したりすると楽しさが増します。

※年間を通して、行えるように計画する。（一学期〇時間、二学期〇時間、三学期〇時間など）単元計画
１ ３２ ４ ５

１ 多様な動きをつくる運動遊びの行い方を知り、やってみる。
・できるできないに捉われず、やってみたい、もっとやりたい動きを行う。

２ 教師の言葉がけや友達との関わりをヒントに、遊び方を工夫する。
・もっとやってみたい、できるようになりたい動きを見付けて取り組む。
・遊び方を工夫して、もっと楽しむ。

・集合、整列、あいさつ　・学習の流れ、めあての確認
心と体のスイッチオン（準備運動）

・整理運動　・ふり返り　・あいさつ

楽しく運動遊びをしよう

工夫してもっと楽しく運動遊びをしよう

45分

0分

●用具を操作する運動遊び（フープ）

●用具を操作する運動遊び（フープ）

●体を移動する運動遊び

●用具を操作する運動遊び（フープ）

●体を移動する運動遊び
〈リバーシ〉

【二学期の例】
運動遊び前半…
　体を移動する運動遊び
運動遊び後半…
　用具を操作する運動遊び（フープ）
※子供が「楽しく運動遊びをしよう」「工

夫してもっと楽しく運動遊びをしよう」
のどの段階にいるのかを教師が見取り、
単元計画を柔軟に変更していくことが
大切です。

友達と一緒にやる
と楽しいね

上手な友達に聞い
てみるのもいいね

友達とどんなことがやれ
そうかな？

友達の動きを真似してや
ってみるのも素敵だね

〈じゃんけんすごろく〉
次は○○さ
んの真似を
して跳ぼう

○○さんは膝が
曲がっていて高
く跳んでいるね

「せーの」で合わせ
て転がしてみよう

後ろにも転がすこ
とができたよ

右手（左手）でも
上手に転がせたよ

腰で回すこと
ができるかな

手首で回
すことも
できそう

足で回す
こともで
きそう

※なお、授業を行う際には、地域の感染状況に応じて、以下の新型コロナウイルス感染症対策を講じることが考えられます。
・子供たちに授業前後の手洗いを徹底する。　　　　　・子供同士が近接する運動遊びは活動時間の１/ ３程度とする。
・決まった相手と活動する。　　　　　　　　　　　　・活動中は不必要に大声を出さないようにする。
・ゴール地点のコーンを倒したら次の走者がスタートするなどバトンの受渡しを非接触とする。（９月号　走・跳の運動遊び）
・集合・整列時は子供同士の適切な間隔を確保する。　　など



授業づくりのポイント
　走の運動遊びは、いろいろな方向へ走ったり、低い障害
物を走り越えたり、リレー遊びをしたりするなかで、走る
心地よさや友達と競い合う楽しさを感じる運動遊びです。
体を巧みに操作しながら走るなど、いろいろな運動の基礎
となる動きを身に付け、中学年の「走・跳の運動」の学習
につなげていきます。

「追う」「逃げる」「いろいろな方向へ走る」といった動きが出てくる簡単な運動遊びで心と体の
スイッチオン！　走の運動遊びの行い方を知る段階では、シンプルで易しいコースから始め、走
る楽しさや心地よさに気付かせるとともに、「もっとやってみたい」と意欲をもたせていきます。

　音楽をかけてストレッチをしたり、
鬼ごっこの要素を取り入れたりして、
楽しみながら心と体のスイッチオン！

30～40ｍ程度のいろいろなコースで走ります。コース
に応じて巧みに体を操作して、走る心地よさを味わいます。

スタートの姿勢や走り方を変えて競走します。リレー遊
びにも取り入れられます。

はじめは簡単な折り返しリレーに取り組みます。バトン
の受渡しは、タッチ、リングバトンなど、子供たちの実
態に合わせて選びます。

障害物を置いて子供たちがコースを作ったり、チームで協
力して競走したり、考えながら取り組むことを中心とします。

　グループで１列に並び、先頭の走り
方を全員が真似します。30秒で先頭
を交代します。

くねくねコース

後ろ向きに立ってから

スキップ

※新型コロナウイルス感染症対策については、８月号を参照。

長座の姿勢から

ギャロップ

腕立て伏せの姿勢から

ジグザグコース まっすぐコース

「ねこ」と「ねずみ」の２チームに分
かれ、合図に素早く反応して、逃げた
り追ったりします。

　子供が夢中になって運動遊びに取り組むなかで動きを身
に付けられるように、コースの設定や遊び方、言葉がけを
工夫することが大切です。
　また、誰もが競走に勝ったり、意欲的に運動に取り組ん
だりできるように、楽しい活動のしかたや運動の場の工夫
を考えて授業づくりをすることが考えられます。

