
文部科学省教科調査官監修

実践のヒントとアイディア

※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。

小学三年生

あまりのあるわり算

円と球

算数

表現運動　～表現～

周回リレー　走・跳の運動　～かけっこ・リレー～

体育

わたしが発見した「仕事のくふう」を分かりやすく、ほうこくします！

「ちいちゃんの」かげおくりの変化に気を付けて読み、感じたことをまとめよう

役割に応じて、目的にそった意見をまとめる話合いをしよう

国 語

＊本誌６／７月号の国語ページにおきまして、4／5月号と同じものを一部重複して掲載しておりました。読者のみなさま、なら
びに関係者の方々にご迷惑をおかけいたしましたことをお詫びいたします。それとともに、今号におきまして、6／7月号掲載
予定の原稿を掲載いたします。



国語小学三年生
光村図書
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わ
た
し
が
発
見
し
た
「
仕
事

の
く
ふ
う
」
を
分
か
り
や
す

く
、
ほ
う
こ
く
し
ま
す
！

領
域
　
Ｂ
書
く
こ
と

教
材
名
「
仕
事
の
く
ふ
う
、
見
つ
け
た
よ
」

光
村
図
書
三
年
上

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

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

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

・
社
会
科
見
学
や
日
常
生
活
な
ど
で
出
合
っ
た
「
仕
事
の
く
ふ
う
」
を
発
表
し
合
う
。

・
教
科
書
95
ペ
ー
ジ
の
文
例
を
読
み
、「
仕
事
の
く
ふ
う
」
に
つ
い
て
、
友
達
に
分

か
り
や
す
く
ほ
う
こ
く
す
る
文
章
を
書
く
と
い
う
学
習
の
ゴ
ー
ル
を
確
か
め
る
。

◎
友
達
に
報
告
し
た
い
、
自
分
が
発
見
し
た
「
仕
事
の
く
ふ
う
」
に
つ
い
て
さ
ら

に
情
報
を
集
め
る
。

・
発
表
し
合
っ
た
「
仕
事
の
く
ふ
う
」
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
本
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
活
用
し
た
り
、
実
際
に
取
材
に
行
っ
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
り
す
る

こ
と
で
、
報
告
す
る
「
仕
事
の
く
ふ
う
」
の
情
報
に
つ
い
て
、
中
心
を
意
識
し

な
が
ら
集
め
る
。                                                         （
ア
イ
デ
ィ
ア
①
）

◎
中
心
が
明
確
に
な
る
よ
う
構
成
を
工
夫
し
て
「
仕
事
の
く
ふ
う
」
の
ほ
う
こ
く

す
る
文
章
を
書
く
。

・
中
心
と
な
る
最
も
伝
え
た
い
こ
と
を
一
つ
に
絞
る
。

・
中
心
と
の
関
連
を
意
識
し
、
集
め
た
材
料
を
基
に
、
書
く
た
め
の
材
料
を
精
選

す
る
。

・
教
科
書
の
文
例
な
ど
も
参
考
に
し
て
、
内
容
の
ま
と
ま
り
で
段
落
を
つ
く
り
、

下
書
き
を
書
く
。

・
中
心
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
報
告
す
る
た
め
に
段
落
相
互
の
関
係
に
注
意
し

て
、
よ
り
よ
い
構
成
の
工
夫
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
互
い
に
ほ
う
こ
く
す
る
文

章
を
確
か
め
、文
を
修
正
す
る
。                                       （
ア
イ
デ
ィ
ア
②
）

◎
書
き
上
げ
た
「『
仕
事
の
く
ふ
う
』
の
ほ
う
こ
く
文
」
を
友
達
と
読
み
合
い
、
構

成
の
工
夫
を
中
心
に
、
互
い
の
文
章
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
付
け
、
感
想
を
伝
え

合
う
。                                                                      （
ア
イ
デ
ィ
ア
③
）

・
「
三
年
○
組
『
仕
事
の
く
ふ
う
』
図
か
ん
」
を
作
成
し
、
全
員
分
の
「『
仕
事
の

く
ふ
う
』
の
ほ
う
こ
く
文
」
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、「
分

か
り
や
す
く
報
告
す
る
文
章
の
書
き
方
」
の
習
得
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
す
る
。

①
身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

本
単
元
で
は
、「
報
告
す
る
文
章
」
の
書
き
方
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
調
べ
た
こ
と
を

読
み
手
に
分
か
り
や
す
く
報
告
す
る
た
め
の
工
夫
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。
二
年
生
で
は
、
集
め

た
こ
と
を
順
序
よ
く
並
べ
て
、「
始
め
」「
中
」「
終
わ
り
」
の
ま
と
ま
り
に
組
み
立
て
る
こ
と

を
学
び
ま
し
た
。
三
年
生
で
は
、
書
く
内
容
の
中
心
を
明
確
に
し
て
、
内
容
の
ま
と
ま
り
で
段

落
を
つ
く
っ
た
り
、
段
落
相
互
の
関
係
に
注
意
し
た
り
し
て
、
文
章
の
構
成
を
考
え
る
こ
と
に

取
り
組
み
ま
す
。

　

教
科
書
で
は
内
容
の
ま
と
ま
り
の
例
と
し
て
、
①
調
べ
た
き
っ
か
け
や
理
由
、
②
調
べ
方
、

③
調
べ
て
分
か
っ
た
こ
と
、
④
ま
と
め
（
考
え
た
こ
と
や
思
っ
た
こ
と
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
例
な
ど
も
参
考
に
し
て
、
集
め
た
情
報
の
内
容
の
ま
と
ま
り
を
考
え
、
自
分
が
一
番
伝
え

た
い
こ
と
（
中
心
）
が
、
最
も
伝
わ
り
や
す
い
文
章
の
構
成
を
工
夫
す
る
力
を
育
成
し
て
い
き

ま
す
。

②
言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

　

本
単
元
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
や
生
活
経
験
の
中
で
発
見
し
た
「
仕
事
の
く
ふ
う
」
に

つ
い
て
、
最
も
友
達
に
伝
え
た
い
と
感
じ
た
も
の
を
「『
仕
事
の
く
ふ
う
』
ほ
う
こ
く
文
」
に

書
き
、
学
級
・
学
年
の
友
達
と
伝
え
合
う
と
い
う
言
語
活
動
を
設
定
し
ま
す
。

　

社
会
科
見
学
で
学
ん
だ
「
お
店
の
人
の
工
夫
」
の
中
で
心
に
残
っ
た
こ
と
や
、
読
書
や
テ

レ
ビ
番
組
、
自
分
の
趣
味
な
ど
で
知
っ
た
「
そ
の
仕
事
な
ら
で
は
の
工
夫
」
な
ど
の
中
か
ら

最
も
伝
え
た
い
こ
と
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
中
心
を
意
識
し
て
書
く
こ
と
に
対
す
る
意
欲

を
引
き
出
し
ま
す
。「
わ
た
し
の
発
見
」
や
「
わ
た
し
だ
け
が
知
っ
て
い
る
」
な
ど
の
言
葉
を

使
う
こ
と
で
、
伝
え
る
必
然
性
を
高
め
る
こ
と
も
有
効
で
す
。
取
材
に
よ
っ
て
集
ま
っ
た
情

報
を
、
中
心
で
あ
る
最
も
伝
え
た
い
こ
と
一
つ
に
絞
り
、
そ
の
内
容
を
伝
え
る
た
め
に
必
要

な
事
柄
を
整
理
し
て
内
容
の
ま
と
ま
り
で
段
落
を
つ
く
り
ま
す
。
情
報
の
過
不
足
や
「
分
か

っ
た
こ
と
」
と
「
考
え
た
こ
と
」
が
は
っ
き
り
と
分
け
ら
れ
て
い
る
か
な
ど
に
つ
い
て
対
話

に
よ
り
整
理
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
中
心
が
明
確
に
な
り
、
分
か
り
や
す
く
効
果

的
な
伝
え
方
と
な
る
、
よ
り
よ
い
文
章
の
構
成
に
つ
い
て
共
有
し
て
確
か
め
ま
す
。

次一

1・２３〜６

二

７・８

三

時

主
な
学
習
活
動

１　

単
元
で
身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

２　

単
元
の
展
開
（
８
時
間
扱
い
）

学
習
課
題
わ
た
し
が
発
見
し
た
「
仕
事
の
く
ふ
う
」
を
分
か
り
や
す
く
ほ
う

こ
く
す
る
文
章
に
書
い
て
伝
え
よ
う
。

指
導
事
項
〔
知
識
及
び
技
能
〕（
１
）
カ　

　
　
　
　

 

〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕 

Ｂ
イ　

言
語
活
動
例
ア



　

ア
イ
デ
ィ
ア
①
で
集
め
た
情
報
か
ら
、
改
め
て
最
も
伝

え
た
い
こ
と
を
一
つ
に
絞
り
、
中
心
と
な
る
事
柄
や
そ
の

こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
必
要
な
事
柄
に
つ
い
て
内
容
ご

と
に
ま
と
め
る
こ
と
で
、
段
落
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
段
落
は
、
中
心
が
分
か
り
や
す
く
明
確
に
伝
わ
る
よ

う
に
、
相
互
の
関
係
に
注
意
し
な
が
ら
構
成
を
考
え
て
い

き
ま
す
。
構
成
を
検
討
す
る
段
階
で
は
、
文
章
全
体
が
視

覚
的
に
見
渡
せ
る
よ
う
に
、
組
み
立
て
メ
モ
を
作
成
し
ま

す
。
こ
れ
は
段
落
ご
と
に
付
箋
を
一
枚
ず
つ
用
意
し
、
キ

ー
ワ
ー
ド
を
記
し
た
う
え
で
、
一
人
一
枚
ず
つ
配
付
し
た

白
紙
に
書
く
順
番
に
貼
っ
て
い
く
こ
と
で
、
文
全
体
の
構

成
が
一
枚
で
分
か
る
よ
う
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
個
人

作
業
や
対
話
を
通
し
て
、
付
箋
を
入
れ
替
え
た
り
、
付
け

加
え
た
り
す
る
こ
と
で
、
よ
り
分
か
り
や
す
い
組
み
立
て

メ
モ
へ
と
改
善
し
て
い
き
ま
す
。

　

組
み
立
て
メ
モ
を
基
に
実
際
に
記
述
す
る
際
に
は
、
文

の
ま
と
ま
り
や
、
意
味
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
意
識
し
て

改
行
す
る
こ
と
で
、
視
覚
的
に
読
み
や
す
く
分
か
り
や
す

い
、
ほ
う
こ
く
す
る
文
章
に
し
て
い
く
こ
と
を
促
し
て
い

き
ま
す
。
ま
た
、
対
話
の
活
動
を
取
り
入
れ
、「
情
報
の
過

不
足
は
な
い
か
」「
段
落
の
構
成
は
、
事
実
と
考
え
た
こ
と

の
関
係
性
な
ど
、
中
心
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ

て
い
る
か
」「
文
の
ま
と
ま
り
や
意
味
の
つ
な
が
り
が
分
か

り
や
す
い
改
行
と
な
っ
て
い
る
か
」
な
ど
に
つ
い
て
互
い

に
伝
え
合
う
こ
と
で
、
ほ
う
こ
く
す
る
文
章
の
質
を
高
め

て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
組
み
立
て
メ
モ
の
例

　

