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第１学年 生活科学習指導案
指導者 Ｔ１ 鎌田 真寿美

Ｔ２ 中村 朱莉

１ 単元名

あきの おもちゃまつり

２ 単元の目標

身近な自然物や身の回りにあるものを使っておもちゃを作り，遊ぶ活動を通して，遊びやおも

ちゃを工夫してつくることができ，遊びの面白さや自然の不思議さに気付くとともに，みんなと

楽しみながら遊びを創り出そうする。

３ 単元を展開するに当たって

（１）子どもについて（男子２２名・女子１０名，計３２名）

毎日明るく元気に学校生活を送っている子どもたちである。入学後は，生活科を中心とした

約１か月にわたるスタートカリキュラムの下，分かりやすく学びやすい環境づくりをすること

で小学校生活になれることができた。様々な学習に意欲的に取り組み，「できた！」という達

成感に手ごたえを感じ，友達に積極的に関わり声をかける姿も見られる。

これまでの生活科の学習では，入学後に「がっこうたんけん」として２年生から校内を案内

してもらい，各教室の特徴や気を付けることを説明してもらった。探検の途中でも先生方や上

級生に声をかけてもらい，とても楽しく校内を探検することができた。また，「せんせいたち

となかよくなりたい」という思いや願いが生まれ，自分の名刺を作り，それを持参して自己紹

介をして回ったり，仲良くなった先生からサインを書いてもらったりするなどした。そのよう

な活動を通して多くの人々が学校を支えていることに気付き，安心して学校生活を送ろうとす

ることに意欲をもつことができた。しかし，縦割り活動など他の学年と関わる際には，校内で

は最も年下であることもあり，教えてもらったり，面倒を見てもらったりする場合がほとんど

であり，保育園在園時にはできていたことが発揮されいなかったり，上級生に甘えてしまった

りする側面も見られる。

「ぼくのあさがお・わたしのあさがお」の単元では，花の美しさや小さな種から発芽し大き

く育つことをはじめ，葉の形が生長に伴い違うこと，花は昼頃には萎んでしまうことなど，自

然の素晴らしさや不思議さにたくさん気付くことができた。友達同士で互いに花を見比べなが

ら話したり，気付いたことを絵や文に表したりすることを通して，気付きや思いを表現する力

が少しずつ身に付いてきている。一方で，秋の自然物については，「葉が赤くなる」「どんぐり

をとったことがある」という程度で，じっくりと向き合って不思議さを感じたり，それらを使

って遊んだりする経験は少ないと思われる。

関連する教科の学習として，図工では，「しぜんとなかよし」の単元において，草花や石を

用いてお面をつくったり，食べ物に見立てたりする活動をしている。また，「おさんぽトコト

コ」の単元においては，転がる仕組みを使ったおもちゃづくりを通して，身近な材料を使って

工夫することの楽しさに気付き，つくったおもちゃで友達と一緒に遊ぶ姿も見られた。また，

振り返りの際では，「おもちゃで遊んで楽しかった」「おもちゃの動き方がおもしろかった」と

いうようなおもちゃのもつ面白さや不思議さに気付いている。
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（２）単元について

本単元は，生活科の内容（６）「身近な自然を利用したり，身近にある物を使ったりするな

どして遊ぶ活動を通して，遊びや遊びに使う物を工夫してつくることができ，その面白さや自

然の不思議さに気付くとともに，みんなと楽しみながら遊びを創り出そうする」を受けて設定

した。

前単元の「たのしいあきいっぱい」では，春に訪れた公園に再度出かけ，たっぷりと秋なら

ではのどんぐりなどの木の実や紅葉した葉に触れることで，四季の変化や自然の不思議さに気

付くとともに，それらを使ったりするなどして「もっと楽しみたい」「みんなで遊びたい」と

いう思いや願いが出てくることが予想される。じっくりと対象と触れ合うことで，どんぐりの

転がり方のおもしろさや，一枚として同じ色合いのものがない葉などへの気付きが生まれたり，

それらで何か作りたいという思いや願いも自然に湧いてきたりすることが期待できる。自然物

と身近な材料を使いながら，「繰り返しつくる」「試す」活動の中で，自然の面白さや自然の不

思議さをはじめ，形や素材によっておもちゃが変わることへの気付きが生まれ，さらに遊びや

ルールを工夫したりすることでさらなる楽しさなどを実感できると考える。

また，活動を通して少しずつ友達との関わりが広がっていく中で，遊びやルールを創り出す

という段階へとステップアップしていくことが期待されるとともに，友達をはじめ，身近な人

たちと関わることのよさを意識化することができると思われる。

（３）指導に当たって

① 思いや願いをもって「ひと・もの・こと」と関わるために

・前単元「たのしいあきいっぱい」で，春にも訪れた生保内公園へ出かけ，自然の中でたっ

ぷりと「秋」に浸らせるようにする。そして，秋ならではの「もの」に十分触れることが

できるように，落ち葉の「カサカサ」という音や重なり合う葉っぱの「ふわふわ」した感

じに触れさせたり，一枚一枚違う表情を見せる落ち葉を並べさせたりするなど，自然の美

しさや不思議さに触れる場を設定する。

・おもちゃづくりの際には，友達同士で見合ったり相談したりすることができるように，自

分がつくったものを紹介する場面を設定する。さらに，「ひと」との関わりをもたせるた

め，あさがおの単元で経験したように，本を用いて調べる他，祖父母など家族に聞いてき

たり，学校内の先輩たちなどに尋ねたりすることも勧めていく。

・自らの成長を自覚することができるように，保育園児を招待して活動する際には，昨年度

の経験を振り返り，その時の気持ちも想起させたりすることで，「今度は自分たちが招待

する番だ」「どんなことをしたら，喜んでくれるかな」などと意欲を高めていく。

② 気付きの質を高め，表現するために

・個の気付きを全体へと広げられるように，伝え合い交流する場面を大切にしたい。個々の

つぶやきを拾い周囲へと投げかけたり，「これは何かな？」「どうしてこうなったのか

な？」などの疑問を教師が問いかけたりするようにする。そして，引き出したつぶやきを

みんなで考え，何かにたとえたり，類推したりしながら，気付きを整理することで質を高

めていきたい。

・どんぐりごまは形によってこまの回り方が違うこと，けん玉は入れ物や玉の大きさ，紐の
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長さによって難易度が変わってくることなど，それぞれおもちゃづくりを通して様々な気

