
①
身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

物
語
を
読
み
、
作
者
の
表
現
や
言
葉
か
ら
豊
か
に
想
像
し
、
作
品
の
も
つ
よ
さ
を
感
じ
取

る
力
を
養
う
こ
と
を
ね
ら
い
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
、
作
者
の
生
き
方
や
考
え
方
に
つ
い
て
も

捉
え
、
作
品
の
世
界
観
を
作
者
の
生
き
方
や
表
現
さ
れ
て
い
る
言
葉
を
根
拠
に
想
像
力
を
広

げ
て
読
む
力
の
育
成
を
目
指
し
ま
す
。

②
言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

　

本
単
元
の
言
語
活
動
は
「
物
語
を
読
ん
で
想
像
し
た
こ
と
を
も
と
に
、
考
え
た
こ
と
を
伝
え
合

う
活
動
」
で
す
。「
や
ま
な
し
」
に
表
さ
れ
た
世
界
を
、
そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
や
表
現
を

も
と
に
し
な
が
ら
想
像
し
、
自
分
の
考
え
を
書
く
た
め
に
は
、
複
数
の
叙
述
を
結
び
付
け
た
り
、

表
現
の
効
果
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
ま
た
、
作
者
に
よ
る
独
特
な
表
現
に
着
目
し
、

語
感
や
言
葉
の
使
い
方
に
対
す
る
感
覚
を
意
識
す
る
こ
と
も
重
要
で
す
。
そ
れ
ら
を
書
評
と
い
う

形
式
で
表
す
際
に
は
、
自
分
の
考
え
が
独
り
よ
が
り
に
な
ら
ず
、
書
評
を
通
し
て
作
品
に
ふ
れ
る

読
者
の
こ
と
を
意
識
す
る
必
要
も
あ
り
ま
す
。

【
今
回
の
書
評
の
項
目
】

○
初
め
…
あ
ら
す
じ　

作
品
と
の
出
会
い　

な
ど

○
中
…
作
者
や
作
品
の
特
徴
、
引
用
な
ど
（
作
品
の
中
で
心
に
残
っ
た
と
こ
ろ
や
作
者
の 

　
　
　

考
え
方
や
生
き
方
に
関
わ
る
と
こ
ろ
、
表
現
の
よ
さ
に
つ
い
て
）

○
終
わ
り
…
自
分
の
考
え
（
作
品
を
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
）

１　

単
元
で
付
け
た
い
資
質
・
能
力

指
導
事
項　
〔
知
識
及
び
技
能
〕（
１
）
オ

　
　
　
　
　
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
Ｃ　

⑴　

エ
・
オ　
　

言
語
活
動　

イ

２　

単
元
の
展
開
（
８
時
間
扱
い
）

次

時

主
な
学
習
活
動

①
「
や
ま
な
し
」
を
読
ん
で
、
初
発
の
感
想
か
ら
疑
問
を
整
理
し
、
学
習
計

画
を
立
て
る
。

②
「
書
評
」
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
た
ら
よ
い
の
か
新
聞
の
書
評
や

教
師
の
モ
デ
ル
文
か
ら
考
え
る
。                             

ア
イ
デ
ィ
ア
①

③
④
「
や
ま
な
し
」
を
読
み
、
独
創
的
な
表
現
や
優
れ
た
表
現
を
抜
き
出
し
、

宮
沢
賢
治
の
人
柄
と
物
語
と
を
関
連
付
け
て
想
像
す
る
。  

ア
イ
デ
ィ
ア
②

⑤
自
分
が
想
像
し
た
こ
と
を
も
と
に
、
作
品
を
通
し
て
作
者
が
伝
え
よ
う
と

し
て
い
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ま
と
め
る
。

⑥
「
や
ま
な
し
」
の
書
評
を
書
く
。

⑦
「
や
ま
な
し
」
の
書
評
を
読
み
合
い
、
他
の
人
の
感
じ
方
や
捉
え
方
か
ら

新
た
な
気
付
き
を
得
て
、
再
度
「
や
ま
な
し
」
を
読
む
。   

ア
イ
デ
ィ
ア
③

⑧
今
回
の
学
習
を
振
り
返
る
。

一

１・２

三

７・８

二

３〜６

編
集
委
員

執
　
　
筆

神
奈
川
県
横
浜
市
立
港
北
小
学
校
教
諭
　
　
　
鈴
木
裕
乃

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

作
品
の
世
界
を
捉
え
、

自
分
の
考
え
を

書
こ
う

領
域　
Ｃ　
読
む
こ
と

単
元
名

６年
国語科

８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

教
材
名

光
村
図
書

「
や
ま
な
し
」

学
習
課
題
自
分
が
想
像
し
た
「
や
ま
な
し
」
の
世
界
を
書
評
に
ま
と
め
、
友
達
と

感
想
を
伝
え
合
お
う



「
や
ま
な
し
」
の
特
徴
は
、
物
語
が
五
月
と
十
二
月
に
分
か
れ

て
い
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
全
文
シ
ー
ト
を
使
い
、
鉱
物
の
表

現
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
、
色
を
表
す
言
葉
、
登
場
人
物
の
会
話
に
着

目
し
、
比
較
し
な
が
ら
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
視
点
を
明
ら

か
に
し
な
が
ら
比
較
し
て
読
む
こ
と
で
、
独
特
の
表
現
で
あ
っ

た
り
不
思
議
な
表
現
で
あ
っ
た
り
す
る
理
由
や
作
者
の
意
図
に

気
付
く
ヒ
ン
ト
を
得
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
五
月
の
か
わ
せ
み
の
表
現
が
、「
鉄
色
に
変
に
底

光
り
し
て
」
と
あ
る
も
の
は
、
比
較
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
、
単

に
か
わ
せ
み
を
表
現
し
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
十
二
月
の
や
ま

な
し
の
「
き
ら
き
ら
っ
と
し
た
黄
金
の
ぶ
ち
」
を
比
べ
て
読
む

こ
と
で
、
作
者
が
五
月
と
十
二
月
を
ど
の
よ
う
に
表
そ
う
と
し

た
の
か
と
い
う
情
景
描
写
の
意
図
に
ま
で
気
付
き
、
自
分
の
読

み
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
比
較
し
な
が
ら
表
現
や
そ
の
効
果
に
着
目
し

て
読
ん
だ
こ
と
を
友
達
と
対
話
す
る
こ
と
で
、
一
つ
一
つ
の
表

現
に
丁
寧
に
立
ち
止
ま
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
結
果
と
し

て
、
作
品
と
の
対
話
が
進
み
、
想
像
が
豊
か
に
広
が
り
ま
す
。

ま
た
、
場
面
同
士
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
表
現
に
暗
示
さ
れ
て

い
る
も
の
や
作
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
よ
う
な
も
の
を
よ
り
意
識

し
て
読
む
よ
う
に
な
る
の
で
、
多
角
的
に
作
品
を
捉
え
る
こ
と

に
つ
な
が
る
の
で
す
。

　

自
分
の
捉
え
た
物
語
の
世
界
を
書
評
と
い
う
形
で
表
現
し
た

も
の
を
他
の
人
と
交
流
し
、
自
分
の
読
書
生
活
に
生
か
す
よ
う

に
し
ま
す
。

　

同
じ
作
品
で
あ
っ
て
も
、
実
体
験
や
読
書
体
験
が
異
な
る
こ

と
で
、
心
に
残
る
言
葉
や
場
面
、
捉
え
方
は
人
に
よ
っ
て
違
い

ま
す
。
他
の
人
と
お
互
い
の
書
評
を
読
み
合
い
、
作
品
に
対
す

る
お
互
い
の
考
え
を
伝
え
合
う
こ
と
で
、
作
品
の
優
れ
た
叙
述

や
そ
の
効
果
に
つ
い
て
、
自
分
だ
け
で
は
気
付
く
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
こ
と
に
気
付
い
た
り
、
情
景
描
写
に
基
づ
く
登
場
人