完
成
し
た
ほ
う
こ
く
す
る
文
章
を
読
み
合
う
こ
と
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
文
の
構
成
の
工
夫
や
よ
さ
を
発
見
し
て
伝
え

合
い
、
共
有
す
る
活
動
を
行
い
ま
す
。
ア
イ
デ
ィ
ア
②
の

「
過
不
足
の
な
い
適
切
な
情
報
量
」「
中
心
が
明
確
に
な
る

構
成
の
工
夫
」「
文
の
ま
と
ま
り
や
つ
な
が
り
が
分
か
り
や

す
い
改
行
な
ど
の
記
述
」
の
ほ
か
、「
○
○
に
つ
い
て
知
っ

て
い
ま
す
か
」
な
ど
の
問
い
か
け
で
始
ま
る
な
ど
の
書
き

出
し
の
工
夫
や
、
専
門
用
語
の
解
説
を
別
な
欄
に
設
け
る

注
釈
、
言
葉
で
説
明
し
づ
ら
い
道
具
な
ど
に
つ
い
て
言
葉

と
と
も
に
視
覚
的
に
も
理
解
を
促
す
イ
ラ
ス
ト
や
写
真
の

挿
入
、
資
料
の
出
典
の
示
し
方
な
ど
、
読
み
手
を
意
識
し

た
分
か
り
や
す
い
ほ
う
こ
く
文
の
構
成
の
工
夫
に
つ
い
て
、

客
観
的
に
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
り
、「
構
成
の
工
夫
」
に
つ

い
て
の
理
解
を
深
め
、
定
着
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

「
構
成
の
工
夫
」
は
教
師
か
ら
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
学

習
を
ふ
り
返
り
な
が
ら
子
供
と
と
も
に
考
え
る
こ
と
で
、

「
よ
り
よ
い
書
き
方
」
に
つ
い
て
自
ら
追
究
す
る
態
度
を
育

成
す
る
こ
と
に
も
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

　

全
員
分
の
「『
仕
事
の
く
ふ
う
』
ほ
う
こ
く
文
」
を
ま
と

め
て
「
三
年
○
組
『
仕
事
の
く
ふ
う
』
図
か
ん
」
を
作
成
し
、

教
室
や
学
校
図
書
館
に
置
く
こ
と
で
、
日
常
的
に
互
い
に

読
み
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
れ
ば
、「
分
か
り
や
す

く
報
告
す
る
文
章
の
書
き
方
」
の
習
得
を
よ
り
確
か
な
も

の
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

《
組
み
立
て
メ
モ
に
つ
い
て
》

　

一
人
に
一
枚
ず
つ
台
紙
を
配
付
し
、
そ
こ
に
段
落
ご
と
に
キ
ー
ワ
ー

ド
を
書
き
込
ん
だ
付
箋
を
貼
る
こ
と
で
、
組
み
立
て
メ
モ
を
作
成
さ
せ

ま
す
。
付
箋
は
何
度
で
も
貼
り
直
せ
る
た
め
、
順
序
を
入
れ
替
え
た
り
、

文
の
ま
と
ま
り
で
固
め
て
貼
っ
た
り
す
る
活
動
に
有
効
で
す
。

　

台
紙
は
名
前
の
記
入
欄
以
外
は
白
紙
に
し
て
お
く
と
、
子
供
が
段
落

を
線
で
つ
な
い
だ
り
、
段
落
の
関
係
性
を
矢
印
で
示
し
た
り
す
る
な
ど
、

工
夫
を
行
う
際
の
自
由
度
が
高
く
、
子
供
の
活
動
へ
の
意
欲
を
引
き
出

す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
台
紙
や
付
箋
は
子
供
の
実
態
に
合
わ
せ
て
、

大
き
さ
へ
の
配
慮
が
必
要
で
す
。

　

社
会
科
見
学
な
ど
で
学
習
し
た
こ
と
や
、
読
書
や
テ
レ

ビ
番
組
な
ど
の
情
報
に
よ
り
学
ん
だ
「
仕
事
の
く
ふ
う
」

に
つ
い
て
ふ
り
返
り
ま
す
。
そ
の
な
か
か
ら
、自
分
が
「
な

る
ほ
ど
」
と
驚
い
た
り
、「
す
ご
い
」
と
感
動
し
た
り
し
た

こ
と
に
つ
い
て
、
友
達
に
も
伝
え
て
み
よ
う
と
呼
び
か
け

る
こ
と
で
、
主
体
的
な
活
動
へ
の
意
欲
を
引
き
出
し
ま
す
。

　

そ
の
際
に
「
わ
た
し
」「
発
見
」
な
ど
の
言
葉
を
使
う

こ
と
に
よ
り
、「
わ
た
し
だ
け
が
見
付
け
た
」「
わ
た
し
だ

け
の
発
見
」
と
い
う
意
識
を
高
め
る
こ
と
も
効
果
的
で
す
。

ま
た
、
日
常
生
活
と
の
関
連
を
図
り
、
鉄
道
や
マ
ン
ガ
な

ど
の
自
分
の
興
味
や
関
心
の
あ
る
分
野
な
ど
へ
も
視
野
を

広
げ
る
と
、
書
く
こ
と
に
対
す
る
意
欲
の
高
ま
り
だ
け
で

な
く
、
読
み
手
で
あ
る
友
達
が
知
ら
な
い
情
報
が
書
か
れ

て
い
る
、
読
ん
で
み
た
く
な
る
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
、

ほ
う
こ
く
す
る
文
章
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。

「
仕
事
の
く
ふ
う
」
に
、
あ
ま
り
イ
メ
ー
ジ
が
も
て
な
い

子
供
に
は
、「
子
供
の
な
り
た
い
仕
事
ラ
ン
キ
ン
グ
」
な
ど

の
資
料
を
使
い
、
自
分
が
や
っ
て
み
た
い
仕
事
を
選
ば
せ

て
か
ら
、「
く
ふ
う
」を
見
付
け
さ
せ
る
手
立
て
も
有
効
で
す
。

　

あ
る
程
度
の
見
通
し
を
も
っ
た
後
、
さ
ら
に
詳
し
く
情
報

を
収
集
す
る
活
動
で
は
「
わ
た
し
の
発
見
」「
こ
の
仕
事
な

ら
で
は
の
く
ふ
う
」
な
ど
、
改
め
て
伝
え
る
べ
き
内
容
へ
の

意
識
を
高
め
、
取
材
の
段
階
か
ら
書
く
こ
と
の
中
心
と
そ
の

こ
と
を
説
明
す
る
の
に
必
要
な
情
報
を
意
識
し
な
が
ら
、
情

報
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
ま
す
。

アイディア
①

子
供
の
「
伝
え
た
い
！
」
思
い
を
引
き
出
し
、

「
書
き
手
の
必
要
感
」
を
高
め
る

アイディア
②

読
み
手
を
意
識
し
た
対
話
活
動
の
充
実
に
よ
り
、

「
分
か
り
や
す
い
」
ほ
う
こ
う
文
を
完
成
さ
せ
る

アイディア
③

自
分
や
友
達
の
文
章
の
よ
さ
を
見
付
け
、

確
認
す
る
こ
と
で
、「
文
章
の
よ
さ
」

（
構
成
の
工
夫
）
を
共
有
し
、
実
感
さ
せ
る

仕
事
の
名
前

仕
事
の
工
夫

工
夫
に
つ
い
て

考
え
た
こ
と

仕
事
の
紹
介

資
料
の
出
典

工
夫
し
て
変

わ
っ
た
こ
と

工
夫
で
苦
労

す
る
こ
と

工
夫
の
理
由

◎
こ
れ
ま
で
の
学
習
経
験
や
読
書
な
ど
、
日
常
生
活
の
ふ
り
返
り
お
よ
び

中
心
を
意
識
し
た
情
報
の
収
集

・
社
会
科
見
学
…
…
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
く
ふ
う
・
コ
ン
ビ
ニ
の
く

ふ
う
な
ど

・
読
書
…
…
…
…
…
イ
チ
ロ
ー
選
手
の
く
ふ
う
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ

ズ
の
く
ふ
う
な
ど

・
テ
レ
ビ
番
組
…
…「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」「
ミ
ラ
イ
の
し
ご
と
ー
く
」

な
ど

・
仕
事
を
扱
っ
た
マ
ン
ガ
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
…
…
「
ま
ん
が
道
」「
重
版

出
来
！
」
な
ど

・
趣
味
・
興
味
や
関
心
の
あ
る
こ
と
…
…
電
車
や
バ
ス
の
運
転
手
の
く
ふ

う
、
声
優
の
く
ふ
う
な
ど

・
身
近
な
方
々
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
…
…
用
務
主
事
の
く
ふ
う
・
給
食
調

理
員
の
く
ふ
う
な
ど

・
図
書
館
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
の
検
索　

な
ど



国語小学三年生
光村図書

年
間
指
導
計
画

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

・
題
名
よ
り
「
ち
い
ち
ゃ
ん
」「
か
げ
お
く
り
」
と
い
う
着
目
す
る
言
葉
を
確
認
し
て
か
ら

全
文
を
読
み
、
か
げ
お
く
り
が
出
て
く
る
場
面
と
そ
の
変
化
を
中
心
に
初
発
の
感
想
を

書
く
。

・
こ
の
物
語
は
五
つ
の
場
面
に
分
か
れ
て
お
り
、
場
面
一
～
四
は
戦
争
の
時
代
、
場
面
五

は
戦
後
の
時
代
で
あ
る
こ
と
や
、「
か
げ
お
く
り
」
が
出
て
く
る
の
は
場
面
一
と
四
、
場

面
二
・
三
に
は
出
て
こ
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

・
今
ま
で
の
学
習
で
身
に
付
け
た
力
を
使
っ
て
、
か
げ
お
く
り
の
場
面
を
比
べ
、
登
場
人

物
の
気
持
ち
を
よ
り
詳
し
く
読
ん
で
み
よ
う
と
す
る
意
欲
を
も
つ
。

・
学
習
課
題
を
設
定
し
て
学
習
計
画
を
立
て
る
。

◎
「
か
げ
お
く
り
」
の
場
面
を
比
べ
て
読
み
、
ち
い
ち
ゃ
ん
の
気
持
ち
に
つ
い
て
具
体
的

に
想
像
す
る
。                                                                       （
ア
イ
デ
ィ
ア
①
）

・
か
げ
お
く
り
を
中
心
に
、
場
面
一
と
場
面
四
の
同
じ
と
こ
ろ
・
違
う
と
こ
ろ
に
つ
い
て

見
付
け
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。

・
か
げ
お
く
り
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
経
緯
を
確
認
す
る
た
め
に
、
場
面
二
・
三
に
つ
い
て