付きが生まれるように，材料コーナーに材質の違うものや大きさの異なるものを準備する。

また，材料については，家庭にも呼びかけをし材料集めから関わらせ，材料の特徴にも気

付くことができるように，集まったものを見たり，触ったり，分類したりするような場を

設定する。

・自分と友達とのつながりを大切にしながらみんなで遊びが創り出せるように競争したり，

点数を付けたりなど，遊びが発展するような環境を整えておく。また，友達と遊ぶことの

楽しさを実感できるように振り返りカードの欄を工夫し，気付きを積み重ねていきたい。

・自分たちが工夫することによって園児と一緒に楽しく遊ぶことができる，人を喜ばせるこ

とができるということにも気付くことができるように，園児と交流する際には，園児から

感想を言ってもらったり，先生方から昨年の子どもたちと比較した様子を語ってもらった

りする。

単元を通して，振り返りの際に「ありがとうタイム」を設ける。振り返りカードに友達への

「ありがとう」を簡単に記入する欄も設け，「よいアドバイスをもらった」「一緒に考えてくれ

た」など様々な「ありがとう」を伝え合うことで，自尊感情や自己有用感を高めていくことが

できるようにする。また，おもちゃをつくる際には，きりや押しピンなどの道具を使用するが，

安全面を配慮し活動前に注意点を十分指導するとともに，校務員にも協力を仰ぐ。

☆本単元につながる幼児期の子どもの姿

園では，牛乳パックを使ってくじ箱をつくったり，段ボールで店をつくり，毛糸を麺に見立てて

ラーメン屋さんごっこをしたりして遊んだ。また，ゴムを使って押すと飛ぶおもちゃやセロテープ

の芯を使って転がるおもちゃなど，それぞれの特徴を生かしたおもちゃもつくった。その他にも段

ボールや画用紙，廃材など身近な材料を使って，様々なものをつくった経験をしている。

また，「トマトおに」や「バナナおに」など，多様なおにごっこ遊びの経験もあり，遊び方やル

ールを工夫すると遊びのバリエーションが増えたり，もっと楽しくなったりすることも知っている。

-1-3-



４ 単元構想図

自然のもつ不思議さや面白さがわかり，季節が変わっても進んで自然と関わったりそれ
らを使った遊びを創り出したりしようとする。また，みんなで楽しく遊ぼうとする。

おもちゃをつくる（体験） 【本時】

おもちゃまつりに招待する（体験，表現）

松ぼっくりもおもちゃに

できるんだね。

教科書におもちゃずか

んがのっているよ。

大きさの違うどんぐり

を使うと回る速さがち

がうんだ。

きれいな葉っぱをどこ

かにかざりたいね。

どんぐりを使って，遊

んでみたいな。

見付ける 比べる

試す 見通す 工夫する

何かおもちゃをつくっ

てみたいな。

おもちゃを紹介し合う（表現）

見付ける 比べる

園児を招待するために準備をする（体験）

やり方はやさしく教え

たほうがいいね。

おもちゃまつりを振り返る（表現）

☆ 学 び に 向 か う 力 ， 人 間 性 ☆

た

か

め

る

ひ

ろ

げ

る

つ

な

げ

る

秋のおもちゃまつりをひらく（体験，表現）

友達と一緒に遊んだら，

楽しく競争できたよ。

もっとかんたんなルー

ルにするといいかも。

みんなで競争して遊ん

でみたいな。

友達がつくったおもち

ゃで遊んでみたいな。

秋のものって，不思議

で楽しい遊びがいろい

ろできるんだ。

自分たちで遊びを考え

るのって，楽しい。

保育園のみんなが喜ん

でくれた。がんばって

準備をしてよかった。

松ぼっくりは，けん玉

の玉のところに使える

よ。

みんなで遊ぶとやっぱり

楽しい。

おもちゃでなく，飾りで

も楽しく遊べるよ。

見付ける 比べる

試す 工夫する

友達に教えてもらったこ

とが役に立ったよ。

去年は，今の２年生がぼ

くたちを招待してくれた

ね。

せっかくだからもっとた

くさんの人と遊びたい

な。

今度は私たちが保育園のみんなを招待しようよ。

競争するとみんな夢中

になっていたよ。

見本でやってみせると

すぐに分かってくれた。

見付ける 試す 見通す 工夫する

見付ける 試す 比べる

友達と考えたり遊んだ

りするのって，とても

楽しいことなんだな

絵

文絵

文

これまでの学習を振り返る（思いや願い）

生保内公園へ行って，季節の変化を感じるとともに，どんぐりや紅葉した葉を拾ったり
した。また，それらを使っておもちゃをつくり，みんなで遊びたいと思っている。
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５
指
導
計
画

（
１
）
評
価
規
準

知
識
及
び
技
能
の
基
礎

思
考
力
，
判
断
力
，
表
現
力
の
基
礎

学
び
に
向
か
う
力
，
人
間
性
等

・
自
然
物
を
利
用
し
て
遊
ん
だ
り
，
遊
び
に
使
う
も
の
を
つ
く
っ
た
り
す
る
こ
と
の
お
も
し
・
自
然
物
や
身
の
回
り
に
あ
る
も
の
を
利
用
し
て
，
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
遊
び
に
使
う
も
の
を
工
夫
し
・
身
近
な
自
然
物
を
使
っ
て
，
遊
び
に
使
う
も
の
を
つ
く
っ
た
り
遊
ん
だ
り
す
る
こ

ろ
さ
や
，
自
然
の
不
思
議
さ
，
秋
の
自
然
物
を
使
っ
て
み
ん
な
で
遊
ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
に

て
つ
く
っ
た
り
，
み
ん
な
が
楽
し
く
遊
べ
る
よ
う
に
，
約
束
や
ル
ー
ル
を
考
え
た
り
し
な
が
ら
，
す

と
に
関
心
を
も
ち
，
進
ん
で
工
夫
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

気
付
い
て
い
る
。

な
お
に
表
現
し
て
い
る
。

・
遊
び
に
使
う
も
の
を
よ
く
し
よ
う
と
し
た
り
，
遊
び
方
を
工
夫
し
た
り
し
て
，
み

ん
な
で
楽
し
く
遊
ぼ
う
と
し
て
い
る
。

（
２
）
単
元
の
全
体
計
画
（
１
２
時
間
扱
い
）

小
評

価
規

準
と

評
価

方
法

つ
ま
ず
い
て
い
る
子
へ
の

単
ね
ら
い

主
な
学
習
活
動

主
な
支
援

元
知
識
及
び
技
能
の
基
礎

思
考
力
，
判
断
力
，
表
現
力
の
基
礎

学
び
に
向
か
う
力
，
人
間
性
等

手
立
て

・
公
園
や
校
庭
，
家
の
回
り
・
公
園
や
校
庭
，
家
で
集
め
て
き
た
葉
・
葉
や
木
の
実
な
ど
の
，
自
分
た
ち
で
集
め

・
自
分
た
ち
で
集
め
た
葉
や
木
の
実

で
集
め
た
葉
や
木
の
実
，

や
木
の
実
，
身
の
回
り
か
ら
集
め
た

た
自
然
物
で
つ
く
っ
た
り
，
遊
ん
だ
り
す

に
関
心
を
も
ち
，
そ
れ
ら
の
特
徴

お
身
の
周
り
の
材
料
を
使
っ

材
料
を
使
っ
て
ど
ん
な
遊
び
や
お
も

る
意
欲
を
高
め
る
た
め
，
前
単
元
の
「
た

を
生
か
し
た
お
も
ち
ゃ
や
楽
器
の

も
て
，
お
も
ち
ゃ
や
楽
器
を

ち
ゃ
が
で
き
る
か
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
。

の
し
い
あ
き
い
っ
ぱ
い
」
と
関
連
さ
せ
る
。

イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
，
つ
く
ろ
う
と

ち
工
夫
し
て
つ
く
り
，
自
分

（
１
時
間
）
・
自
分
が
つ
く
り
た
い
お
も
ち
ゃ
へ
の
イ
メ

し
て
い
る
。

（
行
動
・
発
言
）

ゃ
で
お
も
ち
ゃ
を
つ
く
り
出

ー
ジ
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
，
教

を
す
面
白
さ
や
，
自
然
の
不

科
書
に
載
っ
て
い
る
「
お
も
ち
ゃ
ず
か
ん
」

つ
思
議
さ
に
気
付
く
こ
と
が

も
参
考
に
さ
せ
る
。

く
で
き
る
。

ろ
・
秋
の
自
然
物
を
使
っ
て
自
由
に
遊
ん
・
遊
び
に
使
う
も
の
を
工
夫
し
て
つ
く
る
こ
・
お
も
ち
ゃ
の
動
き
の
面
白
さ
や
不
思
・
試
し
た
り
，
比
べ
た
り
し
な
が
ら
，