物
の
心
情
や
そ
の
変
化
の
新
た
な
部
分
に
気
付
い
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
物
語
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
へ
の
感

覚
が
磨
か
れ
、
強
く
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
作
品
や

作
者
の
魅
力
が
よ
り
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
ね
ら
っ
て
い
る
の
は
、
書
評
を
介
し
て
意
見
や
感
想

を
交
流
す
る
に
留
ま
ら
ず
、
他
の
人
と
の
感
想
や
意
見
の
交
流

を
き
っ
か
け
と
し
て
、
再
度
「
や
ま
な
し
」
を
読
む
こ
と
で
、

他
の
人
の
読
み
を
自
分
に
取
り
入
れ
て
読
む
こ
と
で
す
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、
作
者
の
言
葉
の
使
い
方
や
表
現
方
法
に
対
す
る

新
た
な
気
付
き
を
体
験
的
に
得
る
こ
と
と
な
り
、
物
語
か
ら
想

像
す
る
世
界
が
、
広
が
っ
た
り
深
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
に
繋
が

る
の
で
、
自
分
の
読
書
生
活
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
と
い
う
わ

け
で
す
。

【
再
読
後
の
感
想
】

　

児
童
の
初
発
の
感
想
は
「
表
現
が
独
特
。」「
不
思
議
な
言
葉

が
多
い
。」「
ど
ん
な
話
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。」「
な
ん
で
こ
の

よ
う
な
描
き
方
な
の
だ
ろ
う
。」
な
ど
理
解
し
に
く
い
こ
と
が

多
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
表
現
や
そ
の
効
果
に
着
目
し
た
読
み
を
し
て
い
く

こ
と
を
学
習
計
画
の
中
核
と
し
、
書
評
を
書
く
こ
と
を
言
語
活

動
に
設
定
し
ま
す
。
書
評
の
構
成
は
、「
初
め
」
は
、
作
品
と

の
出
会
い
を
中
心
に
ま
と
め
、「
中
」
に
は
、
物
語
の
世
界
を

味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
、
感
動
や
ユ
ー
モ
ア
な
ど
を
生
み
出
し

て
い
る
優
れ
た
叙
述
、
暗
示
性
の
高
い
表
現
、
メ
ッ
セ
ー
ジ

や
題
材
を
強
く
意
識
さ
せ
る
表
現
を
引
用
し
、
自
分
の
考
え
に

つ
な
げ
ま
す
。「
終
わ
り
」
は
、
文
章
の
内
容
や
構
造
を
捉
え
、

精
査
・
解
釈
し
な
が
ら
考
え
た
り
理
解
し
た
り
し
た
こ
と
を
基

に
、「
や
ま
な
し
」
の
世
界
観
を
自
分
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て

い
る
の
か
な
ど
、
自
分
の
考
え
を
書
き
ま
す
。

　

今
回
の
書
評
は
、
物
語
か
ら
想
像
し
た
世
界
を
、
自
分
の
考

え
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

作
品
中
の
表
現
や
言
葉
か
ら
、
物
語
の
世
界
を
ど
の
よ
う
に
想

像
し
た
の
か
と
い
う
自
分
の
読
み
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
、
表

現
や
言
葉
の
効
果
に
つ
い
て
主
体
的
に
ま
と
め
て
い
く
こ
と
に

つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
書
評
に
ま
と

め
る
こ
と
は
目
的
で
は
な
く
手
段
で
あ
り
、
読
み
進
め
て
い
く

う
ち
に
何
度
も
書
き
換
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
際
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
端
末
を
活
用
す
る
と
書
き
換
え
の
負
担
が
減
り
ま
す
。

ア
イ
デ
ィ
ア
①

物
語
か
ら
想
像
し
た
り

考
え
た
り
し
た
こ
と
を

主
体
的
に
書
評
に
ま
と
め
る

ア
イ
デ
ィ
ア
③

こ
れ
か
ら
の
読
書
生
活
を

豊
か
に
す
る
読
み
方
を

自
覚
す
る

ア
イ
デ
ィ
ア
②

自
分
の
読
み
を
見
直
し
、

物
語
の
世
界
を

多
角
的
に
捉
え
る

主体的
な学び

深い
学び

対話的
な学び

五月は「かわせみ」が川に飛び込み、
十二月は「やまなし」が落ちてきます。
私が、このことから想像できるのは、自
らの意思と自然体ということです。その
意味では、〇〇さんが話していた「動」
と「静」という言葉が気になったので、
その視点でもう一度読んでみたら、確か
に五月には動きが感じられ、十二月は静
かな感じがしました。五月と十二月が昼
と夜に書き分けられている理由が、伝わ
ってきました。

□□さんが言っていた、五月は「かわせ
み」を「鉄砲玉」や「コンパスのように」
と比喩表現で表し、十二月は「やまなし」
を「トボン」や「ぼかぼか」とオノマト
ペで表しているので、そこに注意して
読むということをやってみました。する
と、単にたとえたりオノマトペを使った
りしているのではなく、ねらいをもって
使っているのではないかと気付きました。
比喩表現で鋭さを出し、オノマトペで柔
らかさを出しているから、十二月の方が、
優しく感じられると思いました。

五月のかにの親子の会話からは、緊
張感が伝わるけれど、十二月の会
話からは、幸せそうなかにの親子
の生活が感じられる。同じかにの
親子なのに、登場する生き物や起
こる出来事によって、心情の変化
が感じられておもしろいと思った。

オノマトペに注目すると、光を表
す言葉が五月は「ギラギラ」とあ
るけれど、十二月は「きらきらっ」
となっている。五月は強くて、恐
怖を感じる光り方だけど、十二月
は、とてもきれいで明るく温かい、
嬉しい感じがする。現実には五月
が初夏で十二月が冬なのに、物
語では逆転している。この表現が、
不思議な世界を作っているのかも
しれない。

五月の「鉄色に変に底光りして上
の方へ」がなんだか不気味な暗い
感じがします。十二月の「きらき
らっとした黄金のぶちが光りまし
た」と比べて、どちらも上へ上が
っていったときの場面だけど、真
逆の表現がされています。賢治は、
五月と十二月を真逆の世界として
描きたかったのかな。

書評

題名

はじめに

はじめに

はじめに

銀河鉄道の夜 作者 宮沢　賢治

　 宇 宙 を 走 る 銀 河 鉄 道 。 窓 の 外 に は 美 し い 風
景 が 広 が り ま す 。 宮 沢 賢 治 は 、 イ ー ハ ト ー ヴ
を 舞 台 に し た 作 品 を た く さ ん 書 い て い ま す 。
宮 沢 賢 治 な ら で は の 表 現 を 味 わ い な が ら 、 銀
河 ス テ ー シ ョ ン か ら 旅 に 出 て み ま し ょ う 。

　 こ の 作 品 は 妹 の ト シ を な く し た 悲 し み の 中
で 書 か れ ま し た 。 ど う す る こ と も で き な い 大
切 な 人 と の 別 れ の 悲 し み と 、 そ れ で も 生 き て
い く こ と へ の 切 実 な 思 い に 心 が 動 か さ れ ま す。
宮 沢 賢 治 の 物 語 を ぜ ひ 読 ん で く だ さ い 。