ち
い
ち
ゃ
ん
の
行
動
や
様
子
を
中
心
に
ま
と
め
る
。

・
場
面
五
が
あ
る
こ
と
の
意
味
や
役
割
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。

◎
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
た
場
面
で
の
違
い
や
ち
い
ち
ゃ
ん
の
気
持
ち
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
で

話
し
合
い
、共
有
す
る
。                                                           （
ア
イ
デ
ィ
ア
②
）

・
ど
の
場
面
や
ど
の
言
葉
が
心
に
残
っ
た
か
、
そ
こ
か
ら
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
な

ど
に
つ
い
て
互
い
に
伝
え
合
う
。

◎
友
達
と
対
話
に
よ
り
共
有
す
る
過
程
で
広
が
っ
た
視
点
も
生
か
し
、「
わ
た
し
に
と
っ
て
の 

＂
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
〟」
と
し
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。  （
ア
イ
デ
ィ
ア
③
）

・
自
分
に
と
っ
て
の
「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
」
を
短
い
言
葉
で
表
現
す
る
。

・
「
言
葉
の
た
か
ら
箱
」
な
ど
を
活
用
し
て
、
考
え
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
探
し
て
選
ぶ
。

・
叙
述
や
場
面
の
構
成
な
ど
か
ら
、
自
分
が
感
じ
た
り
、
考
え
た
り
し
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。

①
身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

三
年
生
で
は
『
き
つ
つ
き
の
商
売
』
で
「
登
場
人
物
の
行
動
や
気
持
ち
な
ど
に
つ
い
て
、
叙

述
を
基
に
捉
え
る
こ
と
」、『
ま
い
ご
の
か
ぎ
』
で
「
登
場
人
物
の
気
持
ち
の
変
化
や
性
格
、
情

景
に
つ
い
て
、
場
面
の
移
り
変
わ
り
と
結
び
付
け
て
具
体
的
に
想
像
す
る
こ
と
」
を
重
点
に
学

習
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
単
元
で
は
、「
文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
感
想

や
考
え
を
も
つ
こ
と
」
の
「
考
え
の
形
成
」
に
重
点
を
置
い
て
指
導
を
行
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
学
習
し
て
き
た
力
を
活
用
し
て
、
作
品
の
理
解
を
深
め
る
過
程
で
、
自
分
の
考
え

を
ま
と
め
る
力
の
育
成
を
図
り
ま
す
。

②
言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

　

本
単
元
で
は
、
ち
い
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
の
か
げ
お
く
り
の
場
面
に
よ
る
変
化
に
気
を
付
け

て
読
み
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
と
い
う
言
語
活
動
を
設
定
し
ま
す
。
ま
ず
題
名
に
着
目

し
て
読
み
、
初
発
の
感
想
な
ど
か
ら
「
ち
い
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
中
心
と
な
る
登
場
人
物
の
せ

り
ふ
や
行
動
、
場
面
一
と
場
面
四
に
出
て
く
る
「
か
げ
お
く
り
」
の
違
い
や
変
化
に
つ
い
て

意
識
す
る
こ
と
で
、
そ
の
変
化
に
つ
い
て
主
体
的
に
読
も
う
と
す
る
意
欲
を
引
き
出
し
ま

す
。
同
じ
よ
う
な
場
面
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
同
じ
と
こ
ろ
や
違
う
と
こ

ろ
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
変
化
に
気
付
き
、
よ
り
細
や
か
に
内
容
が
理
解
で
き
る
こ
と
を
三

年
生
で
学
習
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
思
い
出
し
、
身
に
付
け
た
力
を
活
用
す

る
こ
と
で
、
読
む
力
の
さ
ら
な
る
定
着
を
図
り
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
友
達
が
着
目
し
た
言

葉
や
感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
を
対
話
に
よ
っ
て
共
有
し
、
自
分
の
考
え
と
比
較
し
な
が
ら
、

最
終
的
な
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
て
い
き
ま
す
。
こ
の
過
程
で
、
時
代
が
違
う
場
面
の
構
成

に
つ
い
て
意
識
す
る
こ
と
や
、
感
じ
た
こ
と
や
考
え
を
ま
と
め
る
際
の
表
現
す
る
言
葉
の
語

彙
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
取
り
組
み
ま
す
。
教
科
書
の
巻
末
の
「
言
葉
の
た
か
ら
箱
」
や
「
感

情
を
表
す
言
葉
の
辞
典
」
な
ど
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
気
持
ち
や
考
え
に
よ
り
ふ
さ

わ
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
表
現
に
高
め
て
い
き
ま
す
。
そ
の
際
に
は
、
語
彙
の
拡
充
と
と
も
に
、

具
体
的
な
言
葉
が
単
な
る
辞
書
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
文
脈
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意

味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

次一

1・２３〜７

二

８〜 10

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
（
10
時
間
扱
い
）

学
習
課
題
「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
」
か
げ
お
く
り
の
変
化
に
気
を
付
け
て
読
み
、
感
じ
た

こ
と
を
ま
と
め
よ
う
。

指
導
事
項
〔
知
識
及
び
技
能
〕（
１
）
オ　

　
　
　
　

 

〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕 

Ｃ
（
１
）
オ
・
カ　
　

言
語
活
動
（
２
）
イ

執
　
　
筆
／
東
京
都
新
宿
区
立
愛
日
小
学
校
主
任
教
諭
　
本
村
文
香

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

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

「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
」
か
げ
お
く
り

の
変
化
に
気
を
付
け
て
読
み
、

感
じ
た
こ
と
を
ま
と
め
よ
う

領
域
　
Ｃ
　
読
む
こ
と

教
材
名
「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
」光村

図
書
三
年
下

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

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月



　

ア
イ
デ
ィ
ア
①
で
自
分
が
場
面
な
ど
を
比
べ
な
が
ら
読

み
取
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
対
話
に
よ
っ
て
共
有
し
て
い

き
ま
す
。「
ど
の
よ
う
な
お
話
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
対

し
て
は
、
多
く
の
子
供
が
「
悲
し
い
お
話
」
な
ど
同
じ
よ

う
な
感
じ
方
の
言
葉
を
答
え
る
と
思
い
ま
す
が
、
ど
こ
が
、

な
ぜ
悲
し
い
の
か
に
つ
い
て
問
い
か
け
る
と
、「
ち
い
ち
ゃ

ん
が
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
」「
家
が
な
く
な
っ

て
し
ま
う
」「
も
う
少
し
で
助
か
り
そ
う
な
の
に
、
周
り
の

人
と
す
れ
違
っ
て
し
ま
う
」「
ほ
し
い
い
を
少
し
し
か
食
べ

ら
れ
な
い
」「
き
っ
と
帰
っ
て
く
る
と
信
じ
て
い
る
」「
ち

い
ち
ゃ
ん
の
命
が
空
に
き
え
て
し
ま
う
」
な
ど
、
違
う
叙

述
か
ら
違
う
悲
し
さ
に
つ
い
て
一
人
ひ
と
り
が
語
る
こ
と

に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
対
話
に
よ
っ
て
自
分
と
は
違

う
見
方
・
感
じ
方
に
触
れ
る
こ
と
で
、
物
語
を
多
面
的
に

理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
活
動
を
通
し
て
、
自
分
が
気
付
い
て
い
な

か
っ
た
言
葉
に
つ
い
て
着
目
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
や
、

同
じ
言
葉
で
も
違
う
感
じ
方
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
る
こ
と

は
、
友
達
と
一
緒
に
国
語
の
物
語
を
学
ぶ
と
い
う
、
一
人

読
み
で
は
感
じ
ら
れ
な
い
楽
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
に
も
つ

な
が
り
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
活
動
と
と
も
に
、
同
じ
言
葉
で
あ

っ
て
も
、
文
脈
の
な
か
で
は
感
じ
方
に
違
い
が
あ
る
こ
と

に
着
目
す
る
こ
と
に
も
取
り
組
み
ま
す
。「
き
ら
き
ら
」

「
わ
ら
う
・
わ
ら
い
声
」
な
ど
、
辞
書
で
は
楽
し
さ
や
肯
定

的
な
意
味
を
示
す
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
場
面
四
と
場
面
五

で
は
感
じ
方
が
同
じ
か
、
違
う
か
な
ど
を
吟
味
す
る
こ
と

で
、
言
葉
の
意
味
は
一
律
で
は
な
く
、
そ
の
場
面
や
使
い

方
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
や
考
え
を
伝
え
る
機
能

が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
考
察
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
活
動
を
通
し
て
、
場
面
五
が
あ
る
こ
と

の
意
義
な
ど
の
場
面
構
成
に
つ
い
て
も
意
識
を
高
め
て
い

き
ま
す
。

　

自
分
で
読
み
進
め
た
内
容
と
、
友
達
と
の
対
話
で
広
げ

た
視
点
な
ど
を
基
に
、「
私
に
と
っ
て
の
＂
ち
い
ち
ゃ
ん
の

か
げ
お
く
り
〟」
と
し
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
ま
す
。
こ

の
と
き
に
、
自
分
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
物
語
な
の
か
を

短
い
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
を
行
い
ま
す
。
自
分
が
読
ん

で
感
じ
た
り
、
考
え
た
り
し
た
こ
と
を
端
的
な
言
葉
に
集

約
す
る
こ
と
で
、全
体
像
を
捉
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

一
人
ひ
と
り
が
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
し
た
の
か
を

一
覧
に
す
る
と
、
学
級
全
体
の
読
み
を
見
渡
す
こ
と
も
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
際
、
自
分
の
思
い
を
よ
り

適
切
な
言
葉
を
選
ん
で
表
現
で
き
る
よ
う
に
、
語
彙
を
増

や
す
こ
と
に
も
取
り
組
み
ま
す
。

　

教
科
書
巻
末
の
「
言
葉
の
た
か
ら
箱
」
を
参
考
に
す
る

ほ
か
に
も
、「
感
情
の
言
葉
辞
典
」
な
ど
を
手
元
に
置
い
て

活
用
す
る
こ
と
で
、
同
じ
よ
う
な
言
葉
で
も
、
よ
り
自
分

の
思
い
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
言
葉
を
選
べ
る
よ
う
に
し

ま
す
。
言
葉
を
選
ぶ
過
程
で
、
自
分
の
読
後
感
を
よ
り
明

確
に
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
短
い
言
葉
で
表
現
す
る
言
葉
の
例

　

題
名
か
ら
「
ち
い
ち
ゃ
ん
」「
か
げ
お
く
り
」
な
ど
の
言

葉
に
着
目
し
ま
す
。
こ
の
物
語
は
「
か
げ
お
く
り
」
と
い

う
現
代
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
、
あ

ま
り
知
ら
な
い
遊
び
の
紹
介
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

冒
頭
に
遊
び
方
が
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
子
供
た

ち
は
こ
の
物
語
へ
の
興
味
や
関
心
を
高
め
て
い
く
こ
と
で

し
ょ
う
。
か
げ
お
く
り
は
場
面
一
と
場
面
四
に
登
場
し
ま

す
が
、
初
発
の
感
想
な
ど
か
ら
、
か
げ
お
く
り
の
同
じ
と

こ
ろ
と
違
う
と
こ
ろ
の
違
い
を
比
べ
な
が
ら
読
む
こ
と
へ

の
意
欲
を
高
め
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
学
ん
だ
力
を
生
か
し
、「
か
げ
お
く
り
」
を
中