・
お
も
ち
ゃ
の
つ
く
り
方
に

う
だ
り
，
お
も
ち
ゃ
や
楽
器
を
つ
く
っ

と
の
お
も
し
ろ
さ
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
，

議
さ
，
遊
ぶ
楽
し
さ
な
ど
に
気
付
い

お
も
ち
ゃ
の
つ
く
り
方
や
遊
び
方
を

と
ま
ど
っ
て
い
る
際
は
，

た
り
す
る
。
（
２
時
間
）

自
分
の
お
も
ち
ゃ
を
改
良
す
る
際
に
は
試

て
い
る
。

工
夫
し
て
い
る
。

一
緒
に
考
え
た
り
，
同
じ

＜
本
時
２
／
２
＞

し
た
り
，
繰
り
返
し
た
り
，
試
行
錯
誤
で
（
行
動
・
発
言
・
振
り
返
り
カ
ー
ド
）
（
行
動
・
会
話
・
振
り
返
り
カ
ー
ド
）

お
も
ち
ゃ
を
つ
く
っ
て
い

き
る
場
を
工
夫
す
る
。

る
友
達
を
紹
介
し
た
り
す

る
な
ど
し
て
材
料
や
遊
び

方
を
確
か
め
さ
せ
る
。

・
自
分
が
つ
く
っ
た
お
も
ち
ゃ
や
楽
器
・
自
分
の
お
も
ち
ゃ
を
改
良
す
る
視
点
を
も
・
材
料
の
大
き
さ
や
形
，
素
材
の
材
質
・
自
分
の
工
夫
し
た
と
こ
ろ
を
友
達
に

を
紹
介
し
合
い
，
改
良
し
た
り
，
つ

て
る
よ
う
に
，
つ
く
っ
た
お
も
ち
ゃ
を
見

な
ど
に
よ
っ
て
，
お
も
ち
ゃ
の
動
き

話
し
た
り
，
友
達
か
ら
聞
い
た
工
夫

く
る
お
も
ち
ゃ
を
変
え
た
り
し
な
が

合
う
場
を
設
定
し
，
互
い
の
お
も
ち
ゃ
の

や
音
な
ど
が
異
な
る
こ
と
に
気
付
い

を
生
か
し
て
自
分
の
お
も
ち
ゃ
や
楽

ら
遊
ぶ
。

（
２
時
間
）

共
通
点
と
相
違
点
に
着
目
さ
せ
る
。

て
い
る
。

器
に
試
し
て
，
改
良
し
て
い
る
。

（
会
話
・
振
り
返
り
カ
ー
ド
）
（
行
動
・
会
話
・
振
り
返
り
カ
ー
ド
）

お
・
同
じ
お
も
ち
ゃ
や
同
じ
種
・
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
，
遊
び
方
や
ル
・
ど
ん
な
ル
ー
ル
が
あ
れ
ば
み
ん
な
で
楽
し
・
遊
び
の
ル
ー
ル
や
約
束
を
工
夫
す
る
・
試
し
た
り
，
比
べ
た
り
し
な
が
ら
，

・
お
も
ち
ゃ
の
改
良
や
遊
び

も
類
の
お
も
ち
ゃ
を
つ
く
っ

ー
ル
を
相
談
す
る
。
お
も
ち
ゃ
を
改

く
遊
べ
る
か
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
，
グ

と
楽
し
く
遊
べ
る
こ
と
や
友
達
の
お

も
っ
と
楽
し
く
遊
べ
る
よ
う
に
お
も

方
の
工
夫
が
思
い
つ
か
な

ち
た
人
で
グ
ル
ー
プ
を
つ
く

良
し
た
り
，
つ
く
り
足
し
た
り
す
る
。

ル
ー
プ
の
友
達
と
試
し
た
り
，
比
べ
た
り

も
ち
ゃ
や
楽
器
に
は
，
自
分
の
も
の

ち
ゃ
を
改
良
し
た
り
，
遊
び
方
を
工

い
際
は
，
同
じ
お
も
ち
ゃ

ゃ
り
，
「
お
も
ち
ゃ
ま
つ
り
」

(２
時
間
）

し
な
が
ら
遊
ぶ
時
間
を
十
分
確
保
す
る
。

と
は
違
う
よ
さ
が
あ
る
こ
と
に
気
付

夫
し
た
り
し
て
い
る
。

を
つ
く
っ
た
友
達
と
一
緒

ま
を
開
い
て
楽
し
く
遊
ぶ
こ

・
友
達
を
招
い
た
際
に
話
せ
る
よ
う
，
お
も

い
て
い
る
。

（
行
動
・
会
話
・
振
り
返
り
カ
ー
ド
）

に
遊
ぶ
よ
う
に
し
た
り
，

つ
と
が
で
き
る
。

ち
ゃ
の
説
明
を
考
え
る
際
に
は
，
お
す
す
（
行
動
・
発
言
・
振
り
返
り
カ
ー
ド
）

ア
ド
バ
イ
ス
を
お
願
い
し

り
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
意
識
さ
せ
る
。

た
り
す
る
。

で あ
・「
秋
の
お
も
ち
ゃ
ま
つ
り
」
を
開
き
，
・
全
て
の
お
も
ち
ゃ
で
遊
べ
る
よ
う
に
，
グ

・
自
分
の
お
も
ち
ゃ
を
お
す
す
め
し

そ
互
い
の
お
も
ち
ゃ
で
遊
ぶ
。

ル
ー
プ
を
半
分
に
分
け
，
招
待
す
る
側
と

た
り
友
達
が
つ
く
っ
た
お
も
ち
ゃ

ぼ
（
１
時
間
）

遊
び
に
行
く
側
を
決
め
る
。

を
一
緒
に
楽
し
も
う
と
し
て
い
る
。

う
（
行
動
・
会
話
・
振
り
返
り
カ
ー
ド
）

・「
お
も
ち
ゃ
ま
つ
り
」
を
振
り
返
り
，
・
次
へ
の
意
欲
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
に
，
昨
・
お
も
ち
ゃ
ま
つ
り
の
楽
し
か
っ
た
こ

よ
か
っ
た
こ
と
や
も
っ
と
や
り
た
い

年
度
，
自
分
た
ち
も
招
待
し
て
も
ら
っ
た

と
を
基
に
，
友
達
と
一
緒
に
遊
ぶ
こ

こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
う
。（
１
時
間
）

こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

と
の
面
白
さ
に
気
付
い
て
い
る
。

（
発
言
・
振
り
返
り
カ
ー
ド
）

お
・
自
分
た
ち
が
つ
く
っ
た
お
・
園
児
も
楽
し
く
遊
ぶ
た
め
に
は
ど
う
・
園
児
も
楽
し
く
遊
べ
る
か
を
意
識
で
き
る

・
会
が
楽
し
く
な
る
よ
う
に
，
約
束
や

・
工
夫
が
思
い
浮
か
ば
な
い

も
も
ち
ゃ
を
園
児
の
た
め
に

し
た
ら
よ
い
の
か
考
え
な
が
ら
，
お

よ
う
に
，
具
体
的
な
ポ
イ
ン
ト
（
簡
単
に
，

ル
ー
ル
な
ど
を
考
え
，
遊
び
方
を
工

際
は
「
年
下
だ
か
ら
簡
単

へ
ち

工
夫
し
た
り
，
約
束
や
ル

も
ち
ゃ
や
ル
ー
ル
を
さ
ら
に
工
夫
し

や
さ
し
く
な
ど
）
を
確
認
し
た
上
で
，
試

夫
し
て
い
る
。

に
し
て
あ
げ
た
い
ね
」
と

よ
ゃ

ー
ル
を
考
え
直
し
た
り
し

た
り
改
良
し
た
り
す
る
。
（
１
時
間
）

し
た
り
，
比
べ
た
り
さ
せ
る
。

（
会
話
・
振
り
返
り
カ
ー
ド
）

投
げ
か
け
考
え
さ
せ
る
。

う
ま

て
，
園
児
を
招
待
し
一
緒

こ
つ

に
楽
し
く
遊
ぶ
こ
と
が
で
・
園
児
を
「
秋
の
お
も
ち
ゃ
ま
つ
り
」
・
園
児
の
ど
の
よ
う
な
様
子
を
見
る
こ
と
が
・
自
分
た
ち
が
工
夫
し
て
つ
く
っ
た
お