楽しく運動遊びを
しよう

・いろいろなコースでかけっこやリレー遊びをして、走る楽しさを味わおう
・順番やきまりを守って、友達と仲よく遊ぼう

ウォーミングアップ

かけっこ遊び

かけっこ遊び

リレー遊び

リレー遊び
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はしって！  つくって！
ラン・ラン・ランド
走・跳の運動遊び（走の運動遊び）

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

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

運動遊びとの出合い

行い方を知る

工夫して楽しむ

●まねっこラン ●ねことねずみ

●スタートの姿勢

●走り方

スキップや
ギャロップ
で競走して
いるのも楽
しそうだね

うまく回
れるコツ
を見付け
てみよう

楽しく遊
べるコー
スを見付
けよう

ダンボールの数は変えずに、チームで置く場所を決めてみよう。
もっと楽しくするにはどうしたいかな。
友達の走り方を真似してみたんだね。ナイス！

コーンを
小さく回
るぞ

次はダンボ
ールの間を
広くしたり
狭くしたり
して、コー
スを作って
みたいな！

スピードを落とさないように走り越えるぞ！   赤チームに勝つぞ！



１ ２ ３ ４ ５

　子供たちがもっと楽しく運動遊びに取り組めるよう、いろいろな用具を試したり友達とさらに関わったりすることが
求められます。そのため教師は、楽しく遊べるコースや遊び方を子供自身が選んだり考えたりすることや、友達のよい
動きを互いに見付けたりすることができるようにしていきます。

障害物の例
コーン、タイヤ、ダンボール、ペ
ットボトル、シート

　いろいろな物を使ってオリジナルコースを作ります。同じ長さのロープを使って別のコースを作っ
たり、いろいろな障害物を使ったコースを作ったりします。友達が作ったコースを走ったり、競走し
たりすることで楽しさが広がります。

　子供たちの思いや願いを見取り、学習内容につなげる言葉がけや賞賛を積極的に行うことが大切です。

工夫してもっと楽しく
運動遊びをしよう

・コースや遊び方を工夫して、みんなでもっと楽しもう
・友達のよいところや楽しい遊び方をまねして、もっと楽しく運動遊びをしよう

かけっこ リレー遊び

単元計画

１　ウォーミングアッ
プ

２　単元の説明
３　場の準備
４　かけっこ遊び
・準備のしかた、かけ
っこ遊びの行い方を
知る。

・スタートのしかた、
走り方の工夫を知る。

４　かけっこ遊び
・くねくね、ジグザク、まっすぐなどいろ
いろなコースで走る。
・スタートのしかたや走り方を工夫して走
る。

５　リレー遊び
・簡単なコースで折り返しリレーを行う。

４　かけっこ遊び
・コースや遊び方の工夫を選んだり考えたり
してもっと楽しく走る。

・コースを作ったり競走したりする。

５　リレー遊び
・今までの経験を生かしてコースや遊び方を
選んで取り組む。

・チームごとに協力してコースを作り、コー
スを交換して競走する。

・整理運動　・ふり返り　・片付け　・あいさつ45分

0分

遊びの広がり

よい動きの賞賛・価値付け

●いろいろライン競走 ●ワープリレー

●いろいろ障害物リレー

楽しく遊べるコースや遊
び方を見付けてみよう！

工夫を紹介する際には、ふり返りの時間を活用しましょう。「発見したこと」や「友達のよかったとこ
ろ」を発表したり、実際みんなでやってみたりすると、次時の活動への意欲が高まり、授業が楽しみになり
ます。実際に走っている姿やコースを見せたいなど、子供たちの活動中に紹介したいときは、集合する回数
をなるべく少なくすると、子供たちが運動遊びに夢中になって取り組む時間を長くとることができます。

対戦相手のコースを作っ
てみよう！　どんなコー
スが楽しいかな？

　１単元５時間扱いを年２回行い、計10時間行う想定です。本単元の前半は楽しみながら行い方を知ること、後半は友達
と協力し工夫して運動遊びを楽しむことに重点を置いています。

工夫してもっと楽しく運動遊びをしよう楽しく運動遊びをしよう

もう一つジグザグ
を増やそうかな

一番遠くの
コーンを回
るよ！

このコースは難しいな。
私たちも次はもっと工
夫したい

友達のコースを
走ると楽しいな

・集合、あいさつ

１　ウォーミングアップ　　２　学習の流れの確認　３　場の準備