心
に
場
面
ご
と
の
違
い
を
意
識
し
て
、
自
分
自
身
の
力
で

読
み
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
」
と
い
う
題
名
か
ら
、
ち
い
ち
ゃ
ん
に

と
っ
て
の
か
げ
お
く
り
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
そ

の
変
化
の
要
因
と
な
る
出
来
事
に
つ
い
て
意
識
し
な
が
ら

読
ん
で
い
き
ま
す
。

　

ち
い
ち
ゃ
ん
の
そ
ば
に
い
る
人
物
に
着
目
す
る
こ
と
や

ち
い
ち
ゃ
ん
の
言
葉
を
追
う
こ
と
で
、
場
面
の
様
子
を
よ

り
具
体
的
に
想
像
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

■
読
ん
だ
こ
と
を
比
べ
て
整
理
し
た
例

アイディア
②

対
話
を
生
か
し
て
、

物
語
を
多
面
的
な
視
点
で
読
む

アイディア
①

既
習
事
項
を
生
か
し
、
場
面
の

移
り
変
わ
り
や
登
場
人
物
の
気
持
ち
の

変
化
に
つ
い
て
、
読
み
進
め
る

アイディア
③

短
い
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
で
、

物
語
の
全
体
像
を
捉
え
て
ま
と
め
を
行
う

「
か
げ
お
く
り
」
に
つ
い
て

○
か
げ
お
く
り
と
ち
い
ち
ゃ
ん
の
出
会
い

・
か
げ
お
く
り
っ
て
遊
び
を
ち
い
ち
ゃ
ん
に
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
お
父
さ

ん
で
し
た
。

○
ど
の
よ
う
な
「
遊
び
」
？

・
場
面
一　

父
さ
ん
や
母
さ
ん
が
子
ど
も
の
と
き
に
、
よ
く
遊
ん
だ
。

　
　
　
　
　

ち
い
ち
ゃ
ん
と
お
兄
ち
ゃ
ん
は
、
か
げ
お
く
り
を
し
て
遊
ぶ
よ

　
　
　
　

う
に
な
っ
た
。

・
場
面
四　

…
遊
び
？

○
だ
れ
の
か
げ
？
　
・
か
げ
の
数
は
い
く
つ
？

・
場
面
一　

お
父
さ
ん
・
お
母
さ
ん
・
お
兄
ち
ゃ
ん
・
ち
い
ち
ゃ
ん
の
四
人

　
　
　
　
　

ち
い
ち
ゃ
ん
と
お
兄
ち
ゃ
ん
（
二
人
）

・
場
面
四　

た
っ
た
一
つ
の
か
げ
ぼ
う
し
→
く
っ
き
り
と
白
い
か
げ
が
四
つ

○
空
に
向
か
う
も
の

・
場
面
一　

白
い
四
つ
の
か
げ
ぼ
う
し
が
、
す
う
っ
と
空
に
上
が
り
ま
し
た
。

・
場
面
四　

体
が
す
う
っ
と
す
き
と
お
っ
て
、
空
に
す
い
こ
ま
れ
て
い
く
の

が
分
か
り
ま
し
た
。

「
ち
い
ち
ゃ
ん
」
に
つ
い
て

○
ま
わ
り
の
人
た
ち

・
場
面
一　

お
父
さ
ん
・
お
母
さ
ん
・
お
兄
ち
ゃ
ん

・
場
面
二　

お
母
さ
ん
・
お
兄
ち
ゃ
ん
・
知
ら
な
い
お
じ
さ
ん
・
た
く
さ
ん

の
人
た
ち

・
場
面
三　

は
す
向
か
い
の
う
ち
の
お
ば
さ
ん

・
場
面
四　

お
父
さ
ん
…
？

○
言
葉

・
「
か
げ
お
く
り
っ
て
な
あ
に
。」
…

・
「
お
母
ち
ゃ
ん
と
お
兄
ち
ゃ
ん
は
、
き
っ
と
帰
っ
て
く
る
よ
。」
…

・
「
あ
あ
、あ
た
し
、お
な
か
が
す
い
て
軽
く
な
っ
た
か
ら
、う
い
た
の
ね
。」

…
な
ど

「
か
な
し
い
」「
せ
つ
な
い
」「
い
た
ま
し
い
」「
い
た
わ
し
い
」

「
い
た
い
た
し
い
」「
重
苦
し
い
」「
つ
ら
い
」「
気
が
滅
入
る
」

「
や
り
き
れ
な
い
」「
や
る
せ
な
い
」「
む
な
し
い
」「
い
じ
ら
し
い
」

「
い
と
お
し
い
」「
こ
こ
ろ
ぼ
そ
い
」「
は
か
な
い
」「
あ
っ
け
な
い
」

「
も
ど
か
し
い
」「
む
ね
を
つ
く
」「
い
き
ど
お
る
」
な
ど



国語小学三年生
光村図書

年
間
指
導
計
画

①
学
習
の
見
通
し
を
も
ち
、
学
習
計
画
を
立
て
る
。

・
話
し
合
う
必
要
感
の
あ
る
話
題
に
つ
い
て
出
し
合
い
、
話
合
い
の
目
的
を
明
確

に
す
る
。

・
今
ま
で
経
験
し
た
話
合
い
を
ふ
り
返
り
、
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
よ
り
よ
い

話
合
い
の
し
か
た
つ
い
て
共
有
し
、
学
習
課
題
を
設
定
し
て
学
習
計
画
を
立
て
る
。

②
話
合
い
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
自
分
の
考
え
を
も
つ
。

③
司
会
や
参
加
者
、
時
計
係
、
記
録
係
な
ど
、
話
合
い
に
必
要
な
役
割
に
つ
い
て

考
え
、
前
時
ま
で
に
確
認
し
た
よ
り
よ
い
話
合
い
が
で
き
る
よ
う
に
、
具
体
的

な
話
し
方
な
ど
を
検
討
す
る
。

④
教
科
書
の
モ
デ
ル
や
動
画
、
教
師
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
話
合
い
モ
デ
ル
な
ど
を
使
っ

て
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を
行
い
、
対
話
を
通
し
て
役
割
に
応
じ
た
話
合
い
方
を
考
え

る
。                                                                         （
ア
イ
デ
ィ
ア
①
）

⑤
目
的
や
役
割
を
意
識
し
て
話
合
い
を
行
う
。
ペ
ア
の
グ
ル
ー
プ
で
互
い
に
話
合

い
を
参
観
し
、
相
互
評
価
に
よ
り
、
話
合
い
の
内
容
を
ふ
り
返
る
。

(

ア
イ
デ
ィ
ア
②
）

⑥
前
時
の
活
動
の
成
果
を
生
か
し
、
役
割
を
変
え
て
話
合
い
を
行
う
。

⑦
整
理
さ
れ
た
記
録
や
動
画
な
ど
を
活
用
し
、「
目
的
に
そ
っ
た
話
合
い
」
や
「
意

見
を
ま
と
め
る
話
合
い
」
の
、
役
割
ご
と
の
よ
り
よ
い
発
言
の
し
か
た
を
ノ
ー

ト
に
ま
と
め
る
。                                                         （
ア
イ
デ
ィ
ア
③
）

①
身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

司
会
者
や
参
加
者
の
役
割
を
考
え
な
が
ら
話
し
合
い
、
互
い
の
意
見
の
共
通
点
や
相
違
点
に

着
目
し
、
目
的
に
応
じ
て
意
見
を
ま
と
め
る
力
を
育
成
し
ま
す
。
二
年
生
で
は
相
手
の
発
言
を

受
け
て
、
尋
ね
た
り
応
答
し
た
り
す
る
な
ど
し
て
話
を
つ
な
ぎ
な
が
ら
少
人
数
で
話
し
合
う
活

動
を
経
験
し
ま
し
た
。
ま
た
三
年
生
の
「
山
小
屋
で
三
日
間
す
ご
す
な
ら
」
の
学
習
で
は
、「
考

え
を
広
げ
る
話
合
い
」「
考
え
を
ま
と
め
る
話
合
い
」
を
意
識
し
て
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
こ

と
を
経
験
し
て
い
ま
す
。
本
単
元
で
は
、
目
的
を
意
識
し
て
、
司
会
者
な
ど
の
役
割
を
果
た
し

な
が
ら
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
活
動
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

②
言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

　

本
単
元
で
は
、「
司
会
な
ど
の
役
割
を
意
識
し
て
、
目
的
に
沿
っ
て
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
、

意
見
を
ま
と
め
る
」
と
い
う
言
語
活
動
を
位
置
付
け
ま
す
。
教
科
書
の
事
例
の
ほ
か
、
特
別
活

動
と
も
関
連
さ
せ
て
日
常
生
活
の
中
か
ら
話
題
を
決
め
る
こ
と
で
、
話
合
い
の
必
然
性
を
高
め

な
が
ら
「
な
ん
の
た
め
の
話
合
い
な
の
か
」
と
い
う
目
的
を
明
確
に
し
ま
す
。
こ
れ
は
話
合
い

が
議
題
か
ら
そ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
や
意
見
が
分
か
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、「
考
え
を
ま
と

め
る
」
た
め
の
判
断
の
基
準
と
な
り
、
最
終
的
に
目
的
が
達
成
で
き
た
か
ど
う
か
、
話
合
い
を

評
価
す
る
際
に
も
観
点
と
し
て
活
用
す
る
た
め
、
常
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

話
し
合
う
場
面
で
は
、
こ
れ
ま
で
自
分
た
ち
が
経
験
し
て
き
た
話
合
い
の
よ
い
点
や
課
題
に

つ
い
て
ふ
り
返
り
、「
話
題
か
ら
そ
れ
な
い
」「
時
間
を
守
る
」
な
ど
、
よ
い
話
合
い
に
必
要
な

要
素
か
ら
、
司
会
者
や
参
加
者
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
理
解
し
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
使
う

と
、
よ
り
よ
い
話
合
い
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
の
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
よ
い
話

合
い
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
の
例
を
教
科
書
や
動
画
、
担
任
が
作
成
し
た
手
引
き
な
ど
を
活
用

し
、
事
前
に
確
認
を
行
う
こ
と
で
「
よ
い
話
合
い
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
せ
ま
す
。
話
合
い
後

に
は
、
毎
回
グ
ル
ー
プ
で
ふ
り
返
り
を
行
い
、
次
の
活
動
に
生
か
し
ま
す
。
記
録
を
分
か
り
や

す
く
整
理
す
る
こ
と
は
、
話
合
い
の
最
中
の
論
点
を
明
確
に
し
た
り
、
ふ
り
返
り
の
際
に
、
よ

い
話
合
い
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
発
言
を
確
認
し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
、
こ
の