　 こ の 物 語 の 主 な 舞 台 は 銀 河 の 世 界 で す 。 そ
こ は 、 地 上 で は 見 ら れ な い よ う な 美 し い 景 色
が 広 が り ま す 。 「 稜 か ら 霧 の よ う な 青 白 い 光
を 出 す 鋼 玉 」 「 ま っ 赤 な う つ く し い さ そ り の
火 」 な ど 色 彩 豊 か な 世 界 に 読 ん で い る と 引 き
こ ま れ ま す 。
　「 き っ と み ん な ほ ん と う の さ い わ い を さ が
し に 行 く 。 ど こ ま で も 僕 た ち 一 緒 に 進 ん で 行
こ う。」と い う ジ ョ バ ン ニ の 言 葉 に 宮 沢 賢 治 の
思 い が よ く 表 れ て い る と 考 え ら れ ま す 。

【初め】
・あらすじ
・筆者について
・作品との出合い

【終わり】
・作品を読んで

感じたこと
・作品への考え

方や捉え方が
変わったとこ
ろ

【中】
・心に残ったとこ

ろ
・メッセージを受

け取ったところ
・言葉や表現の効

果について



①
身
に
付
け
た
い
資
質
・
能
力

　

互
い
の
立
場
や
意
図
を
明
確
に
し
な
が
ら
計
画
的
に
話
し
合
い
、
考
え
を
広
げ
た
り
ま
と

め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
メ
ン
バ
ー
を
変
え
な
が
ら
、
同

じ
話
題
で
語
り
合
う
こ
と
で
、
友
達
は
話
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
い
る
か

知
る
と
と
も
に
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
、
深
め
た
り
、
新
し
い
視
点
を
見
付
け
た
り
し

て
い
く
力
の
育
成
を
目
指
し
ま
す
。

②
言
語
活
動
と
そ
の
特
徴

　

本
単
元
の
言
語
活
動
は
「
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
友
達
の
考
え
を
聞
き
、
話
題
に
対
す
る
自
分

の
考
え
を
ま
と
め
る
」
活
動
で
す
。
話
題
に
対
す
る
考
え
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
意
識
し
て
話

し
合
う
こ
と
で
、
自
分
の
考
え
を
様
々
な
視
点
か
ら
広
げ
た
り
、
互
い
の
考
え
を
比
較
し
た
り
し

な
が
ら
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
最
高
学
年

と
し
て
何
か
月
か
過
ご
し
て
感
じ
て
い
る
こ
と
や
、
こ
れ
か
ら
の
生
活
に
生
か
そ
う
と
す
る
も
の

な
ど
、
い
ま
の
自
分
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
児
童
に
必
要
感
の
あ
る
話
題
を
設
定
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

ま
た
、
話
し
合
う
グ
ル
ー
プ
と
観
察
す
る
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
活
動
す
る
こ
と
で
、
友
達
の

よ
い
話
し
方
や
聞
き
方
を
自
分
た
ち
の
話
合
い
に
取
り
入
れ
る
と
と
も
に
、
客
観
的
に
話
合
い
の

様
子
を
捉
え
、
そ
の
価
値
を
自
覚
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　

ま
た
、
話
し
合
っ
た
内
容
を
記
録
し
て
お
く
こ
と
で
、
話
合
い
の
内
容
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、

自
分
の
考
え
と
友
達
の
考
え
の
共
通
点
や
相
違
点
を
整
理
し
な
が
ら
、
話
題
に
対
す
る
自
分
の
考

え
を
ま
と
め
る
こ
と
が
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
）
オ

　
　
　
　
　
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
Ａ　

⑴　

オ　
　

言
語
活
動　

ウ

２　

単
元
の
展
開
（
３
時
間
扱
い
）

次

時

主
な
学
習
活
動

①
話
合
い
を
通
し
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
と
い
う
単
元
の
見
通
し
を
も
ち
、

話
題
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
書
く
。

・
話
し
合
う
こ
と
の
価
値
や
意
義
を
知
り
、
自
分
の
生
活
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で

考
え
が
広
が
っ
た
り
深
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
を
知
る
。

・
話
し
合
う
話
題
を
決
め
、
自
分
の
考
え
を
書
く
。                

ア
イ
デ
ィ
ア
①

②
グ
ル
ー
プ
で
考
え
を
交
流
し
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

・
話
合
い
を
す
る
グ
ル
ー
プ
と
観
察
す
る
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
。ア

イ
デ
ィ
ア
②

・
話
題
に
対
す
る
考
え
を
交
流
す
る
。

・
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
を
変
え
、
初
め
の
グ
ル
ー
プ
で
出
た
話
を
報
告
し
て
か

ら
話
し
合
う
。                                                      

ア
イ
デ
ィ
ア
③

・
話
合
い
を
終
え
た
時
点
で
の
話
題
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
、
再
度
、

初
め
の
グ
ル
ー
プ
で
交
流
す
る
。

③
話
合
い
の
振
り
返
り
を
す
る
。

・
話
合
い
を
通
し
た
自
分
の
考
え
の
変
容
に
つ
い
て
振
り
返
る
。

・
話
合
い
の
価
値
・
意
義
に
つ
い
て
振
り
返
る
。

一

１

三

３

二

２

編
集
委
員

執
　
　
筆

神
奈
川
県
浜
市
立
大
鳥
小
学
校
教
諭
　
　
　
角
田
峻
介

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

話
を
聞
き
合
っ
て
自
分

の
考
え
を
ま
と
め
よ
う

領
域　
Ａ　
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

単
元
名

６年
国語科

９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

「
い
ち
ば
ん
大
事
な
も
の
は
」

学
習
課
題
話
を
聞
き
合
っ
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
よ
う
。



　

本
単
元
で
は
、
話
合
い
の
メ
ン
バ
ー
を
変
え
な
が
ら
「
い

ろ
い
ろ
な
考
え
方
を
聞
い
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
」

と
い
う
こ
と
を
学
び
ま
す
。
教
科
書
の
話
合
い
の
例
や
教
師

に
よ
る
モ
デ
ル
提
示
な
ど
を
行
う
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
に
話

合
い
を
進
め
れ
ば
よ
い
か
イ
メ
ー
ジ
を
も
て
る
よ
う
に
す
る

と
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
際
、
時
間
の
設
定
や
、
メ
ン
バ
ー

の
交
替
の
仕
方
、
メ
モ
の
取
り
方
な
ど
、
な
る
べ
く
具
体
的

に
例
を
示
す
こ
と
で
見
通
し
を
も
っ
て
学
習
に
取
り
組
め
る

よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
話
合
い
の
記
録

に
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
端
末
を
活
用
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
教
科
書
で
は
、「
こ
れ
か
ら
の
生
活
で
大
切
に
し

て
い
き
た
い
考
え
」
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
児
童
の
実
態
に
応
じ
た
話
題
を
考
え
る
こ
と
で
必

要
感
を
も
っ
て
話
し
合
え
る
よ
う
に
し
ま
す
。
話
題
に
す
る

内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
の
自
分
の
生
き
方
や
社
会
と

ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
き
た
い
か
な
ど
、
話
し
合
っ
た
内

容
を
学
習
経
験
と
し
て
蓄
積
し
て
い
け
る
も
の
が
よ
い
で
し

ょ
う
。

　

話
合
い
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
他
者
の
考
え
が
自
分

の
考
え
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
か
を
意
識
し
な
が
ら

活
動
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
話
し
合
う
前
に
書
き
込
ん
だ

自
分
の
考
え
に
友
達
の
考
え
を
書
き
込
む
際
、
色
分
け
を
し

て
書
き
込
む
な
ど
、
自
分
の
考
え
と
他
者
の
考
え
と
を
区
別

し
な
が
ら
話
し
合
う
こ
と
で
、
話
し
手
の
考
え
と
比
較
し
な

が
ら
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

記
録
を
も
と
に
話
合
い
の
振
り
返
り
を
行
う
こ
と
で
、
話

合
い
の
途
中
で
は
気
付
か
な
か
っ
た
新
し
い
考
え
を
発
見
し

た
り
、
自
分
の
考
え
に
変
容
を
与
え
た
友
達
の
考
え
や
言
葉

を
整
理
し
、
自
分
に
取
り
入
れ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

イ
ベ
ン
ト
を
開
く
以
外

に
も
、
み
ん
な
の
た
め

に
で
き
る
活
動
が
あ
り

そ
う
だ
な
。
自
分
の
委

員
会
だ
っ
た
ら
、
…
…
。

委
員
会
で
の
活
動
等

と
関
連
さ
せ
て

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
な
ど
の

観
点
か
ら

　