・
園
児
と
楽
し
く
遊
ん
で
も
ら
う
た

そ
り

き
る
。

に
招
待
し
，
一
緒
に
楽
し
く
遊
ぶ
。

で
き
れ
ば
，
楽
し
ん
で
も
ら
え
た
こ
と
に

も
ち
ゃ
や
遊
び
で
人
を
楽
し
ま
せ
る

め
に
，
伝
え
た
い
こ
と
を
表
現
し

（
２
時
間
）

な
る
の
か
を
会
の
実
施
前
に
確
認
す
る
。

こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
気
付
い
て
い

よ
う
と
し
た
り
，
や
り
方
を
教
え

・
満
足
感
を
感
じ
て
終
わ
る
こ
と
が
で
き
る

る
。
ま
た
自
分
が
成
長
し
て
い
る
こ

た
り
し
な
が
ら
一
緒
に
楽
し
も
う

よ
う
に
，
ま
つ
り
の
終
わ
り
に
，
園
児
や

と
が
分
か
る
。

と
し
て
い
る
。

先
生
方
か
ら
感
想
を
も
ら
う
。

（
発
言
・
振
り
返
り
カ
ー
ド
）

（
行
動
・
発
言
・
振
り
返
り
カ
ー
ド
）

【 ５ 時 間 】 【 ４ 時 間 】 【 ３ 時 間 】
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６ 本時の実際（３／１２）
（１）ねらい

もっと楽しいおもちゃにするために，試したり，比べたりして，おもちゃそのものやその遊び
方を工夫することができる。

（２）学習の実際

予想される
形 ○教師の支援

学 習 活 動
子どもの姿

●つまずいている子への手立て
態 ☆評価（方法）【観点】

１ 前時につくったおもちゃ ・ぼくは，どんぐりご 全 ○活動の中で友達に相談したり一緒
を見せ合う。 まを２こつくったよ。体 に遊んだりすることがスムーズに

・わたしは，マラカス できるように，同じおもちゃをつ
をつくったよ。 くった人を確かめる場面を設ける。

・わたしと同じだな。

２ 学習課題と学習の流れを ・すごくよく回るこま 全 ○個々のめあてがしっかりもてるよ
確認する。 をつくりたいな。 体 うに，どうしたら「もっとたのし

・同じおもちゃの人と く」なるのかについて考えさせる。
競争してみたいな。 例）「よく回るように…」

・箱に点数を書いたら 「競争したら…」
面白くなりそうだな。 「点数をつけたら…」 など

（めあて）
もっとたのしいおもちゃにしよう！ もっとたのしくあそぼう！

３ 試したり，比べたりして ・どっちが長く回って 個 ○一人一人の子どもの前時までの進
おもちゃづくりをする。 いるか，競争しよう。 ま み具合や今日のめあて等を基にし

・早く３回入った方が た て気付きを拾ったり，変容の様子
勝ちってことにしよ は をとらえたりすることができるよ

【予想されるおもちゃ】 う。 小 うに，Ｔ１・Ｔ２で場所を交代し
・どんぐりごま ・やじろべえがうまく 集 ながら場所を活動の様子を見守る。
・やじろべえ いかないな。どうし 団 ○どんぐりの穴開けは手を怪我する
・けんだま てだろう。 恐れがあるので，校務員に専属で
・まといれ ・こまがすぐに止まっ ついてもらう。
・さかなつり てしまう。長く回す ○困っている子どもが多く見受けら
・マラカス 方法はないかな。 れる場合には，ヒントとなるよう
・たいこ ・もっとたくさん作っ 情報交換ができる時間を設ける。
・ネックレス て並べてみたいな。 ●うまくいかず困っている際には，
・かんむり 一緒に考えたりヒントを出したり

する。また，同じおもちゃをつく
っている人を確かめ，なるべく子
ども同士で関わりながら解決でき
るようにも促す。

４ 学習を振り返り，カード ・どっちが早く３回入 個 ○次時の活動につなげられるように，
に書く。 るか競争したのがお ・ 振り返りの中から，もっとやって

もしろかった。 全 みたいことや友達のおもちゃの真
・最初はこまがうまく 体 似したいところなどを発表させる。
回らなかったけど，
友達が教えてくれた
ら，最強のこまがで ☆試したり，比べたりして，おも
きた。 ちゃのつくり方や遊び方を工夫

・他にもつくってみた している。
いな。 （行動・会話・シート）

【思考力，判断力，表現力の基礎】
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第２学年 生活科学習指導案
指導者 小松 由美子

１ 単元名

もっとなかよし まちたんけん

２ 単元の目標

○ 地域の人々と関わる活動を通して，地域で生活したり働いたりしている人々と自分たちの関

わりについて考えることができるとともに，自分たちの生活は地域の人々や場所と関わりをも

っていることや地域のよさが分かり，地域の人々と適切に接したり，親しみや愛着をもって生

活したりしようとする。

○ 自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動を通して，相手のことを想像し

たり伝えたいことや伝え方を選んだりすることができ，身近な人々と関わることのよさや楽し

さが分かるとともに，進んで触れ合い交流しようとする。

３ 単元を展開するに当たって

（１）子どもについて（男子１０名・女子１２名，計２２名）

明るく素直で，どのような活動にも一生懸命に取り組もうとする子どもたちである。また，友

達をはじめ，自分たちがお世話になっている人に手作りの贈り物をしたり，自分の気持ちを書い

たお手紙を渡したりすることが好きで，人に喜んでもらうためにはどんなことができるかを考え，

感謝の気持ちを素直に伝えることができる。

生活科の学習にとても意欲的で，これまでも探検したり，育てたり観察したりするなど楽しん

で取り組んできた。特に，６月の「まちたんけん」では，様々な植物を見付けたり，多くの人々

と出会い会話をしたり，やりとりを通して関わりを深めてきている。また，探検に繰り返し出か

けたことで，数々起こる出来事に驚いたり，喜んだりするなど，学校内では体験できないような

心に残る学習を経験している。道行く人や探検先での人との出会いを通して，「おぼないって，

いい人がいっぱい！」という子どもたちのつぶやきがたくさん聞かれた。学校に戻ってからの探

検レポートづくりの内容には，探検先の人の気持ちを考えた記述もあれば，店内に飾っていたも

のについての感想を書いているものもあった。また，その後に書いた手紙には，お礼の言葉だけ

でなく，「またいつか探検させてほしい」「お手伝いをさせてほしい」と思いや願いが書き添えら

れているものもあった。

伝え合う活動では，探検先が同じ子どもたちがグループになり，全員で床地図を囲みながら伝

え合う活動をしたが，音声言語が中心の表現になってしまい，子どもたちが探検で感じたり，気

付いたりしたたくさんのものを思うように伝えることができなかったようである。

また，生活上の必要な習慣においては，気持ちが高揚してくると注意が散漫になり，けがをし

たり，活動の終了時刻を守ることができなかったりする児童が数名いる。そのため，「安全の意

識を高める」「施設や公共の場所でのルールやマナーを守る」「時間を守る」ことも地域の方と関

わる上で大切だということに気付かせるとともに，継続的な指導が必要である。

（２）単元について

本単元は，生活科の内容（３）「地域に関わる活動を通して，地域の場所やそこで生活したり

働いたりしている人々について考えることができ，自分たちの生活は様々な人や場所と関わっ
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ていることが分かり，それらに親しみや愛着をもち，適切に接したり安全に生活したりしよう