単
元
で
て
い
ね
い
に
取
り
上
げ
て
指
導
を
行
い
ま
す
。
最
後
に
は
、
自
分
た
ち
の
話
合
い
の
実

践
を
客
観
的
に
捉
え
て
整
理
す
る
こ
と
で
役
割
に
応
じ
て
話
し
合
う
力
の
定
着
を
図
り
ま
す
。

次一

1・２３〜６

二

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
）

指
導
事
項
〔
知
識
及
び
技
能
〕（
２
）
イ

　
　
　
　

  〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕 

Ａ
（
１
）
ア
・
オ　

言
語
活
動
（
２
）
ウ

執
　
　
筆
／
東
京
都
江
戸
川
区
立
第
二
葛
西
小
学
校
主
幹
教
諭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齋
藤
美
津
子

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

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

役
割
に
応
じ
て
、

目
的
に
そ
っ
た
意
見
を

ま
と
め
る
話
合
い
を
し
よ
う

領
域
　
Ａ
　
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

教
材
名
「
は
ん
で
意
見
を
ま
と
め
よ
う
」光村

図
書
三
年
下

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

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

学
習
課
題
役
割
に
応
じ
て
、
目
的
に
そ
っ
た
意
見
を
ま
と
め
る
話
合
い
を
し
よ
う
。



　

記
録
係
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
の
同
じ
と
こ
ろ
や
違
う

と
こ
ろ
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
、
文
字
の
色
分
け
や
強
調
、

表
や
矢
印
の
活
用
、
付
箋
の
移
動
な
ど
を
工
夫
し
て
記
録

の
整
理
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
話
合
い
の
最
中
や
ふ
り
返

り
の
際
に
、
目
的
や
優
先
さ
れ
る
条
件
、
二
つ
の
意
見
を

統
合
し
た
と
こ
ろ
な
ど
、
話
合
い
を
ま
と
め
る
際
に
重
要

と
な
る
ポ
イ
ン
ト
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
意
識
し
て
記

録
し
ま
す
。
ま
た
話
合
い
の
途
中
で
も
、
確
認
す
る
発
言

を
積
極
的
に
行
い
な
が
ら
視
覚
的
に
整
理
す
る
と
、
参
加

者
全
員
の
理
解
を
促
し
、
正
確
な
記
録
と
し
て
の
信
頼
性

を
高
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ふ
り
返
り
の
際
に
は
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
発
言
を
確

認
す
る
こ
と
に
記
録
を
活
用
し
ま
す
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
端
末
を
使

っ
て
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
話
合
い
の
動
画
を
撮
影
し
、
話
合

い
を
ま
と
め
る
と
き
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
発
言
な
ど
の

場
面
を
再
生
す
る
こ
と
で
、
改
め
て
発
言
の
内
容
や
意
義

を
吟
味
・
確
認
す
る
こ
と
な
ど
も
有
効
で
す
。

■
記
録
の
整
理
の
例

　

実
際
の
話
合
い
で
は
、
役
割
に
応
じ
た
話
し
方
を
意
識

し
な
が
ら
話
合
い
を
進
め
ま
す
。

　

一
人
ひ
と
り
の
発
言
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、

で
き
る
だ
け
少
人
数
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
望
ま

し
い
の
で
す
が
、
発
言
内
容
の
多
様
性
を
確
保
す
る
こ
と

や
話
合
い
の
役
割
を
割
り
振
る
た
め
に
は
、
四
～
六
人
の

グ
ル
ー
プ
を
基
本
と
し
て
考
え
ま
す
。

　

そ
し
て
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
ペ
ア
に
し
て
、
一
つ
の

グ
ル
ー
プ
が
話
合
い
を
行
い
、
話
合
い
を
し
な
い
班
は
役

割
に
応
じ
た
発
言
が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
に
気
を
付
け

な
が
ら
話
合
い
を
参
観
し
ま
す
。

　

話
合
い
終
了
後
に
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
合
同
で
ふ
り
返
り

を
行
い
、
話
合
い
で
出
て
き
た
よ
い
発
言
に
つ
い
て
確
認

し
た
り
、
さ
ら
に
よ
い
話
合
い
に
す
る
た
め
の
助
言
を
行

っ
た
り
す
る
機
会
を
設
け
ま
す
。

　

一
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
ふ
り
返
り
の
終
了
後
、
グ
ル
ー
プ

の
役
割
を
交
代
し
て
、
交
互
に
話
合
い
活
動
を
行
い
ま
す
。

互
い
に
助
言
な
ど
を
行
う
相
互
評
価
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ

い
話
合
い
と
な
る
よ
う
に
、
役
割
に
応
じ
た
発
言
の
質
を

高
め
て
い
き
ま
す
。

■
話
合
い
の
形
態
の
例

　

こ
れ
ま
で
経
験
し
た
話
合
い
の
学
習
に
つ
い
て
ふ
り
返

り
、
意
見
を
出
し
合
う
こ
と
で
、
自
分
た
ち
自
身
で
よ
り

よ
い
話
合
い
に
改
善
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
識
を
高
め
ま

す
。「
話
題
か
ら
そ
れ
て
し
ま
い
、
意
見
が
ま
と
ま
ら
な
か

っ
た
」「
時
間
切
れ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
な
ど
の
体
験

に
基
づ
く
改
善
点
を
学
級
で
共
有
し
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、

司
会
や
参
加
者
、
時
間
の
管
理
な
ど
話
合
い
に
必
要
な
役

割
に
つ
い
て
確
認
し
、
役
割
ご
と
に
話
合
い
で
必
要
な
発

言
の
し
か
た
や
言
葉
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
教
科
書
の
話

合
い
モ
デ
ル
や
動
画
、
担
任
が
作
成
し
た
モ
デ
ル
な
ど
を

参
考
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
応
じ
た
発
言
や
、
よ

い
話
合
い
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
学
級
全
体
で
共
有
を
図

り
ま
す
。
確
認
し
た
言
葉
な
ど
を
掲
示
物
や
印
刷
物
な
ど

で
い
つ
で
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
と
、
実
際
の

場
面
で
の
活
用
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ロ
ー
ル
プ
レ
イ
に
よ
り
話
合
い
モ
デ
ル
の
役
割
を
体
験

す
る
こ
と
で
、
改
善
・
定
着
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

■
話
合
い
の
役
割
と
、
発
言
な
ど
の
例

アイディア
①

ふ
り
返
り
や
話
合
い
モ
デ
ル
に
よ
り
、
話
合

い
の
役
割
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
よ
り
よ
い

話
合
い
を
行
お
う
と
す
る
意
欲
を
引
き
出
す

アイディア
②

相
互
評
価
を
生
か
し
た
、
話
合
い
の
改
善

アイディア
③

記
録
の
活
用
に
よ
る
学
び
の
定
着

参
加
者
：
自
分
の
考
え
と
そ
の
よ
う
に
考
え
た
理
由
を
発
言
す
る
。

　
　
　
　
「
私
の
考
え
は
～
で
す
。
そ
の
理
由
は
～
。」

　
　
　
　

自
分
の
意
見
と
の
共
通
点
や
相
違
点
に
気
を
付
け
て
聞
き
、
必
要

に
応
じ
て
質
問
す
る
。

　
　
　
　
「
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
例
が
あ
り
ま
す
か
。」

司
　
会
：
話
題
や
時
間
の
目
安
な
ど
の
確
認
や
、
進
行
を
う
な
が
す
発
言
を

行
う
。

　
　
　
　
「
話
合
い
の
目
的
は
～
で
す
。
話
し
合
う
時
間
は
○
○
分
で
す
。」

　
　
　
　
「
ま
だ
発
言
し
て
い
な
い
人
は
、
意
見
を
お
願
い
し
ま
す
。」

　
　
　
　

話
題
か
ら
そ
れ
た
場
合
に
は
、
目
的
な
ど
を
意
識
さ
せ
る
。

　
　
　
　
「
今
日
の
話
合
い
の
目
的
は
～
で
す
。
目
的
に
そ
っ
た
発
言
を
お

願
い
し
ま
す
。」

時
間
係
：
話
合
い
の
流
れ
を
見
て
、
ま
と
め
の
時
間
を
意
識
さ
せ
る
。

　
　
　
　
「
残
り
の
時
間
が
５
分
と
な
り
ま
し
た
。
ま
と
め
を
す
る
た
め
の

発
言
を
お
願
い
し
ま
す
。」

記
録
係
：
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
比
べ
や
す
い
よ
う
に
、
分
け
方
を
工
夫
し
た

掲
示
や
、「
同
じ
点
」「
違
う
点
」
を
確
認
す
る
発
言
を
行
う
。

　
　
　
　
「
□
□
は
、
△
△
と
同
じ
こ
と
で
す
か
。」

　
　
　
　
「
Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
で
は
、
○
○
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
い
い
で

す
か
。」　　
　

な
ど

○
月
○
日

◎
学
習
か
題
「
役
わ
り
に
お
う
じ
て
、
目
て
き
に
そ
っ
た
意

見
を
ま
と
め
る
話
合
い
を
し
よ
う
」

◇
目
的
「
…
…
…
…
…
…
…
…
」

◇
決
め
る
こ
と
「
…
…
…
…
…
…
…
…
」

◇
役
わ
り
　

　

し
か
い
：
○
○　

時
間
係
：
□
□　

記
ろ
く
係
：
△
△

Ａ
あ
ん　

○
○
○
○
○
○

Ｂ
あ
ん　

□
□
□
○
○
○

Ｃ
あ
ん　

○
○
○
△
△
△　
　
　

◇
決
ま
っ
た
こ
と

　

・
○
○
○
○
○

参観グループ

話合いグループ

Ｄ
あ
ん
□
□
□
△
△
△



年
間
指
導
計
画

小学三年生　算数

子供が13人います（と言いながら、黒板に
おはじきを13個貼る）。
1つの長いすに4人ずつ座ります（と言いな
がら、おはじきを４個、線で囲む）。
長椅子はいくつ要りますか。

あまりのあるわり算
執　　筆／富山県射水市立大島小学校教諭　　　　　前田正秀
編集委員／文部科学省教科調査官　　　　　　　　　笠井健一
　　　　　前・富山県南砺市立福光東部小学校校長　中川愼一

A つまずいている子 Ｂ 素朴に解いている子 Ｃ ねらい通り解いている子

13÷４＝３あまり１
答え　３つ
（わり算を使うことに気
付いているが、商をその
まま答えとしている）

　子供が13人います。１つの長いすに
４人ずつすわっていきます。
　長いすはいくついりますか。

答え　４つ
（図を基に、長いす
が３脚では足りな
いことに気付いて
いる）

13÷４＝３あまり１
３＋１＝４
わり算をすると1人余るけど、その人が
座るためには、長椅子がもう１つ必要だ
から（式に表して説明できている）。

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

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

本時のねらい

評価規準

見通し

自力解決の様子

学び合いの計画

問題

学習のねらい あまりをどうすればよいのかを考えて、長いすの数をもとめよう。

　場面に即したあまりの処理のしかたについて考える。
（本時６／７時　単元の終末の活用の学習）

　場面に着目し、適切なあまりの処理のしかたについて考えている。（思考 ･ 判断 ･ 表現）

Ｔ：この問題をどのように考えたらよいですか。
Ｃ：式は「13 ÷４＝３あまり１」になります。

Ｃ：でも、答えは３つでよいのかな。１人余ってしまうよ。

Ｔ：余った１人は、どうすればよいか考えましょう。

　子供たちにとっては、正しい理由の説明よりは、間違っている
理由の説明のほうがしやすいものです。学び合いでは、「長いすの
数が３つ」ではだめな理由を考えていくようにするとよいでしょう。
　話合いでは、「たった１人が余ったとしても、長いすはもう１つ
必要」といった考えが出てくることでしょう。この考えは「３＋
１＝４」という式に表すことができます。図と言葉と式を関連付
けながら、子供たちの考えを深めていきましょう。