単
元
の
終
末
に
は
、
話
合
い
の
前
後
で
考
え
が
ど
の
よ
う

に
変
容
し
た
の
か
を
振
り
返
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
際

は
、
友
達
の
ど
の
よ
う
な
考
え
や
意
見
、
言
葉
が
自
分
に
影

響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
分
か
る
よ
う
に
し
て
お
く
と
よ

い
で
し
ょ
う
。

　

話
合
い
を
観
察
す
る
グ
ル
ー
プ
は
、
ど
の
よ
う
な
意
見
や

話
し
方
が
交
流
を
活
発
に
し
て
い
た
の
か
、
メ
モ
を
取
り
な

が
ら
参
加
す
る
こ
と
で
、
振
り
返
る
際
に
活
用
で
き
ま
す
。

ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
端
末
な
ど
で
話
合
い
の
様
子
を
記
録
し
て
お

く
こ
と
で
、
繰
り
返
し
客
観
的
に
振
り
返
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
そ
の
際
、
意
見
を
引
き
出
す
話
合
い
の
進
め
方
や
、
相

手
に
伝
わ
り
や
す
い
話
し
方
や
表
現
、
言
葉
な
ど
、
話
合
い

の
仕
方
に
つ
い
て
も
振
り
返
る
こ
と
で
、
話
し
合
う
こ
と
の

価
値
や
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
他
の
学
習
に

も
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
話
し
合
う
力
を
着
実
に
身
に
付
け
て
い
く
に
は
、

本
単
元
に
限
ら
ず
、
年
間
を
通
じ
て
継
続
的
に
必
要
感
を
も

っ
て
指
導
し
て
い
く
こ
と
も
大
切
で
す
。

ア
イ
デ
ィ
ア
①

学
ぶ
意
欲
を
高
め
、

話
合
い
へ
の
意
欲
を

高
め
る
た
め
の
話
題
設
定

ア
イ
デ
ィ
ア
③

自
分
の
考
え
の
広
が
り
や

深
ま
り
を
自
覚
し
、

学
習
の
振
り
返
り
を
行
う

ア
イ
デ
ィ
ア
②

話
合
い
の
内
容
を
視
覚
化
し
、

振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
記
録

主体的
な学び

深い
学び

対話的
な学び

【
話
題
設
定
の
例
】

学級目標で掲げためあて
に向かってぼくは、こん
なことをがんばってきた
けれど、他のみんなはど
うだろう。

○○さん
みたいに、
二人の意
見を結び
付けて考
えを言え
るように
なりたい
な。

今、環境を守る
ために様々な取
り組みがあるけ
れど、今の自分
にできることと
しては、……。

最高学年として、
こんな学校にし
ていきたいな。
わたしは図書委
員だから、本を
通して……。

　話題に対して「自分は、こう考える」
というように、話し合う際に立場と
考えを明らかにできる話題を設定す
る。

ぼ
く
は
、
学
校
の
み
ん

な
が
外
で
遊
び
た
く
な

る
よ
う
に
お
も
し
ろ
い

遊
び
を
ポ
ス
タ
ー
で
紹

介
で
き
た
ら
い
い
な
と

思
っ
て
い
て
、
…
…
。

自
分
の
考
え
に
付
け
足
し
て
い
る
も

の
の
多
く
は
、
み
ん
な
で
や
る
こ
と

が
多
い
な
。
自
分
一
人
で
で
き
る
活

動
ば
か
り
考
え
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
な
。

似た考えでも理由
を聞くと、違う場
合もあるんだね。

ここで、他の人の
考えも聞いてみた
らよかったかもね。



６年
算数科

　複合図形は、既習の図形がどのように組み合わ
されているのか、見方を変えて考える必要があり
ます。既習の図形にはどのようなものがあったの
かを振り返らせ、今回の複合図形の中に見える既
習の求積可能な図形を捉えられるようにします。

　導入場面で提示された問題場面の図を捉えた活
動をもとに、正方形、 　の円、直角三角形など複数
の図形が含まれていることを押さえます。そして、
それらの既習図形の面積をたしたり引いたりすれ
ば、求められることに気付かせることが大切です。

学び合いの計画

Ｔ：前時までに、円や半分の円、 　の円の面積を求めるこ
とができるようになりました。

Ｔ：この図形の面積を求めることができるでしょうか。
Ｃ：正方形の中に葉のような形があるけれど……。
Ｃ：正方形の一辺を半径とする 　の円が重なっている図

形だね。
Ｃ：重なりの部分を求める公式ってあるのかな？
Ｃ：線を引いて求められる形にして計算したらどうかな。
Ｔ：どのように工夫したら求められるか考えましょう。

執　　筆

編集委員

見通し

（本時　４／６時）本時のねらいと評価規準

　下の図で、色
をぬった部分の
面積を求めまし
ょう。

問題場面

自力解決の様子

A つまずいている子 B  　の円と直角三角形を基に
考える子

C 正方形から 　の円の面積を引いて
考える子　 　の円が２つあり、面

積も求められるが、その
先がどうしたらよいか分
からない。

10 × 10 × 3.14 ÷ 4 ＝ 78.5
10 × 10 ÷ 2 ＝ 50
78.5 － 50 ＝ 28.5
28.5 × 2 ＝ 57　　57㎠

＋ 10 × 10 ＝ 100
10 × 10 × 3.14 ÷ 4 ＝ 78.5
100 － 78.5 ＝ 21.5
21.5 × 2 ＝ 43
100 － 43 ＝ 57　　57㎠

どのように考えたら、複雑な図形の面積を求めることができるだろう。本時の学習課題

埼玉県桶川市立川田谷小学校教諭　関　　裕也
文部科学省教科調査官　　　　　　笠井　健一
浦和大学教授　　　　　　　　　　矢部　一夫

円の面積
単元名８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

円を含む複合図形の面積について、既習の求積可能な図形の面積を基にして分割して考え、図
や式を用いて説明することができる。（思考力、判断力、表現力等）
既習の求積可能な図形を基にして、図や式を用いて説明することができる。評価規準

ねらい

 　の円と正方形
の面積を使って考
えてみよう。

 　の円から直角三
角形の面積を引いて
考えてみよう。

正方形から 　の円
の面積を引いて求め
られないかな。

１
４

１
４

１
４

１
４

１
４

1
4

１
４

10㎝

10㎝

− ＝

＝×2

−

−

＝

＝

×2＝

１
４

１
４

A B C



Ｔ：Ｂ児はどのように考えたのでしょうか。
Ｃ：  　円から直角三角形を引けば、色のついている

部分の半分の面積が求められます。
Ｃ：この図形の２つ分が答えになります。
Ｔ：正方形に対角線を引いて求めたのですね。
Ｔ：Ｃ児は図形をどのように考えていますか。
Ｃ：まず、正方形と 　の円の面積を求めます。次に、