とする」と，（８）「自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動を通して，相

手のことを想像したり伝えたいことや伝え方を選んだりすることができ，身近な人々と関わる

ことのよさや楽しさが分かるとともに，進んで触れ合い交流しようとする」の２つの内容の関

連を図り，設定したものである。

６月の「おぼないのまちへとびだそう」の学習後，探検した店に家族と一緒に出かけ，買い物

をしたり，食事をしたりしながら，さらにつながりを深めていた様子が見られた。そのような

様子を踏まえて，夏休み中の課題として「まち新聞」の作成を提示し，一人一人の興味や気付

きが表れたものが提出された。それらをみんなで見合いながら，前回の探検を想起し，見付け

た「もの」や「こと」，出会ったりお世話になったりした「ひと」が今はどうしているのか考え

ることを通して，「また探検に行きたい」という思いが自然に沸いてくるものと思われる。この

ような思いを基に学習をスタートしながら，本単元では，６月の発表を振り返り，探検してみ

たい場所だけでなく，その理由を確認しながら，前回同様「おさんぽたんけん」という形でま

ちを自由に歩く場を設定する。前回と異なる秋という季節を体で感じながら，また前回の探検

メモと比べることで，共通点や変化に気付いたり，新たな発見をしたりすると思われる。そう

いった気付きを互いに伝え合うことで，さらに次の探検への意欲につながるとともに，見付け

てきた気付きを分類することを通して，「もの」や「こと」から，地域に住む「ひと」にも興味

や気付きが広がっていくと思われる。そこで生まれてくるであろう一人一人の様々な「もっと

〇〇したい」という思いや願いが探検の視点の明確化につながり，次の探検がより充実したも

のになると期待される。それらの視点の中の「もっとなかよくなるには，どうしたらよいの

か」という思いや願いは，自分たちが一緒にしてみたいことや，自分たちができることを考え

ることにもつながり，地域への愛着，ひいてはそこに暮らす自分たちとの関わり，自分の成長

への気付きとなることが期待される単元である。

（３）指導に当たって

① 思いや願いをもって「ひと・もの・こと」と関わるために

・本単元の前の，｢のりものにのって出かけよう｣と「こんにちは生保内としょかん」では，

施設等の利用の仕方のルールを学ぶだけではなく，仕事をしている人たちに注目できるよ

うに，フィールドワークに出かけた際は，お世話になった人たちが何人いて，どのように

関わってもらったかに気付くことができるように学習シートを構成する。

・６月の探検で気付いたことや夏休みの「まち新聞」の内容を類型化し，子どもたちの興味

や関心が，まちのどんなよさに向いているのかを予め確認しておく。その上で，導入にお

いて，６月の探検や夏休みの「まち新聞」の内容を学級全体で振り返ることで，まち全体

の特色を思い出し，自分が訪れたい場所や触れ合いたい人のイメージをもった上で「おさ

んぽたんけん」ができるようにする。

・探検の目的をはっきりもつことができるように，「おさんぽたんけん」で見付けてきた

「ひと」「もの」「こと」の情報量の違いを色分けした付箋で量の多い「もの」「こと」が

「ひと」につながることを確かめ，次の探検の前にお店の人の声や作業している音などを

聞き，考えさせることで，「ひと」に目が向くようにする。

・本単元のまとめでは，自分たちのまちのよさをだれかに伝えたいという気持ちをもつと思

われるが，発表会をすることが最終の目的ではなく，「毎日元気にあいさつを交わす」「大

好きな気持ちを表す」など，自分たちがまちの人とどのように関わることができるのかな
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ど，子どもたちの等身大の考えや思いを大切にする。