・わり算を使う。 〔方法の見通し〕
・余りの１人をどうすればよいか考える必要がある。〔結果の見通し〕

子供

長いす

13÷４＝３
あまり１
３＋１＝４３

もう１つ必要。

もう１つ必要。



「13÷４＝３
あまり１」だ
から、答えは
３つでよいで
しょうか。

だめです。
それだと余
った１人は
座れません。

余った子が座る
ために、もう１
つ長いすが必要
だから、答えは
４つです。

式に表すと
「３＋１＝４」
になります。

（「わり算の答えは３」「長いすの数は４」…１をたした数
が問題の答えとなる）

問題の場面に合わせて答えを考える必要がある。

○ 月 ○ 日 （ ○ ）
　 あ ま り を ど う す れ ば よ い か を 考 え て、
長 い す の 数 を も と め よ う

 〈 問 題 〉
　 子 ど も が 13 人
　 １ つ の 長 い す に ４ 人
　 長 い す は い く つ い る ？

 〈 自 分 の 考 え 〉
13 ÷ ４ ＝ ３ あ ま り １
答 え 　 ４ こ

 〈 友 だ ち の 考 え 〉
　 あ ま っ た １ 人 が す わ る た め に は 、 い
す が も う １ つ 必 要 だ か ら 、

３ ＋ １ ＝ ４

 〈 ま と め 〉
　 １ を た し た 数 が 答 え と な る 。
　 場 面 に 合 わ せ て 答 え を 考 え る 。

 〈 問 題 〉
15 ÷ ４ ＝ ３ あ ま り ３
３ ＋ １ ＝ ４ 　（ 答 え ） ４ 箱

 〈 感 想 〉
　 １ を た さ な い と い け な い 場 合 が あ る
の で 、 場 面 に 合 わ せ て 答 え を 考 え て い
き た い で す 。

①三年生全体
の本をかり
た人数

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

　子供たちのなかには、「１人だけで長椅子に座るのはかわいそう」と感じるため、
答えに納得できない子供もいることでしょう。その思いを取り上げて、「実際に座
る場合の工夫」について考えてみるのもおもしろいでしょう。
　実生活のなかでは、１人だけの席へ誰かが移動して、例えば「４＋３×３」とい
う座り方も考えられます。
　求めた４という数は最低限必要な長椅子の数であって、実際の座り方には工夫
の余地があるのです。

・この場面では１をたさないと正しい答えにならないことが分かり、余りも大事だなと思いました。
・１をたさなくてはいけないのは、ほかにどのような場面があるのか考えてみたいです。
・求めた答えが問題の場面に合っているかどうかを確かめるようにしていきたいです。

　余りの処理のしかたについ
て考え、言葉や式を用いて説
明している。

15 ÷４＝３あまり３
余ったケーキを入れるために、も
う１箱必要なので、
３＋１＝４　（答え）４箱

　ケーキが 15 こあります。１
はこにケーキが４こ入ります。
全部のケーキを入れるには、
はこは何はこひつようですか。

評価問題 本時の評価規準を達成した
子供の具体の姿

子供に期待する解答の具体例

わり算の答えが、
問題の答えでは
ない場合もある。



年
間
指
導
計
画

小学三年生　算数

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

A つまずいている子 Ｂ 素朴に解いている子 Ｃ ねらい通り解いている子
　縦の長さしか分か
っていないから、周
りの長さは求められ
ない。

　同じ大きさのボールが8こ、ぴったり入った
はこがあります。
　はこのたての長
さは20㎝でした。
　はこのまわりの
長さは、どれだけ
でしょう。

　ボールが２個で20㎝
なのだから、ボールが４
個では40㎝。
　20＋ 40 ＋ 20 ＋ 40
＝120
　周りの長さは、120㎝。

　長方形の縦や横の長さは円の直径の長さによって
決まる。円が２つで20㎝なので、1つの円の直径は
10㎝。
　横の長さは、その4倍だから40㎝。
　長方形の周りの長さは、直径の12倍だから120㎝。
　20÷2＝10　10×12＝120

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

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

本時のねらい

評価規準

見通し

自力解決の様子

学び合いの計画

問題

学習のねらい 円をうまく使ってまわりの長さを考えよう。

　球の性質と円の性質を関連付けながら、球を囲む箱の周りの長さの求め方を円の直径の長さを基にして考える。
（本時８／８時　円や球の性質について学習した後）

　問題を構成する要素に着目し、球をちょうど半分に切った場合の切り口が最大になるとい
う性質を用いて、箱の周りの長さの求め方を考えている。（思考 ･ 判断 ･ 表現）

Ｔ：この箱の周りの長さを求めることはできそうで
すか。

Ｃ：箱を上から見た形は長方形だから、周りの長さ
は、縦の長さの２倍と横の長さの２倍を足した
ら求められると思います。

Ｃ：でも、縦の長さは 20㎝だと分かっているけど、
横の長さは分からないよ。

Ｃ：ボールは少しでこぼこしているけど、球の形と
見ていけば求められそうだよ。球の切り口は円
だということがヒントになるんじゃないかな。

　ここでは、球を円と関連付けて捉える見方・考
え方を大切にします。立体図形では考えにくくても、
平面図形に置き換えると考えやすくなります。また、
縦の長さから直径の長さを導き出し、その直径の長
さから周りの長さを導き出すという段階的な思考方
法のよさを味わうことができるようにします。

　問題場面は、同じ大きさの球が直方体の形をし
た箱にぴったり入っているという設定です。子供た
ちは、一見関係がまったくなさそうなボール（球）
と直方体という２つの形にとまどうことでしょう。
そこで、円の学習と関連付けながら、球の定義や
性質を調べた前時の学習が生きてきます。

「ボール、箱」を「円、長
方形」とみなして考える。

・箱の縦の長さ 20cm から、ボール（球）の直径の長さが分かる。
・ボール（球）の直径の長さが分かれば、箱の横の長さが分かる。

20㎝



・箱とボールは全然関係ない形だと思っていたけど、箱を長方形、ボール（球）を円と考えたら、考えを
進めるきっかけになりました。

・球（円）が箱（長方形）にぴったり入っているときは、直径のいくつ分で縦、横、周りの長さを求める
ことができることが分かりました。直径の長さに気付いたときは、すごくうれしかったです。

○ 月 ○ 日 （ ○ ）
円 を う ま く 使 っ て ま わ り の 長 さ を 考 え
よ う 。
 〈 自 分 の 考 え 〉

　 た て は 、 ボ ー ル ２ こ
で 20 ㎝ 。 横 は 、 ボ ー ル
が ４ こ あ る か ら 、 た て
の ２ 倍 の 長 さ で４０㎝ 。

 （ 式 ）２０＋４０＋２０＋４０ （ 答 え ） 120 ㎝

 〈 友 だ ち の 考 え 〉
　 直 径 の ２ つ 分 が 20 ㎝
だ か ら 、 円 の 直 径 は 10
㎝ 。 横 は 、 円 が ４ つ な
ら ん で い る の で 、 直 径
の 4 倍 で 40 ㎝ 。

 （ 式 ） 10 ×（ 2 ＋ 4 ＋ 2 ＋ 4 ）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（ 答 え ） 120 ㎝

 〈 ま と め 〉
　 円 が ２ こ な ら ぶ と き の は ば は 、 直 径
の ２ 倍 の 長 さ に な る 。

 〈 問 題 〉
・ た て の 長 さ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ６ ㎝
・ よ こ の 長 さ 　 ６ × ３ ＝ 18 　 　 　 18 ㎝
・ ま わ り の 長 さ

 （ 式 ）
６ ＋ 18 ＋ ６ ＋ 18 ＝ 48
６ × ８ ＝ 48
 　  ↑
 （ 1 ＋ 3 ＋ 1 ＋ 3 ）　 　   （ 答 え ） 48 ㎝

 〈 感 想 〉　
・ は こ と ボ ー ル を 長 方 形 と 円 と 考 え た
　 ら 、 ま わ り の 長 さ が 分 か っ て き ま し
　 た 。

30000

ノート例

感想例

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

学習のまとめ

Ｔ：箱の周りの長さを求めることができましたか。
Ｃ：箱の縦はボール２個で 20㎝。箱の横はボール

４個が並んでいて、縦の２倍だから、長さも
２倍になるので 40㎝。周りの長さは 120㎝に
なりました。

Ｃ：私は、円を使えば周りの長さが求められると思
ったけど、球の切り口はどこを切っても円にな
るから、どうしたらよいのか分からなくなりま
した。

Ｃ：球をちょうど半分に切ったときにできる円が一
番大きくなるでしょ。箱に球がぴったり入ると
いうことは、長方形の中にその円がぴったり並
んでいることと同じだから、直径の２つ分で
20㎝になるよ。

Ｃ：あっ、そうか！　ということは、この円の直径は
10㎝だ。箱の横の長さは直径が４つ分で 40㎝に
なるんだね。それで、周りの長さは、120㎝なん
だね。

　直径の長さを基に、箱
の周りの長さを考えてい
る。

　左のように、直径が６㎝のボールがぴった
り入ったはこがあります。
　このはこのまわりの長さをもとめましょう。

解答　6 × 3 ＝ 18、6 ＋ 18 ＋ 6 ＋ 18 ＝ 48
　　　1 ＋ 3 ＋ 1 ＋ 3 ＝ 8、6 × 8 ＝ 48　

　　（答え）48㎝

評価問題 本時の評価規準を達成
した子供の具体の姿

円が２個並ぶときは、直径の２倍の長さになる。

直径の長さを基にすれば、箱の大きさを求めることができる。

３個並べば３倍、
４個並べば４倍、
…。



小学三年生 体育
年
間
指
導
計
画

　教師のリードでは、「跳ぶ／転がる」「素早く動
く／急に止まる」など動きに差を付けて誇張した
り、「追いつ／追われつ」などの二人組で対応する
動きや「戦い／対決」などの二人組で対立する動
きで変化を付けたりすることが、自然とできるよ
うな言葉がけをしていきます。