正方形から 　の円を引くと、はじの白い部分の
面積になります。

Ｃ：その引いた図形が２つ分あるので２倍します。最
後に正方形からその図形を引けば答えです。

Ｔ：まず周りの白い部分を求めたのですね。
Ｔ：では、Ａ児の考えはどうでしょうか。この後、ど

のように考えれば求められるでしょうか。
Ｃ： 　 の円を２つ重ねると、中央の色のついた部分

２枚分になります。２つの 　の円の面積から正
方形の面積を引くと、中央部分の面積になります。

Ｔ：重なった部分に目をつけるのですね。
Ｔ：では、それぞれの求め方で工夫したところをまと

めましょう。
Ｃ：どのやり方も、今までに学習した 　の円、正方形、

直角三角形を組み合わせて面積を求めています。
Ｃ： 　 の円を基にして、 　の円の面積から引いたり、 　

の円面積を引いたりして求めています。
Ｃ： 　の円が重なっている部分に着目して、正方形

の面積を引いても求められました。

　面積が求められる図形の組み合わせを考えれば、複雑な図形の面積も求めることができる。

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

感想例
・これまで学習した図形に分けて、それらの部分の面積を求めると、複雑な図形の面積も求めることができま

した。
・他の複雑な図形の面積も、どんな図形の組み合わせになっているのかを考えて、解いてみたいです。

まとめ

　下の図で、色
をぬった部分の
面積を求めまし
ょう。

評価問題 【子供に期待する解答の具体例】

ノート例

正方形から半円２つ分をひいて求めた。
10 × 10 ＝ 100
10 ÷ 2 ＝ 5
5 × 5 × 3.14 ÷ 2 × 2 ＝ 78.5
100 － 78.5 ＝ 21.5　　21.5㎠

−

　図形の組み合わせ方や求積計
算が途中であっても、その考え
方を全体で補足し、練り上げ、
解決できるようにしていきます。
　練り上げ段階では、まず直角
三角形を使った解決方法（Ｂ児）
を取り上げ、検討することで、 　
の円と直角三角形を工夫して用
いることで複合図形の見方を広
げるようにします。さらに、正
方形と 　の円を用いる（Ｃ児）
ことで “余白の部分”に着目して
求積できることに気付かせます。
　また、Ａ児のようにつまずい
ている反応については、 　の円
を重ねると２つの 　の円の面積
をたしたものから正方形の面積
を引くと、重なりの部分が求め
られることに気付かせることにより、誤答を生か
そうとする態度も身につけることができます。
　このように、既習を活用することにより複数の
考え方がもてるようにすることが大切です。これ

らの過程において複合図形の中に基本図形を見い
だし、それらを式や言葉などで表し、求積方法が
説明できるようにすることが重要です。

１
４

１
４

１
４ １

４

１
４

１
４

１
４

１
４

１
４

１
４

１
４

１
４

１
４１

４

◯月◯日
 〈問題〉
　下の図で、色をぬった部分の面
積を求めましょう。
 

 〈見通し〉
・10㎝×10㎝の 正 方 形の面積より
　 小さい。
・このままでは求められない。
・習った図形に分けて考える。
 〈課題〉
　どのように考えたら、複雑な図
形の面積を求めることができるだ
ろう。
 〈自分の考え〉

10×10× 3.14 ÷ 4 ＝78.5
10×10÷ 2 ＝50　
78.5－50＝28.5
28.5× 2 ＝57　　　　答え　57㎠
 〈友達の考え〉

 〈まとめ〉
　面積が求められる図形の組み合
わせを考えれば、複雑な図形の面
積も求めることができる。
 〈練習問題〉
　色をぬった部分の面積を求めま
しょう。

西

・図形の
組み合
わせ

・重なり
をひく

■－◯
10 × 10 ＝ 100
10 ÷ 2 ＝ 5
5 × 5 × 3.14 ÷ 2 × 2
＝ 78.5
100 － 78.5 ＝ 21.5
　　　　 答え　21.5㎠

10㎝
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６年
算数科

９月

Ｔ　：私たちの小学校のシールをもう少し大きくして同じ形のまま
目立たせたいと思います。

Ｔ　：大きくしますね。（横の長さを２倍にしたいを提示する）
Ｃ　：え？　待ってください。違います！
Ｔ　：大きくしたんだけれど、何が違うの？
Ｃ　：横に広がってしまって、もとのシールの形と違います。
Ｔ　：そうですか。では、どうしたらいいですか。
Ｃ　：縦に長くしてください。
Ｔ　：縦に長くしますね。（縦の長さを２倍にしたうを提示する）
Ｃ　：え？　今度は縦に伸びてしまってもとの形と違います。
Ｔ　：横に広げたり、縦に長くしたりしましたが、形が変わってし

まいましたね。同じ形は作れないのでしょうか。
Ｃ１：横にも縦にも３マスずつ伸ばしたらどうかな。（え）
Ｃ２：横に２倍、縦にも２倍に伸ばしたらできるんじゃないかな。（お）
Ｔ　：なるほど。Ｃ１さんとＣ２さんのように、横も縦も同じよう

に伸ばしてみたら、同じ形のまま大きくできるというのです
ね。（Ｃ１とＣ２の反応を取り上げ、全体に提示する）

Ｃ　：えは同じ形に見えるけれど違うみたいだなぁ。
Ｃ　：おはあと同じ形だと思います。
Ｔ　：では、おが同じ形に見えるわけを考えましょう。

埼玉県上尾市立原市小学校教諭　小田木香純
文部科学省教科調査官　　　　　笠井　健一
浦和大学教授　　　　　　　　　矢部　一夫

拡大図と縮図
単元名

執　　筆

編集委員

（本時１／８時）

「何が同じだと同じ形に見えるのか。また、何が
違うと同じ形に見えないのか」と問いかけて話し
合いをさせ、合同な図形の際に着目した角の大き

さと辺の長さに目を向けさせることにより、「同
じ形に見える形どうしはどのような関係になって
いるか」を明らかにしていきます。調べて分かっ

　図形のどこに注目して調べたらいいかな。

学び合いの計画

本時のねらいと評価規準

あとおが、大きさは違っても同じ形に見える理由を考えよう。本時の学習のねらい　

問題場面

A つまずいている子 B 辺の長さの関係に気付かない子 C ねらい通り解いている子
　辺の長さや角の大きさを調
べた後、どうしたらよいか分
からない。

　角の大きさは等しいんだけれど、
辺の長さの関係はどうなっているん
だろう。

　対応する角の大きさがすべて等
しく、辺の長さがどれも２倍にな
っている。

見通し

自力解決の様子

　○○小学校のシールを作ります。
同じ形のまま大きくして目立たせた
いと思います。

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

拡大図、縮図の意味や性質について調べ、説明することができる。

図形を構成する要素及び図形間の関係に着目し、合同の意味を基に、拡大図や縮図の意味を考
えている。

評価規準
ねらい

合同な図形の時に辺の長さに着
目したので、対応する辺の長さ
に注目して調べてみよう。

合同な図形は角の大きさが同じ
だったので、対応する角の大き
さに注目して調べてみよう。

あ

う

い

え

お



Ｔ：Ｃ２さんの考えの「２倍」というのはどういう意
味でしょうか。

Ｃ：例えば辺ＡＢの長さを１とみたときに、辺ＤＥの
長さは２にあたります。

Ｃ：あの三角形の辺の長さをもとにしたときに、対応
する辺の長さがそれぞれ２倍になっている。

Ｔ：Ｃ２さんの考えと似ている考えはありますか。
Ｃ：Ｃ３さんは、比で考えています。対応する辺の長

さを比で表すと、ＡＢ：ＤＥは３：６で比を簡単
にすると１：２になります。それぞれを比で表す
と、すべて１：２で比が同じになります。

Ｔ：なぜ似ているといえるのですか。

Ｃ：あを辺の長さを１とみると、おのそれぞれの辺の
長さがどれも２にあたるところが似ています。

Ｃ：１：２ということは、おの辺の長さはあの辺の２
倍になっているということだからです。

Ｔ：１：２というのは、もとのあの辺の長さを１とみ
ると、おの対応する辺の長さは２とみられるとい
うことですね。では、大きさは違っても同じ形に
なるわけをまとめましょう。