② 気付きの質を高め，表現するために

・「おさんぽたんけん」では，共通点や変化に気付いたり，新たな発見につながったりする

ことができるように，６月の探検の際に用いたメモを活用する。

・地域にはいろいろな人がいることや場所と人の関係，場所と場所の関係にも気付くことが

できるように，「おさんぽたんけん」で見付けてきたことを，「ひと」「もの」「こと」の種

類ごとに分け記述し，それらを分類しながら確かめる。

・２回目の探検後の表現活動では，自分なりにまちのよさを表現できるように，「だれに」

「何を」伝えたいのか，またそれぞれの「理由」をじっくり考える時間を大切にする。さ

らに，それらの思いを十分に表現できるように，道具をつくったり，店の人の動きを再現

したりするなど様々な方法があることを確認したり，個々で試行錯誤する場や時間を設定

ししたりしながら，準備を進めるようにする。

・一人一人が見付けたまちのよさをつなぎ合わせることができるように，学級全体で伝え合

う活動を「おぼないまちめぐりツアー」とし，実際に歩いたまちの中をもう一度，みんな

で歩きながら探検している場にする。また，まち全体における「もの」「こと」「ひと」の

散らばりとともにつながりを視覚的に捉えやすくしたり，さらに自分との関わりに気付い

たりすることができるように，地図にシールを貼るなど工夫をする。

単元を通して，これまでも触れ合っている地域の人ともっとなかよくなるとはどういうこと

なのかを考えながら学習を進めていく。そのためには，探検を通して自分たちに何かをしても

らうということに留めず，自分たちができることについても考えることで，地域で暮らす自分

たちへの気付きにつなげ，自己有用感を高めていくことができるようにする。

☆本単元がつながる中学年以降の子どもの姿

本単元の学習は，中学年以降の社会科における社会的事象の見方・考え方を育成するという点

で，大きな関わりがある。地域探検を繰り返すことによって，以前とは違うまちの様子に気付い

たり，それぞれの子どもたちの探検先の店や建物が相互につながり合って生活が成り立っている

ことなどを考えたりすることが，身近な地域や市区町村の地理的環境，地域の安全を守るための

諸活動と消費生活の様子などを人々の生活との関連を踏まえて理解するという第３学年の社会科

の目標につながるものと思われる。

さらに，一人一人の子どもたちが自分のこだわりを大事にして学習を進めていく姿勢が，社会

的事象について主体的に学習の問題を解決しようとする態度や，よりよい社会を考え，学習した

ことを社会生活に生かそうとする態度を養うとともに，思考や理解を通して，地域社会に対する

誇りと愛情，地域社会の一員としての自覚を養うことにもつながると考えられる。

また，探検の際，見付けた植物を「かわいい」「何という名前の花だろう」「この前までは咲い

てなかった」などの気付きは，自然に親しむという理科の学習につながる。また，「比較する」

「関係付ける」などの活動は，中学年以降の科学的な思考力・判断力・表現力の育成へとつなが

っていくと考えられる。
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４ 単元構想図

生保内のまちが大好きになり，すてきな場所や，優しい人がいっぱいの生保内のまちの
一人として，これからも地域の人たちとふれ合いながら，元気に生活しようとする。

春の探検では店などに出かけ，たくさんの体験をし，地域のよさをたくさん見付けるこ
とができた。もっと地域のよさを見付け，地域の人たちと触れ合いたい。

これまでの学習を振り返る（思いや願い）

秋のおさんぽたんけんに出かける（体験）

「まちのすてき発表会」をしよう（表現）

うちの人も楽しそうに，

発表を見てくれた。

じょうずだねって，ほめ

てもらったよ。

友達と協力して準備をたくさんがんば

ってよかった。

準備や後片付けにもたくさ

ん時間がかかるんだ。

お仕事にはちょっとしたこ

つがあるんだね。

○○のおじさんは，今も

おしごとをがんばってい

た。

夏休みも家の人と買い

物に行ったよ。

○○のおじさん，元気

そうだ。

また，○○に行って，

仕事を手伝ってみたい

な。

春は〇〇だったけど，

今はどうなっているの

かな？

見付ける 比べる たとえる
お店のおじさんは元気

な。

さんまやくりなど秋

のものが売られてい

るね。

見付ける 比べる

たとえる 工夫する

探検で見付けたことを伝え合う（表現）

○○くんが言っていたとおり，お店の前は

とてもいいにおいだった。

季節に合わせて店の飾

りを変えているんだ。

見付ける

比べる

たとえる

春の時に行きたかった

○○に行ってみたいな。

○○で○○の作り方を

教えてもらいたいな。

簡単かな思っていたけどど

の仕事も大変なんだなあ。

○○さんが前に行った

ところに行きたい！

まちの人ともう一度ふれ合う（体験）

見付ける 比べる

試す

まちのすてきを伝えよう（表現） 【本時】

○○のお店の人はやっぱ

りすごい。

せっかくだから，１年生や先生たちも招待しようよ。

おぼないのまちには名

人がいっぱいいるんだ。

おぼないの人たちはみん

なやさしいね。

まち探検を振り返る（表現）

生保内にはすごい人が

たくさんいるんだね。

またいつか家族と一緒

に行って買い物したい。

☆ 学 び に 向 か う 力 ， 人 間 性 ☆

た

か

め

る

ひ

ろ

げ

る

つ

な

げ

る

○○さんに会ったら，

あいさつをしよう。

今度は仕事を手伝って

みたい。

お店のおじさんのよう

な人になりたい。

劇 絵

劇 ぺープサート 絵手紙

絵 文 写真

見付ける

比べる

たとえる

こうえんにはすすきや

コスモスがいっぱいだ

な。

〇〇の近くにあったの

がなくなっている。

おうちの人にも紹介し

たいなあ。

お世話になった人を学

校に呼ぼうよ。
写真ぺープサート

手紙 絵文
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５
指
導
計
画

（
１
）
評
価
規
準

知
識
及
び
技
能
の
基
礎

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
の
基
礎

学
び
に
向
か
う
力
，
人
間
性

・
自
分
た
ち
の
生
活
は
，
地
域
で
生
活
し
た
り
働
い
た
り
し
て
い
る
人
々
や
様
々
な
場
所
・
地
域
で
生
活
し
た
り
働
い
た
り
し
て
い
る
人
々
や
様
々
な
場
所
と
適
切
に
関
わ
る
こ
と
・
地
域
で
生
活
し
た
り
働
い
た
り
し
て
い
る
様
々
な
場
所
に
親
し
み
や
愛
着
を
も
っ
て
関

と
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
，
地
域
の
よ
さ
や
そ
れ
ら
と
自
分
の
関
わ
り

や
，
安
全
に
生
活
す
る
こ
と
に
つ
い
て
，
自
分
な
り
に
考
え
た
り
，
工
夫
し
た
り
，
振

わ
り
，
安
全
に
楽
し
く
生
活
し
よ
う
と
す
る
と
と
も
に
，
場
に
応
じ
て
安
全
で
適
切
な

に
気
付
い
て
い
る
。

り
返
っ
た
り
し
て
，
そ
れ
ら
を
す
な
お
に
表
現
し
て
い
る
。

行
動
に
つ
い
て
考
え
な
が
ら
，
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
守
っ
て
行
動
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

・
自
分
た
ち
の
生
活
や
地
域
の
出
来
事
を
身
近
な
人
々
と
伝
え
合
う
活
動
を
通
し
て
，
身
・
相
手
の
こ
と
を
想
像
し
た
り
，
伝
え
た
い
こ
と
や
伝
え
方
を
選
ん
だ
り
す
る
。

・
自
分
た
ち
の
生
活
や
地
域
の
出
来
事
に
進
ん
で
触
れ
合
い
交
流
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

近
な
人
々
と
関
わ
る
こ
と
の
よ
さ
や
楽
し
さ
が
分
か
る
。

（
２
）
単
元
の
全
体
計
画
（
１
８
時
間
）

小
評

価
規

準
と

評
価

方
法

つ
ま
ず
い
て
い
る
子
へ
の

単
ね
ら
い

主
な
学
習
活
動

主
な
支
援

元
知
識
及
び
技
能
の
基
礎

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
の
基
礎

学
び
に
向
か
う
力
，
人
間
性

手
立
て

お
・
夏
休
み
に
つ
・
夏
休
み
に
つ
く
っ
た
一
人
一
人
の
ま
・
こ
の
後
の
「
も
っ
と
な
か
よ
し
」
探
検
に
つ
な
げ

・
こ
れ
ま
で
の
探
検
を
思
い
出
し
，
自

さ
く
っ
た
ま
ち

ち
新
聞
を
見
合
い
，
ま
ち
の
魅
力
に

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
，
一
人
一
人
の
新
聞
の

分
の
地
域
で
経
験
し
た
こ
と
に
つ
い

ん
新
聞
を
見
合

つ
い
て
発
表
す
る
。
（
１
時
間
）

特
徴
を
基
に
，
新
聞
の
内
容
を
「
も
の
・
ひ
と
・

て
発
表
し
て
い
る
。

（
発
言
）

ぽ
っ
た
り
，
秋

こ
と
」
に
分
け
た
り
，
体
験
し
て
感
じ
た
こ
と
を

た
の
地
域
の
お

表
現
し
て
い
る
新
聞
に
注
目
さ
せ
た
り
す
る
。

ん
さ
ん
ぽ
探
検

け
を
し
た
り
し
・
お
さ
ん
ぽ
探
検
を
す
る
。
（
２
時
間
）
・
探
検
の
め
あ
て
を
し
っ
か
り
も
て
る
よ
う
に
，
前
・
６
月
の
探
検
の
際
と
の
共
通
点
や
相
違
・
地
域
の
人
や
，
訪
れ
た
場
所
に
い
る
・
身
近
な
地
域
の
人
々
や
様
々
な
場
所
・
お
さ
ん
ぽ
探
検
の
際
は
，
安
全

ん
て
，
新
た
な

時
の
学
習
や
６
月
の
探
検
を
想
起
さ
せ
，
行
っ
て

点
に
気
付
い
て
い
る
。

人
々
と
触
れ
合
う
中
で
，
あ
い
さ
つ

に
関
心
を
も
ち
，
真
剣
に
見
た
り
，

に
歩
行
で
き
る
よ
う
に
マ
ナ
ー

に
ま
ち
の
様
子

み
た
い
と
思
う
場
所
と
そ
の
理
由
を
探
検
前
に
確

（
シ
ー
ト
・
対
話
）

や
順
番
を
待
つ
な
ど
，
場
や
状
況
を

人
の
話
を
し
っ
か
り
聞
い
た
り
し
て

を
再
確
認
し
，
現
場
で
も
見
守

で
に
気
付
く
こ

認
す
る
。

考
え
て
い
る
。

（
発
言
・
行
動
）

い
る
。

（
行
動
）

り
を
し
っ
か
り
と
す
る
。

か
と
が
で
き

・
変
化
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
，
６
月
の

け
る
。

探
検
メ
モ
を
見
比
べ
な
が
ら
，
同
じ
と
こ
ろ
や
変

よ
わ
っ
た
と
こ
ろ
の
メ
モ
を
す
る
よ
う
に
す
る
。

う
・
お
さ
ん
ぽ
探
検
で
発
見
し
た
こ
と
を
・
ま
ち
の
人
々
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
・
お
さ
ん
ぽ
探
検
で
見
付
け
て
き
た
地
域
・
自
分
が
見
付
け
て
き
た
こ
と
を
振
り