授業づくりのポイント
　中学年の表現運動は、「表現」と「リズムダンス」で構成されています。表現運動は、自己の心身を解き放して、イメージ
やリズムの世界に没入してなりきって踊ることが楽しい運動です。また、互いのよさを生かし合って友達と交流して踊る楽し
さや喜びに触れることができます。そのため、誰もが脚光を浴び、友達から賞賛される場面が多く見られます。
　本単元では、「表現」について取り上げ、題材の特徴を捉えてひと流れの動きにして即興的に踊ることと、表したい場面を
中心に「はじめとおわり」を付けて踊ることをねらいとし、いきいきと踊ることやダイナミックな動きをめざします。そのた
めに、まずは教師自身が心と体をほぐし、なりきる楽しさや喜びを実感しながら、体を思い切り動かして踊ってみましょう。
そうすることで、子供たちのよい動きを引き出すことにつながります。

　単元のはじめに、子供たちのイメージをふくらませることが大切です。子供たちと一緒にイメージバスケットを作成するこ
とで、「〇〇になってみたい」「こんな場面があったら楽しいだろうな」など、子供たちの意欲を高めたり、動きや発想を引き
出すきっかけとなったりします。また、表現運動は心と体をほぐす運動からスタートすることで、自然と楽しい雰囲気をつく
り出すことができます。音楽に合わせて、教師と一緒に体を動かしたり、簡単な動きをしたりするだけでも楽しめるという感
覚を味わうことができます。その後は、教師のリードで、「跳ぶ／転がる」、「素早く動く／急に止まる」など動きに差を付け
て誇張したり、「追いつ／追われつ」などの二人組で対応する動きや「戦い／対決」などの二人組で対立する動きで変化を付
けたりして、ひと流れの動きで即興的に踊りましょう。
　なお、ふだんは友達と手をつなぐ運動も取り入れますが、今回は感染症拡大防止のため、友達と一定の距離を保ちながら、
息を合わせて体を動かすなど、離れていても友達とのかかわりを楽しむ工夫を取り入れるとよいでしょう。

楽しもう

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

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

 心と体をほぐそう！（活動例）

イメージバスケット
をつくろう！

教師のリードで即興的に
踊ろう！ イメージカルタの工夫

どの活動も友達との距離をとって活動ができるので、３密を防ぐことができます。

　リンゴ・雷・天井に加えて、子供が体を大き
く動かせる物を挙げていく。空間を広く使った
動きやメリハリのある動きを経験することで、
子供の動きのバリエーションを増やしていく。
教師「お～ちた　お～ちた♪」
子供「な～にが　おちた♪」
教師「大きな　ぼたもち」
子供　大きく口を開ける。

①「○○探検」という言葉から探検
するときの気持ちを想像する。

〈例〉どきどき、わくわく
②ジャングル、宇宙、海底などの小

テーマごとに、イメージする言葉
や様子を出し合い、模造紙に書い
ていく。

〈例〉ジャングル探検……
きけんな生き物におそわれそ
う！　ガオー

　イメージカルタを用い、意図的に特
徴のある場面を設定することで、さま
ざまな場面と出合うことができ、イメ
ージ通りの表現につなげていきます。

　よい動きを引き出すために、「浮いているように」
「ふわふわ」「右に、左によけて」「転がって」など
の動きのヒントになる言葉がけをしましょう！

活動例
①教師がカルタを引く。

②４人組で即興的に踊る。

執　　筆／埼玉県さいたま市立植水小学校教諭　武宮愛子　　　
編集委員／国立教育政策研究所教育課程調査官　塩見英樹
　　　　　埼玉県教育委員会主任指導主事　　　河野裕一

○○探検（空想の世界からの題材）

～表現～

表現運動

ひと流れの動きとは、ひと息で踊れるようなまとまり感をもった動きの連続で、題材や
テーマから思い付くままに捉えたイメージを即興的に表現する場合に用いる動きです。

●おちた　おちた ●新聞紙を使って ●ウォーミングアップダンス

〜自己の心身を解き放して、表現することの楽しさを味わおう〜

二人組で新聞紙の動きに
合わせて体を動かそう。

どんなところに探検に
行きたいかな？ 海の中
はどんな感じだろう？ 
ジャングルではどんな
生き物がいるかな？

宇宙でお散歩をし
よう！ 浮いている
ようにふわふわ～

隕石が飛んでき
た！　右に左に
よけて！　次は
転がって！

次のカルタは……、
底なし沼だぁ～。

リズムに乗って、スキップ、回る、
ジャンプなどの簡単な動きをして楽
しもう！

そこなしぬまだ！！ グラグラ一本橋



単元計画

　単元後半では、表したい場面を中心に「はじめとおわり」を付けた動きをすることをめざします。単元前半で行った即興的
に踊りのなかから、楽しかった動きや気に入った場面を想起させます。そこから、表したい場面とは感じの異なる動きや、急
変する場面などの変化のある動きをつなげて、メリハリ（緩急・強弱）のある動きにして踊ります。子供たちには、「どんな
始まりにしたい？」「どんな終わりにする？」などの発問をし、「はじめとおわり」を付けられるようにしましょう。単元前半
で使ったイメージカルタを掲示しておくと、気に入った場面を想起しやすくなり、子供の考えを引き出すヒントになります。

もっと楽しもう 〜「はじめとおわり」を付けて表したい場面を意識して踊ろう〜

時

0

45

2 3 ４ ６５

●オリエンテーショ
ンをしよう

・学習の進め方の確
認

●心と体をほぐそう
　ウォーミングアッ
プダンスの行い方を
知る。
●イメージバスケッ
トをつくろう

「〇〇探検」からイ
メージや動きを出し
合う。ジャングル探
検・宇宙探検・海底
探検と小テーマを設
定し、イメージした
ことを子供たちから
引き出し、出てきた
言葉を模造紙に書い
ていく。
●教師のリードで即
興的に踊ろう

小テーマの中からい
くつか取り出して踊
ってみる。

・集合、整列、あいさつ、健康観察

授業実践上のポイント

　即興的に表現することを繰り返し行うことで、友達の動きや表情、視
線、ちょっとした動きから友達の思いや考えを受け取り、息の合った
動きができるようになります。
　対立の場面では、戦いごっこにならないように、身体には触れない
ことなど約束事を事前に伝えておくとよいでしょう。

　子供によい動きを見付ける目を養うため、教師自身
が動きの工夫のしかたを意識して言葉がけすること
が必要です。

はじめ 表したい場面 おわり

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

●友達とのかかわり方

●「はじめとおわり」の付け方

●よい動きを広めるための言葉がけ

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、授業前後の手洗いを徹底しましょう。体育館など室内で行う場合には
十分な換気をするとともに、特に呼気が激しくなるような運動は避けるようにしましょう。

1

僕たちのグルー
プは、底なし沼
に落ちたところ
を表したいな！

対決するときは、友
達の表情をよく見て、
息を合わせて対立す
るように動こう！

倒れる瞬間
は、視線で
合図をしよ
う！

○○さんは、
底なし沼に入
ったら、動き
がゆっくりに
なっているね。

ロケットの
ように、手
の先までピ
ンと伸びて
いるね！

底なし沼までは、どんなところ
を探検しようか？　底なし沼か
らはどうやって脱出しようか？

ふり返りをしよう（できたことや分かったこと、友達の真似したい動きなどをふり返る）、整理運動、あいさつ

運動を楽しもう もっと運動を楽しもう

●心と体をほぐそう　※身体的距離を保って行う
スキップ　→　友達と出会ったらエアーハイタッチ、つま先タッチ　→　二人でスキップ、回る（手を合わせるようにして）　→　向かい合って
ダンス（真似する動き、反対になる動き、かけ合う動き）　→　スキップ　→　集合

●小テーマから教師のリードで即興的に踊ろう
〈２時間目〉ジャングル探検
草をかき分ける、上から岩が落ちてくる、蚊の大発生、雷ビリビリ、グラグラ一本橋
〈３時間目〉宇宙探検
ロケット発射、宇宙に放り出される、宇宙人と踊る、ブラックホールに吸い込まれる
〈４時間目〉海底探検
ウミガメに乗って探検、サメが襲ってきた、海賊に遭遇、海賊との戦い
●４人組でイメージカルタをめくって即興的に踊ろう
・ジャングル探検…グラグラ一本橋、はらぺこピラニア、笑いキノコを食べちゃった
・宇宙探検…ロケット発射、隕石が飛んできた、ブラックホールに吸い込まれる
・海底探検…海底を歩く、大きな波にさらわれる、巨大なタコを発見など
●気に入った場面を選び、ひと流れの動きにして踊ろう
・ジャングル探検…わらいキノコを食べちゃった（跳ぶ／転がる）
・宇宙探検…ブラックホールに吸い込まれる（素早く動く／急に止まる）
・海底探検…海賊との戦い（二人組で対立し、動きに変化を付ける）
【工夫のしかた】
①素早く、ゆっくり、急に止まるなど、リズムや速さの変化でメリハリのある動きにする。
②ねじったり、回ったり、跳んだりして、全身を使った動きをする。
③空間や場を効果的に使う。
④一人で、数人でなど、反対にしたり、真似し合ったり、かけ合ったり、友達
とかかわりながら動き方を変化させる。

●グループで見せ合おう
・クラスを半分ずつにして見合う。
・「よい動き」をしているグループ
を取り上げ、同じ動きをする。

・ペアグループで見合う。

〈５時間目〉表したい探検と場面別にグループをつくる。
〈６時間目〉グループの課題を確認する。
●気に入った場面を選び、「はじめとおわり」を付けて
踊ろう

・表したい場面に「はじめとおわり」を付けて、動き
のストーリーを考える。

・一番表したい場面の様子が表れるように工夫する。
・ジャングル探検
　ジャングルに入る　→　底なし沼　→　つるを登っ
て脱出

・宇宙探検
　宇宙遊泳　→　宇宙人に遭遇　→　仲よくなる
・海底探検
　海賊に遭遇　→　海賊との戦い　→　戦いに勝つ

●グループで見せ合い、
アドバイスしよう

・発表するときには、
見てほしいポイント
を伝えるようにする。

●発表会をしよう
・探検ごとに区切って、
メドレー形式で発表
する。

視線で合図を送ったり、表情で息を合わせたりす
ることを大切にした学習過程となっています。感
染症拡大防止に努めながらも、友達と交流して踊
る楽しさや喜びを味わえるようにしましょう。

※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する、更衣室は小人数で使用するなどが考えられます。

ジャングルに入る 底なし沼だ！ つるを登って脱出だ！

「人のいないところへ行こう」「体育館中に
足跡をたくさん残そう」などと言葉がけを
し、空間や場を効果的に使えるようにします。
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執　　筆／埼玉県さいたま市南部児童相談所主幹
　　　　　（前・埼玉県さいたま市立芝川小学校教諭）　神保敏久　　　
編集委員／国立教育政策研究所教育課程調査官　　　　塩見英樹
　　　　　埼玉県教育委員会主任指導主事　　　　　　河野裕一