Ｃ：対応するすべての角の大きさが同じで、対応する
辺の比が同じだと同じ形になります。

Ｃ：だから、えは同じ形にならなかったんだね。

　　対応するの角の大きさがそれぞれ等しく、対応する辺の比が等しいと、もとの図形と同じ形になる。

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

た数値や調べて気付いたことが見えるよう
に板書にも話し合いの内容を残します。
　また、あとおで成り立つ関係が、あとい、
あとう、あとえでは成り立たないことも分
度器や物差しを使って確かめていくことで、

「同じ形」の概念を明らかにできます。
　さらに本時の学習では、おの図形は、あ
の図形に対応する辺の長さは１：２なので

「２倍の拡大図」というように図形間の大
きさを、割合や比を用いて表すことをおさ
えます。このような２量の関係の表し方に
つまずく児童が多いため、「もとにする図
形あの辺の長さを１とみたときに、おの対
応する辺の長さは２にあたる」ということ
を丁寧におさえ、比で表しているＣ児の考
えと結び付けていくことが大切です。

感想例

　対応する角の大きさを等しくしたり、対応する辺の長さの比を等しくしたりすると同じ形になるのがす
ごいと思いました。三角形以外の図形も調べてみたいです。

まとめ

　形を小さくす
るときも、同じ
ことがいえます
か。

評価問題 【子供に期待する解答の具体例】

子供のノート例

※図を調べて確かめる。
・対応する角の大きさはそれぞれ等しい
・対応する辺の長さの比はどれも２：１で等しい。
　なので、図形を小さくしても同じことがいえる。

Ｃ１　
角の大きさに着目
する

Ｃ２　
辺の長さに着目する

Ｃ３　
辺の長さに着目し比で表す

　あもおも角の大
きさがすべて同じ
になりました。

　あ辺ＡＢ　３㎝　　お辺ＤＥ　６㎝
　あ辺ＢＣ　４㎝　　お辺ＥＦ　８㎝
　あ辺ＡＣ　５㎝　　お辺ＦＤ 10㎝
　形が同じあとおの対応する辺の長さは、あ
からおにそれぞれ２倍の長さになっている。

　ＡＢ：ＤＥ　３：６＝１：２
　ＢＣ：ＥＦ　４：８＝１：２
　ＡＣ：ＦＤ　５：10 ＝１：２
　形が同じあとおの対応する辺の長さは
１：２で、それぞれ比が等しくなっている。

◯月◯日（◯）
 〈問題〉
　○○小学校のシールを作ります。
　同じ形のまま大きくして目立た
せたいと思います。

 〈課題〉
　大きさは違っても同じ形に見え
る理由を考えよう。

 〈見通し〉
・対応する角の大きさを調べる。
・対応する辺の長さを調べる。

 〈自分の考え〉
・角の大きさ　対応する角の大きさがそれぞれ等しい。
・辺の長さ
　辺ＡＢ　３㎝　　辺ＤＥ　６㎝
　辺ＢＣ　４㎝　　辺ＥＦ　８㎝
　辺ＡＣ　５㎝　　辺ＦＤ 10㎝
　対応する辺の長さはそれぞれ２倍の長さになっている。
 〈友達の考え〉　辺の長さの比を求めた。
　ＡＢ：ＤＥ　３：６＝１：２
　ＢＣ：ＥＦ　４：８＝１：２
　ＡＣ：ＦＤ　５：10＝１：２
　対応する辺の長さは１：２で、どれも比が等しくなっている。
 〈評価問題〉　形を小さくするときも、同じことがいえますか。
・対応する角の大きさはそれぞれ等しい。
・対応する辺の長さの比はどれも２：１で等しい。
〈まとめ〉
　対応する角の大きさがそれぞれ等しく、対応する辺の比
が等しいと、もとの図形と同じ形になる。

〈感想〉
　対応する角の大きさを等しくしたり、対応する辺の長さ
の比を等しくしたりすると同じ形になるのがすごいと思い
ました。三角形以外の図形も調べてみたいです。

西
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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）
器械運動（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

みんなで楽しく
Let's「ソフトベースボール」
ボール運動　～ベースボール型～

ボールを打って、全力で走ろう

福岡教育大学附属小倉小学校教諭　　清水　悠也
国立教育政策研究所教育課程調査官　塩見　英樹
福岡県北九州市立田原小学校校長　　中村　　章
福岡県北九州市立大積小学校教頭　　高瀬　哲義

８月

わいにくくなります。そのため、どの子供もゲームを楽し
むことができるように、プレイヤーの人数や得点の方法な
どのルールを工夫し、簡易化したゲームとします。バット
でのけが防止のため、チームの待機場所や話し合う場所を
ホームベースのサークルから離れた所に設定し、安全に注
意しましょう。また、仲間のよい動きを見付けて、仲間の
考え方や取組を認める声かけを行いましょう。新型コロナ
ウイルス感染症対策として、子供に授業前後の手洗いを徹
底するように指導しましょう。そして、活動中は地域の感
染レベルに応じて、適切な身体的距離を確保するようにし
ましょう。

　高学年のベースボール型では、中学年のベースボール型
ゲームの学習を踏まえ、味方からゆっくりとした速さで投
げたボールを自分に合った用具で打ったり、塁間を全力で
走ったりする動きを身に付けることをねらいとしています。
また、打球方向に移動し、捕球したり送球したりするなど、
チームとして隊形をとって守る「ボールを持たないときの
動き」を身に付けることもねらいとしています。勝敗を受
け入れたり、場の設定や用具の片付けなどで分担された役
割を果たしたりする態度を身に付けることも大切です。
　一般的な「野球」のルールでそのまま行うと、技能差が
出やすかったり、ルールが難しすぎたりして、楽しさを味

　学習１では、まずベースボール型の特性を伝えると共に、
「ソフトベースボール」のルールや行い方を知ることができ
るようにします。ゲームに取り組む中で、相手がいないと
ころに打つことや、素早くアウトにするために打球方向に
移動したり、近いアウトサークルへ送球したりすることが

ゲームのポイントになると気付くことが大切です。
　子供たち全員が得点を取る楽しさと得点されないように
仲間と協力することの楽しさを感じることができるゲーム
を目指しましょう。

授業づくりのポイント

～「ソフトベースボール」を楽しもう～楽しもう

簡単な練習

はじめのルール

①キャッチボールゲーム（ゴロキャッチ、バウンドキャッチ）
　チームで５～ 10 ｍの間隔を空けて３ヵ所に並ぶ。（右図）端の人が

投げたら、中央の人が捕球し、振り向いて向きを変え、反対側に送
球する。（捕球して送球したら並んでいる列の後ろに移動し入れ替
わる。）ボールの正面に入って捕球することを目指す。時間を決め、
捕球することができた回数を競うと楽しくできる。

②ホームランゲーム
　１人が２～３回思い切りボールを打って、飛距離を競う。いくつか目

安となるラインを引き、点数を記録していく。ファールは０点とする。
③ベースランニングゲーム
　ホームベースからスタートし、ベースを３塁まで走る。（右図）感染

症予防対策として次の走者は前の走者が３塁に着いたらホームベー
スからスタートする。リレー形式でチーム全員が走るタイムを計る。
記録の伸びを競うと楽しくできる。

・１チーム５～６人。守備は５人。
・味方のピッチャーが下投げで投げる。
・攻撃側の全員が打ったら攻守交替。４イニング制で行う。
・塁間は 10 ｍ程度。（どの子供にも得点する喜びを味わうことができるように実態に合わせる。）
・バットやテニスラケットなどの用具は選択できる。
・ボールは、飛びすぎず捕球・送球しやすい柔らか