・
探
検
の
振
り
返
り
の
際
は
，
自

学
級
で
伝
え
合
う
。

（
１
時
間
）

に
，
発
見
し
た
内
容
を
「
ひ
と
」
「
も
の
」
「
こ

の
人
々
の
工
夫
や
技
な
ど
を
記
録
カ
ー

返
り
，
「
ひ
と
」
「
も
の
」
「
こ
と
」

分
の
伝
え
た
い
こ
と
が
相
手
に

と
」
別
に
確
か
め
，
次
の
探
検
の
目
的
を
も
て
る

ド
に
書
い
た
り
，
友
達
に
伝
え
た
り
し

を
意
識
し
な
が
ら
友
達
に
分
か
る
よ

伝
わ
る
よ
う
に
，
前
も
っ
て
，

よ
う
に
す
る
。

て
い
る
。

（
シ
ー
ト
・
対
話
）

う
に
表
現
し
て
い
る
。

何
を
話
し
た
い
の
か
を
確
認
し

（
対
話
の
様
子
）

て
お
く
。

も
・
自
分
の
め
あ
・
「
も
っ
と
な
か
よ
く
な
り
た
い
」
「
も
・
探
検
の
視
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

・
探
検
で
関
わ
っ
た
地
域
の
人
た
ち
と
・
探
検
場
所
を
決
め
る
際
は
，
自

っ
て
を
も
っ
て

っ
と
見
て
み
た
い
」
と
思
う
人
や
場

に
，
「
ど
う
す
れ
ば
も
っ
と
な
か
よ
く
な
れ
る
の

も
っ
と
親
し
く
な
る
た
め
に
，
繰
り

分
の
思
い
を
大
事
に
し
て
行
き

と
ま
ち
探
検
を

所
を
考
え
，
自
分
の
探
検
の
め
あ
て

か
」
「
ど
ん
な
と
こ
ろ
を
見
て
み
た
い
の
か
」
な

返
し
関
わ
ろ
う
と
い
う
意
欲
を
も
っ

た
い
場
所
を
決
め
て
い
る
か
を

な
し
，
交
流
を

を
も
つ
。
（
１
時
間
）

ど
の
問
い
か
け
を
す
る
。

て
い
る
。

直
接
話
し
て
確
認
す
る
。

か
深
め
た
い
と

（
行
動
）

よ
思
っ
た
人
々

く
と
関
わ
り
，
・
自
分
で
も
う
一
度
行
っ
て
み
た
い
場
・
ま
ち
の
人
の
生
活
の
様
子
を
推
測
し
，
安
全
面
，

・
こ
れ
ま
で
に
関
わ
っ
た
人
々
の
中
か

な
ま
ち
の
人
の

所
や
な
か
よ
く
な
り
た
い
と
思
う
人

そ
の
場
所
に
お
け
る
マ
ナ
ー
，
時
間
を
守
る
こ
と

ら
会
い
た
い
人
を
決
め
，
相
手
や
場

ろ
思
い
や
ま
ち

が
い
る
場
所
を
決
め
，
探
検
の
計
画

を
全
員
で
確
か
め
る
。

に
応
じ
た
行
動
を
考
え
，
探
検
の
計

う
の
よ
さ
に
気

を
立
て
る
。
（
１
時
間
）

・
ま
ち
の
人
の
言
葉
や
様
子
に
特
に
注
目
す
る
と
い

画
を
立
て
た
り
，
準
備
を
し
た
り
し

付
く
こ
と
が

っ
た
探
検
の
ポ
イ
ン
ト
や
，
自
分
が
し
た
い
こ
と

て
い
る
。

（
行
動
）

で
き
る
。

な
ど
を
十
分
確
認
す
る
。

・
自
分
で
も
う
一
度
行
っ
て
み
た
い
場
・
「
生
小
応
援
団
」
の
方
を
は
じ
め
，
引
率
者
と
の
・
地
域
で
生
活
し
た
り
働
い
た
り
し
て
い

・
地
域
の
人
と
た
く
さ
ん
話
し
た
り
，

所
や
な
か
よ
く
な
り
た
い
と
思
う
人

打
合
せ
を
綿
密
に
行
い
，
子
ど
も
た
ち
の
様
子
を

る
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
や
技
，
思
い

触
れ
合
っ
た
り
す
る
な
ど
し
て
，
親

が
い
る
場
所
へ
も
う
一
度
訪
ね
る
。

よ
く
観
察
し
て
も
ら
う
と
と
も
に
，
安
全
面
で
心

に
気
付
い
て
い
る

し
み
を
表
し
て
い
る
。

（
行
動
）

（
３
時
間
）

配
な
子
ど
も
の
こ
と
も
伝
え
て
お
く
。

（
シ
ー
ト
・
会
話
）

ま
・
自
分
た
ち
が
・
２
度
目
の
探
検
で
気
付
い
た
こ
と
や
・
探
検
の
際
の
触
れ
合
っ
た
人
の
様
子
（
言
葉
や
動
・
探
検
時
の
写
真
や
床
地
図
を
見
な
が
・
探
検
を
振
り
返
り
な
が
ら
，
自
分
の

・
表
現
方
法
を
選
ぶ
際
は
，
伝
え

ち
気
付
い
た
ま

思
っ
た
こ
と
を
振
り
返
り
，
そ
れ
ら

き
）
や
感
動
し
た
こ
と
，
周
り
の
音
な
ど
具
体
的

ら
，
地
域
の
中
に
愛
着
の
あ
る
場
が
増

伝
え
た
い
こ
と
が
伝
わ
る
方
法
を
選

た
い
こ
と
を
聞
き
，
伝
わ
り
や

の
ち
の
よ
さ
を

を
表
現
で
き
る
方
法
を
選
ぶ
。

な
も
の
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
，
ま
ち
の
よ
さ
に
気

え
た
り
，
多
く
の
人
と
親
し
く
な
っ
た

ん
で
い
る
。

（
行
動
）

す
い
方
法
を
選
ば
せ
る
。

す
自
分
が
考
え

（
１
時
間
）

付
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
，
伝
え
る
相
手
や
内

こ
と
を
話
し
て
い
る
。
（
会
話
）

て
た
方
法
で
伝

容
，
そ
の
理
由
を
確
認
す
る
。

き
え
る
こ
と

を
で
，
ま
ち
探
・
自
分
で
選
ん
だ
方
法
で
伝
え
合
い
の
・
準
備
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
，
予
め

・
友
達
に
伝
え
た
い
こ
と
を
選
び
，
言

・
準
備
に
戸
惑
っ
て
い
る
際
は
，

つ
検
を
振
り
返

準
備
を
す
る
。

（
２

想
定
さ
れ
る
物
を
準
備
し
て
お
く
。

葉
や
絵
な
ど
で
す
な
お
に
表
現
し
て

友
達
の
様
子
を
参
考
に
す
る
よ

た
る
こ
と
が
で

時
間
）
・
う
ま
く
い
か
な
く
な
っ
た
時
は
，
方
法
を
変
え
て

い
る
。

（
表
現
物
・
行
動
）

う
に
助
言
す
る
。

え
き
る
。

も
よ
い
こ
と
を
伝
え
る
。

お う
・
ま
ち
の
す
て
き
を
学
級
内
で
伝
え
合
・
地
域
全
体
の
よ
さ
を
体
で
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
・
交
流
を
通
し
て
，
地
域
の
よ
さ
や
そ
れ