走・跳の運動　～かけっこ・リレー～
周回リレー

授業づくりのポイント
　中学年における「かけっこ・リレー（走・跳の運動）」では運動の楽しさや喜びに触れ、調子よく走ったり、バトンの受渡
しをしたりできるようになることをめざします。低学年の走・跳の運動遊びでの学びを生かし、基本的な動きや技能を身に付
け、高学年の陸上運動につなげていきます。
　また、自己の課題を見付け、課題解決のために活動の工夫を行うとともに、勝敗を受け入れたり、友達の考えを認めたりす
ることも学んでいきます。じっくりと自己の活動をふり返ったり、学んだことを伝え合ったりする時間を保障するようにしま
しょう。一方で、走ることに苦手意識をもっていたり、意欲的でなかったりする子供もいます。そこで、教師の声かけや規則
の工夫により、誰もが走ることの心地よさや競走の楽しさを味わうことのできるような学習としましょう。
　なお、本実践では、感染症拡大防止の観点から、かけっこの際は、一緒に走る人と２ｍ以上の間隔を空けること、リレーの
際は、一度に複数のチームが競走しないこととしています。

　子供は「速く走れるようになりたい！」という思いを強くもっています。そういった思いを受け止め、単元前半では個々の
走力を伸ばしつつ、タイミングよくバトンを受渡すことに慣れていくことを目標としましょう。子供によい動きのイメージを
もたせることは大切です。よい動きをしている子供をお手本にしたり、陸上選手の走りを動画で見せたりすると、子供はよい
動きのイメージをもてるようになり、姿勢や腕振りのポイントを理解することができます。
　また、教師が動きのポイントを理解することも大変重要です。さまざまな動きに楽しく取り組ませながら、的確にアドバイ
スを行い、子供たちが基本的な動きや技能を身に付けられるようにしましょう。そして子供たち同士で、動きのポイントや友
達のよい動きなど、学んだことを伝え合ったり、互いに励まし合ったりするような学習にしていきましょう。

長座、腕立て、体育座り、あぐらな
ど、さまざまな姿勢からのスタート
を経験することで、「動き出しの強
いキック」「低い姿勢から徐々に起
き上がること」「小股の素早いピッ
チ」など、よい動きを自然と身に付
けられるようにします。

この動きはバトンの
受渡しにつながりま
す。楽しみながら行
うことを心がけまし
ょう。「ね、ね、ね、ね、
犬！」などとフェイ
ントを入れると、大
いに盛り上がります。

本実践では周回リレー（一人１周）に取り組みます。
感染症拡大防止の観点から、スタートとゴールをチー
ムごとに分けた２チームでのリレーを行います。先に
ゴールラインを通過したチームが勝ちです。すべての
子供が楽しめるよう、全員が規則（バトンゾーン、ス
タート・ゴールラインなど）を理解してから取り組め
るようにしましょう。

負けてしまった子供の成長も認め、明
るい雰囲気で前向きに取り組めるよう
にしましょう。

７秒間でゴールができたら、スタ
ートラインを下げていきましょう。
繰り返し行うことで、内側の腕より
も外側の腕のほうを自然と大きく
振ることができるようになります。

楽しもう 〜タイミングのよいバトンの受渡しをめざして周回リレーを楽しもう〜

感覚つくりの運動の例

周回リレー

4/5月

6/7月

8/9月

10/11月

12/1月

2/3月

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

①タグやタオル、スズランテープを腰に付けます。
②２m離れて互いに背を向けて立ちます（感染拡大防止のため）。
③教師が「ネコ（ネズミ）」と言ったら、ネコ（ネズミ）がネ
ズミ（ネコ）を追いかけます。

④タグを取れたら、ネコ（ネズミ）の勝ちです。安全地帯まで
逃げ切ったら、ネズミ（ネコ）の勝ちです。

※同じ相手と３～４回行います。２回目以降は相手を変えます。
※しっぽの長さや安全地帯までの距離は、子供の実態を見て必
要ならば変えていきます。

ネコとネズミしっぽ取りの行い方

15m 15m2m

安全地帯

安全地帯

ネコチーム ネズミチーム

１周約50mの
小トラック

バトンゾーン10m Aチームのスタート・ゴールライン

バトンゾーン10mBチームのスタート・ゴールライン

スムースに走り、
タイミングよくバトンの受渡しをしよう

●変形ダッシュ（15m）

●ネコとネズミしっぽ取り

●７秒間カーブ走

７秒間でゴールで
きそうなスタート
ラインを選んでね。

ね、ね、……。

スタートラインを１m下げ
よう。体をもう少し内側に
傾けて走ってみよう。

最後まで全力でがんばっ
てね。ゴールできるよ。

下を見ず、ゴ
ールの先を見
るようにして
走るといいよ。



リードのしかた

バトンの受渡し

タブレットの活用

単元計画

　単元が進むにつれて、子供は動きのポイントを理解し、技能を向上させていきます。単元の後半は自己の課題を明ら
かにし、その課題を解決していくことをめざします。走り終えた後にチームで話し合うことや、ICT機器を活用すること
で自己の課題を見付けることができるようにしましょう。そして、チームの友達と互いに考えを伝え合いながら繰り返
し練習していきます。教師は子供の願いや困り感に寄り添いながら、必要に応じて助言し、主体的に学べるように支援
をしていきます。タイムを測り、自分たちのチームの伸びを感じられるようにするとともに、学級全体の成長を確認し、
学級集団での達成を喜び合えるようにします。自分たちの学びのよさを実感できるような学習にしていきましょう。
　なお、チームで話し合う際は、感染リスクを避けるため、間隔を十分確保するようにします。

もっと楽しもう 〜バトンの受渡しを上達させ、チームとクラスのベスト記録をめざそう〜

時

0

45

１ ２ ３ ４ ５ ６

運動を楽しもう

●オリエンテーションをしよう
・集合、整列、あいさつ、健康観
察をする。

・安全に関する指導をする。
※「走るときは前の友達が走り終
えてからスタートする」

　「コースは安全か、隣の人と近
すぎないか確認する」

　「集合する際には、一定の間隔
（2m以上）を空ける」
・準備運動をする。
・１周のタイムを計測し、チーム
編成をする。

※チームの合計タイムができる限
り均等になるようにしましょう。

※チーム数もチームの人数も偶数
のほうがよいでしょう。

・試しの周回リレーをする。
※バトンを使用し、初めの記録（タ
イム）を計測しましょう。

●タイミングのよいバトンの受渡しをめざし、周回リレーを楽しもう
・バトンパス競走に取り組む。
※チーム内で３人組をつくり、30mバトンパス競走を行います。
※リレーで走る順番に合わせたペアで走るとよいでしょう。
※バトン受渡しに慣れていない単元前半はリングバトンを使用するこ
とも考えられます。

※走り終わった後に走り始めるタイミングはよかったか、走りながら
バトンの受渡しができたかを３人組で確認します。

・周回リレーに取り組む。
※一人１周の周回リレーを楽しみます。
※作戦タイムを取り、チームでふり返りを行います。ふり返ったこと
を生かすため、リレーは２回以上行うようにしましょう。

●バトンの受渡しを上達させ、チームとクラスのベスト
記録をめざそう

・それぞれのチームでバトンパス競走に取り組む。
※走る順番や走り始める位置を相談しながら行います。
※ ICT 機器を活用すると、自分たちの課題が見付けや
すくなります。

※子供の実態に合わせてリレーバトンを使用しましょう。
・タイムアタック周回リレーに取り組む。
※周回リレーを行い、各チームのタイムを計測します。
※チームやクラス合計タイムの記録向上をめざしてチャ
レンジします。

※第１時の記録 ( 初めの記録 ) と比べたり、表にしたり
すると伸びが実感しやすいでしょう。

・集合、整列、あいさつ、健康観察、準備運動、感覚つくりの運動（変形ダッシュ、ネコとネズミしっぽ取り、７秒間カーブ走）をする。
※健康観察では子供一人ひとりの表情をよく見るようにしましょう。健康観察後も表情や動きを注視することが大切です。密集や
密接を避けるとともに熱中症にも注意するよう（水分補給をするタイミングを指導計画に位置付けます）に声かけをしましょう。
地域の感染状況に応じて、水分補給の前には石鹸などを使用した手洗いを行うことも考えられます。

※単元が進み、動きや技能が高まってきたら、「感覚つくりの運動」の時間を短くしたり、種目を減らしたりしましょう。

教師は子供たちの様子をよ
く見て、「今のタイミングは
すごくいいよ」など積極的
に声をかけていきましょう。

自分のチームだけではなく、
相手チームを応援する姿や、
終了後に結果を素直に認める
前向きな姿を大いに賞賛し、
学級に広めていきましょう。

レースの後もふり返りを行います。
走っていないチームが撮影するなど、
役割分担をしてもよいでしょう。

課題の解決に取り組む姿

〜単元前半はかけっこやリレーの動きのポイントを学び、小トラックを利用した周回リレーをして楽しみます。単元
後半は、チームや学級の新記録の達成をめざしていきます。〜

あれ、うまく
いかないな。
バトンゾーン
を出ちゃいそ
うだよ。

もう少しスタ
ートを待って
くれたら、う
まくいきそう
な気がするよ。

「ハイ」って言われ
てから、後ろに真っ
直ぐ手を伸ばして
みたらどう。「ハイ」
の声も少し小さか
った気がするな。

今度はしっ
かり大きな
声で言うね。

やったね、大成功。これでチー
ムのベスト記録も出そうだよ。

「ハイ」って
言ったら、手
を出してね。

少し後ろから来る
のを待ってしまっ
ている気がするよ。
動画で見てみよう。

今度は手のひら
を上に向けてみ
るよ。腕も動か
しちゃったから、
渡しづらかった
よね。

足で線を引
いて、出る
タイミング
が分かるよ
うにしたら
どうかなあ。

分かった。
やってみる
よ。もう一
度走ってみ
よう。

タイミングバッチリ大成功だ。

あれ、うまくいかない。
落としちゃった。

Ａチーム
Ｂチーム
Ｃチーム
Ｄチーム
Ｅチーム
Ｆチーム
クラス合計

ベストタイムを更新した際に★印を付けるなどをすることは、
子供たちの意欲付けにつながります。

ベストタイム
１分５秒２
１分５秒４
１分６秒７
１分６秒３
１分５秒８
１分６秒４
６分36秒７

１回目
★１分５秒０
　１分５秒８
★１分６秒４
★１分６秒０
　１分５秒９
★１分６秒２
★６分35秒３

２回目
　１分５秒２
★１分５秒３
★１分６秒２
★１分５秒５
★１分５秒０
　１分６秒３
★６分33秒５

１回目のリレーで子供たちが
感じた思いや願いを基に、学
習課題を立てていきます。ふ
り返りでの発言や学習ノート
に書かれていることを大切に
しましょう。

ス
タ
ー
ト

ゴ
ー
ル

10 ｍ 10ｍ 10ｍ

見て（撮影して）
アドバイスをする

タブレットで撮影
して、チームみん
なで見てみよう。

本当だ。ずっと後
ろを見て、待って
いる。今度は全力
でスタートダッシ
ュしてみるね。

●ふり返りをしよう　・できたことや分かったこと、困ったこと、友達のよかったところをふり返り、次時につなげる。　・整理運動、あいさつをする。

もっと運動を楽しもう