いものを使用する。（直径 10㎝程度）
・打ったら用具はかごに入れる。（かごに入れたら

１点。）
・ファールになった場合は、もう一度だけ打ち直す。
・アウトになるまでに到達したベースの数だけ得

点とする。（攻撃側はアウトコールがかかるまで、
何周でもベースを走り続けてよい。）

・アウトは、どこかのアウトサークルに送球し捕球
したらアウトとする。（捕球は手に当たる、もし
くは、アウトサークルに置いたボードを手にもっ
て、当ててもよい。）

オリエンテーション
1 チームで整列をする
・ビブスでチームごとに色分

けをするとよい。
※チーム編成は、「技能面」「人

間関係」等を考慮して事前
に決めておく。

２学習の進め方を確認する
・めあてを立てる。
・準備運動をする。
・安全について確認する。
・簡単な練習（①・②）をする。
3 試しのゲームをする
・ルールを確認し、ゲームを

行う。
4 学習問題を設定し、単元の

見通しをもつ
・自己やチームの動きを振り

返り、課題を見付け、単元
の見通しをもつ。

○楽しく安全に活動するた
めに

・学習の前後に手洗いをする。
・子供同士で審判を行い、ア

ウトの判定が難しい時は、
「やり直し」や「じゃんけ
んをする」という約束を決
めておく。

・待機場所を決めておく。
・打った後、用具を投げない。
・ホームベースの周りにサー

クルを引き、バッター以外
は入れないようにする。

５～10m程度５～10m程度

【学習１】簡単なルールを知り、「ソフトベースボール」を楽しもう

アウトサークル
（直径２m）アウトサークル

ピッチャー

かご

10m程度



　学習２では、簡単な作戦を提示し、自分たちのチームに
合った作戦を選ぶことで協力しながら，楽しさが深まるよ
うにします。子供の実態によっては走者の状況を判断して

送球するアウトサークルを決めたり、打球の行方によって
進塁したり止まったりするなどのルールを追加したりする
ことで、中学校でのベースボール型の学習につながります。

単元計画

～チームに合った作戦を選び、「ソフトベースボール」をもっと楽しもう～もっと楽しもう

０

学習
課題

45
分

学習問題を設定
し単元の見通し
をもつ

「ソフトベースボ
ール」大会をし
よう

※オリエンテーシ
ョン

　詳細は左ページ

７６５４３２１

簡単な練習
・詳細は左ページ①②参照

簡単な練習
・詳細は左ページ②③参照

ソフトベースボ
ール大会を行う。
・総当たり
・トーナメント

など
Ａコート Ｂコート

Ｃコート Ｄコート

　ホワイトボード（タブレッ
トでもよい）にダイヤモンド
をマジックペンで書き込みま
す。守備用のマグネットを５
個とボール用のマグネット、
ホワイトボードマーカーをリ
ーダーが持つことで、話合い
がしやすくなります。また、
作戦を可視化することで、チ
ームの全員が作戦を共有でき
ます。

　振り返りで、お互いのがん
ばりを「応援カード」に書い
て、「応援ボード」に貼り教
室に掲示することで子供同士
の関わり合いを作り出すよう
にします。
※応援カードの記入例
・攻め「人がいない場所に打

っていたところがいいね」
・守り「中継を入れてアウト

にしていたところがすごい
ね」

「作戦ボード」

「応援カード・応援ボード」

かかわり思考ツール①

かかわり思考ツール②

もっと楽しむためのルールの例（子供の実態に応じて加えてもよい。）
< アウトの仕方 >
・フライボールを捕ったらアウトにしてもよい。
・走者が到達した塁よりも先の塁でアウトにし、そこまでの塁を得点としてもよい。その際は、ホームベース近くにもアウトサークルを加える。

〈得点の仕方〉
・打者はアウトになったところまで進み残塁とし、次の打者が打つ。ホームに帰ると１点としてもよい。
・常に２塁に走者を置いた状態でゲームを開始してもよい。（得点は、塁を進むごとに１点、２点、３点とする。２塁走者も同じように進んだ

塁の数を得点とし、合計する。）

㋐相手がいない、空いているところ
をねらって打つ。「右側が空いて
いるからそこをねらって打とう」

㋐外野を超えたときは、中継を入
れて素早く送球する。

　「中継を素早くしてアウトにしよう」

㋑打者によって守備位置を変える。
　「〇〇さんは遠くに飛ぶから後

ろに構えよう」

㋒打球方向によって送球するアウ
トサークルを決めておく。

　「２塁サークルでアウトにしよう」

㋑守備の隊形によって、打つ強さを変える。
「相手がさがっている
から弱く打とう」

「前に来ているから遠
くに打とう」

【攻撃側の作戦例】

【守備側の作戦例】

○作戦例

振り返りをしよう（ルールやできるようになったことについて） 振り返りをしよう（チームの課題や作戦について）

準備運動

「ソフトベースボール」
全員打撃で交代の４イニング制

学習１　簡単なルールを知り、「ソ
フトベースボール」を楽しもう

学習２　攻めや守りの作戦を選び、「ソフトベースボー
ル」をもっと楽しもう

「ソフトベースボール」１（２イニング制）
※チームの課題を見付ける。

作戦・練習タイム
※見付けた課題を話し合い、作戦を選ぶ。

「ソフトベースボール」２（２イニング制）
※選んだ作戦を試してみる。

ピッチャー

ピッチャー ピッチャー ピッチャー

捕球

ピッチャー ピッチャー

近いアウト
サークルに
送球する。

　子供に簡単な作戦例を提示し、チームで選ぶことができるようにする。（作戦のネーミングをチー
ムで相談して決めることでより意欲が高まります。）

※コートは、
ホームベー
スを中心に
設置すると、
子供の様子
を見とりや
すくなりま
す。

【学習２】攻めや守りの作戦を選び、「ソフトベースボール」をもっと楽しもう



　また、目標記録を達成する学習では、自己の能力に応じた課題
をもち、課題に応じた場を選んで練習しながら記録を高めること
ができるようにすることが大切です。
　新型コロナウイルス感染症対策として、子供に授業前後の手洗
いを徹底するように指導しましょう。そして、活動中は地域の感
染レベルに応じて、適切な身体的距離を確保するようにしましょう。

　高学年の走り高跳びでは、試技の回数やバーの高さの決め方な
どのルールを決めて競争したり、自己の記録の伸びや目標とする
記録の達成を目指したりしながら、リズミカルな助走から上体を
起こして力強く踏み切り、はさみ跳びで跳ぶことができるように
します。競争では、自己の記録や目標とする記録の達成度によって、
伸びが実感できるようなルール等を決めておきましょう。

　オリエンテーションでは、走り高跳びの目標や学習の進め方を
確認し、実際に短い助走での試技をします。また、自身の身長と
50 ｍ走の記録から走り高跳びの目安記録を設定し、子供の課題解
決への意欲を高めるようにします。

　学習 1 では、まず、グループの友達と見合ったり、ICT 機器を
活用したりして、自己の課題を見付け、走り高跳びの動きのポイ
ントや課題に応じた練習方法を選択できるようにします。

リズミカルな助走から、
力強く踏み切って跳ぼう！
陸上運動　～走り高跳び～

単元名

前福岡県北九州市立あやめが丘小学校主幹教諭　前田　哲宏
福岡県北九州市立永犬丸西小学校教諭　　　　　大野　正斗
国立教育政策研究所教育課程調査官　　　　　　塩見　英樹
福岡県北九州市立槻田小学校校長　　　　　　　安元　裕彦
福岡県北九州市立若松中央小学校教頭　　　　　鈴木　大聖

執　　筆

編集委員

授業づくりのポイント

身長
（㎝）

180

170

160

150

140

130

120

110

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

走り高とび
（㎝）

50m走
（秒）

【学習１】課題を見付け、課題に応じた練習の場を選んで練習しよう

～課題に応じた練習の場で楽しもう～楽しもう

【目安記録】

６年
体育科

９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）
器械運動（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

オリエンテーション
1 準備運動
２学習の進め方の確認
　・単元の目標
　・単元計画、学習の流れ
3 安全についての確認
　・スタンドを倒れないように

置く
　・バーや試技者の身体と接触

しない位置に立つ
　・マットから落ちない位置で

踏み切る
　・走り高跳びの行い方を知る
　・用具を安全に運ぶ　　等
4 試技をする
　・５～７歩を助走で跳ぶ
　・踏切り足を確認する
　・一定のリズムを声に出しな

がら踏み切る
５目安記録の設定
　・身長と 50 ｍ走の記録を基

に、目安記録を設定する
6 振り返り・整理運動
7 片付け

体の余分な力を
抜いて助走する。

上体を起こす。 振り上げ足 抜き足

振り上げ足と肩を
高く引き上げる。

抜き足は、横に
開くように抜く。

振り上げ足からや
わらかく着地する。

【左足踏み切りでのとび方】

【個々の課題に応じた練習の場】

135

125

115

105

95

85

75

65

①「助走」の課題例
・リズミカルな助走ができ

ない
・バー（ゴムひも）に対して、

垂直に助走してしまう

フープ助走
○バーに対してななめ（45°程
度）にフープを置き、助走で
きるようにする。

アクセント助走
○踏切り板の場所でアクセント
をつけ、リズムを取りやすく
する。

・「トン、トン、ト、ト、トン」（助
走５歩の時）のリズムで跳べ
るように、声に出しながら助
走する。フープ助走や、アク
セント助走に慣れてきたら、
7 歩の助走も試してみる。

※苦手な子供に対しては、仲間
や教師と一緒にリズムの声を
出しながら行う。

２段蹴り
○振り上げ足と踏切り足の動き
を身に付ける。

・手を肩の高さで地面と平行に
伸ばし、その手をめがけて、
片足ずつ連続で振り上げる。

踏切り板跳び
○踏切り位置に踏切り板を置き、
強く踏み切って跳ぶ。

・「バン」と大きな音を立てて、
力強く踏み切るようにする。

新聞紙棒またぎ越し
○「助走」「力強い踏切り」「またぎ
越し」の一連の動きを身に付ける。

・ 2 人組で 1 人が棒状に丸めた新聞
紙を持ち、もう１人が３歩、５歩
で跳び越える。

ゴムひも２本跳び
○ゴムひもを２本並べて跳ぶ。
・踏切り足（抜き足）を横に開いて膝

を引き付けるように跳び越える感覚
をつかむ。抜くときには体を助走し
てきた方向にねじるようにする。
※スタンドが倒れないように、子供が支
柱を持つなど支えておくようにする。

③「抜き足→着地」の課題例
・足や肩が高く上がっていない
・抜き足がバーに当たってしまう

②「踏切り→振り上げ足」
の課題例

・力強く踏み切れない
・上体が起きていない
・振り上げ足の膝が曲がる

仲間に見て
もらったり、
タブレット
端末で自分
の試技の動
画を見たり
して、課題
を見付けら
れるように
しましょう。

振上げ足の膝
がしっかり伸
びているかな。

「バン」と
大きな音を
立てて、力
強く跳ぶぞ。

無理のない高さで、ド
ンドン跳んで、動きを
身に付けよう。

抜き足が横に開い
て抜けているか見
ていてね。



　動きのポイントと試技者の動きを比べて、よくなった動きを見
付けたり伝えたりする「パワーアップタイム（学び合いの時間）」
を行います。「ポイントチェック表」やタブレット端末等で動きの
ポイントを確かめることができるようにし、動きの質とともに思
考力、判断力、表現力等を高めていきましょう。グループ競争では、
目安記録と記録との差を得点化します。得点の競争をすることで、

自己や仲間の記録の伸びを実感することができ、誰もが競争を楽
しむことができます。試技が終わった後には、教師は、クラス全
員の得点を合計し、その伸びに着目させることで、クラス全員で
達成感を味わうこともできます。なお、地域の感染状況に応じて、
試技をする場面や学び合いの場面では、適切な身体的距離の確保
に努めましょう。

【学習２】グループで協力して活動し、得点をアップさせよう

＜グループで教え合って得点アップに挑戦する＞

単元計画

～仲間と協力して記録を伸ばし、グループ競争を楽しもう～もっと楽しもう

０

学習
課題

45
分

【学習１】自己の課題を見付け、課題に応じた練習の場を選んで練習しよう

場づくり・整列・準備運動・学習のめあてを確認

【学習２】グループで協力して活動し、得点をアップさせよう

学習の見通しをもつ

５ ６４３２１

＜動きのポイントを知
り、課題を見付ける＞

「助走」
「踏切り→振り上げ足」
「抜き足→着地」

＜個々の課題に応じた練習の場で練習をする＞
　動きのポイントと比べて自己の課題を見付け、解決に向けた練習方法を
選んで練習します。

（自己の課題）　　　　　　　　（個々の課題に応じた練習の場）
・「助走」　　　　　　　　→　フープ助走、アクセント助走
・「踏切り→振り上げ足」　→　２段蹴り、踏切り板跳び
・「抜き足→着地」　　　　→　新聞紙棒またぎ越し、ゴムひも２本跳び

「パワーアップタイム（学び合いの時間）」を行い、「ポイントチェック表」
やタブレット端末等を活用して、動きの変化を見付けたり伝えたりしま
す。その後、目安記録と記録との差を得点化したグループ競争を行いなが
ら、記録の伸びを目指します。

＜グループで教え合って得点アップに挑戦する＞

＜記録会をする＞
　実態に応じて、自己
の目標記録への挑戦や
グループ競争を行う場
にするとよいでしょう。

※詳細は、左ページの
〈オリエンテーショ
ン〉を参照

学習のまとめ、振り返り（動きのポイントを共有する）・整理運動

運動を楽しもう

もっと楽しもう

【記録の得点表】 【記録の得点表】

【グループ競争の行い方】

【場の工夫】

・１グループ４～６人
・１人３回跳ぶ。
・跳ぶ順番を決める。
・跳ぶ人が言った高さにゴム

ひも等を合わせ、１人１回
ずつ跳ぶ。

・全員が跳んだら２回目、３
回目を行う。

・グループの合計得点を競う。

・中央に向かって跳ぶ場を作り、教師は全体が
視野に入る位置で指導します。

・バーの代わりに洗濯ばさみを付けたゴムひも
を代用することもできます。ゴムひもに鈴や
折った紙などをつけると、跳躍の成功、失敗
の判定がしやすくなります。

スタートの合図をだした
ら、助走のリズムを見るよ。

「ポイントチェック表」やタブレット端末を
使って、動きのポイントについて伝えたり、
よさを認めたりし、思考力、判断力、表現力
等を高めることができるようにしましょう。
〈ポイントチェック表の例〉

かかわり思考ツール

ポイント
助走のリズム
足の裏が見える（ふり上げ足）
横にぬいている（ぬき足）
足から着地している
記録

◯△

㎝

振り上げ足がまっすぐに
伸びている

得点
10
９
８
７
６
５
４
３
２
１

13 ～
10 ～ 12
７～９
４～６
１～３

０
－１～－３
－４～－６
－７～－９
－ 10 ～

目安記録との差（㎝）

振り上げ足がまっす
ぐ伸びているかな。

一連の流れを
撮影するよ。

踏切り足（抜き足）が、横
に開いて膝を引き付けるよ
うに跳び越えているかな。

助走のリズムや力
強い踏み切り、振
り上げ足、抜き足、
着地等のポイント
ができているか伝
えましょう。

ずれたマットは
直しましょう。

役割を決め
て、協力し
て活動しま
しょう。