・
発
表
の
際
は
，
発
表
す
る
時
と

い
，
生
保
内
の
ま
ち
の
よ
さ
に
気
付

る
よ
う
に
，
ツ
ア
ー
の
客
に
な
り
，
俯
瞰
的
に
ま

ら
を
支
え
て
い
る
人
に
気
付
い
て
い

聞
く
時
の
け
じ
め
を
も
て
る
よ

く
。
（
２
時
間
）

ち
を
眺
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
を
つ
く
る
。

る
。

（
発
表
・
シ
ー
ト
）

う
に
い
つ
で
も
ル
ー
ル
が
確
か

＜
本
時
２
／
２
＞

め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

・
ま
ち
の
す
て
き
を
学
級
の
外
に
広
め
・
自
分
た
ち
が
見
付
け
た
ま
ち
の
よ
さ
を
学
級
以
外

・
前
時
の
発
表
を
振
り
返
り
，
さ
ら
に

・
見
直
す
際
は
，
前
時
の
感
想
等

る
。

（
１
時
間
）

の
人
た
ち
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
，
表

伝
え
た
い
相
手
や
そ
の
内
容
を
改
め

を
聞
き
取
り
，
頑
張
り
を
認
め

現
の
付
け
足
し
や
変
更
の
必
要
が
な
い
か
な
ど
ポ

て
見
直
し
，
選
ん
で
い
る
。

な
が
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
。

イ
ン
ト
を
提
示
す
る
。

(
発
言
・
行
動
）

・
「
ま
ち
の
す
て
き
発
表
会
」
を
す
る
。
・
発
表
を
聞
い
て
も
ら
っ
た
人
か
ら
感
想
を
聞
き
，
・
自
分
の
心
に
残
っ
た
こ
と
が
身
近
な
人

・
地
域
の
出
来
事
に
関
心
を
も
ち
，
伝

（
２
時
間
）

自
分
た
ち
の
思
い
が
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
満
足

々
に
伝
わ
る
楽
し
さ
や
，
身
近
な
人
々

え
よ
う
と
し
て
い
る
。

感
を
味
わ
わ
せ
る
と
と
も
に
，
発
表
の
仕
方
に
つ

が
考
え
て
い
る
地
域
の
よ
さ
を
聞
く
楽

（
シ
ー
ト
・
発
言
）

い
て
も
振
り
返
る
よ
う
に
す
る
。

し
さ
に
つ
い
て
気
付
い
て
い
る
。

（
シ
ー
ト
・
発
言
）

・
ま
ち
探
検
を
振
り
返
る
。

・
こ
れ
か
ら
の
自
分
の
生
活
の
仕
方
に
目
を
向
け
さ

・
地
域
に
は
す
て
き
な
人
が
い
っ
ぱ
い
・
ま
と
め
に
戸
惑
っ
て
い
る
際
に

（
１
時
間
）

せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
，
こ
れ
ま
で
の
ま
ち

お
り
，
自
分
た
ち
も
地
域
の
一
員
と

は
，
こ
れ
ま
で
の
頑
張
り
を
は

の
人
と
の
関
わ
り
を
ま
と
め
さ
せ
る
。

し
て
こ
れ
か
ら
も
元
気
に
明
る
く
生

じ
め
変
容
を
伝
え
，
自
信
を
も

活
し
よ
う
と
い
う
思
い
を
も
っ
て
い

た
せ
る
よ
に
う
す
る
。

る
。

(
シ
ー
ト
・
発
表
）

【 ５ 時 間 】【 ４ 時 間 】 【 ９ 時 間 】
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６ 本時の実際（１４／１８）
（１）ねらい

地域で生活したり働いたりしている人々や場所が，自分たちの生活を支えていることに気付
くことができる。

（２）学習の実際

予想される
形 ○教師の支援

学 習 活 動
子どもの姿

●つまずいている子への手立て
態 ☆評価（方法）【観点】

１ 学習課題と学習の流れを ・今日はどんなすてき 全 ○子どもたちにドキドキワクワクす
確認する。 なものを見ることが 体 るような臨場感をもたせるため，

できるのかな。 教室全体をまちに見立てるような
場の設定をする。

（めあて）
「（２日間の）おぼないまちめぐりツアー」でまちのすてきを見つけよう！

２ 教室の中のまちをめぐり ・作り方が伝わるよう 全 ○ツアー中のそれぞれの場所の感想
ながら，自分の伝えたいこ に演じよう。 体 を書き込めるように「ツアーのし
とを表現したり，友だちに ・おじさんの大変さが ま おり」（シート）を用意する。
質問したりする。 伝わるように演技し た ○伝える側は地域の人の立場に考え

よう。 は たり，地域の人の気持ちを考えた
・楽しかったことを上 グ 発表になるように，発表の場には
手にレポートしよう。ル 地域の人の顔写真や仕事をしてい

・おいしそうな○○を ｜ る場所の様子が分かる写真や道具
絵に表したからその プ などを準備しておく。
説明をしよう。

・〇〇に行った人たち
は何を見付けてきた
んだろう。

３ ツアーで気付いた生保内 ・生保内のまちのいろ 個 ●生保内のまちがどんなまちなのか
のまち全体のよさをみんな いろなところにお店 ↓ を子どもたちなりの言葉で表現で
で確かめ合う。 がある。 全 きるように「ツアーのしおり」（シ

・生保内のまちには技 体 ート）を見ながら考えさせる。
をもったすごい人が ○縮小したまちの地図を黒板に貼
たくさんいる。 り，シールで色分けし，町のあち

・生保内にはまた行っ らこちらに，すてきな「もの」「こ
てみたいと思うとこ と」「ひと」が分散していること
ろがいっぱいある。 に気付かせ，町全体のよさについ

・生保内のお店の人は て確かめ合うことができるように
みんなやさしい。 する。

☆交流を通して，地域のよさやそ
れらを支えている人がいること
に気付いている。

（シート）
【知識及び技能の基礎】

４ 本時を振り返り，次時の ・まちのすてきを家の 全 ○地域への自分の思いをさらに深め
活動を考える。 人に伝えたいな。今 体 られるように，今日のツアーに次

度は一緒に出かけた 回は「だれを」連れて行きたいか
いから。 を問うとともに，その理由も発表

・まちのすてきを一年 させる。
生に伝えたいな。知
らないことがきっと
あるから。
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総合的な学習の時間 指導案



第３学年 総合的な学習の時間学習指導案
指導者 小松 大貴

１ 単元名

すてき発見，田沢湖！ パートⅡ
～「すてき」さがしに出発だ！～

２ 単元の目標

自分の住んでいる地域のすてきな人や場所，ものについて，実際に訪ねたり他者と関わりな

がら調べたりする活動を通して，ふるさとのよさやそれを支える人々の努力や思いに気付き，

それらに対する自分の思いを表現できるとともに，ふるさとに対する誇りと愛情を高め，ふる

さとを大切にしようとする態度を育てる。

３ 単元を展開するに当たって

（１）子どもについて（男子１７名・女子１６名，計３３名）

明るく，様々な活動に関心をもち，進んで取り組もうとすることができる子どもたちである。

自分の思いを積極的に話したり，進んで人と関わろうとしたりする子どもが多い反面，自己の

考えに固執したり，自己主張が強く出てしまったりする子どももおり，自分の思いを通そうと

し過ぎることによるトラブルも多い。総合的な学習の時間は，特別支援学級の子ども１名も支

援を受けながら一緒に学習している。

子どもたちは昨年度までの生活科の学習で，地域めぐりをして，人のあたたかさを感じてい

る。今年度に入り，「すてき発見，田沢湖！パートⅠ」として，田沢湖地区のよさの中から深

く調べたい課題ごとにグループをつくり，主にインターネットや図書資料を使ったり，身近な

人へのインタビューなどを通して学習を進め，まとめてきた。

パートⅠの活動が終わった時点で行ったアンケートでは，「これまでの総合的な学習の時間

で分かったこと」として，調査活動を通して得た知識を挙げていた子どもが多くいた。子ども

たちには，自分たちがすてきだと思う対象についての知識が身に付いたことが分かった。

しかし，パートⅠの活動は校内での調査活動が主であったため，その調査対象がなぜふるさ

とのよさであるのかなど，実感を伴った深い理解には至っていないのが現状である。人々との

関わりについても，よさを支える人々の存在を理解できていても，思いや願いまでは考えが至

っていない。さらに，よさに対する理解がまだ表面的であるため，ふるさとに対する誇りや愛

情が希薄であり，よさに対する実感を伴った理解と，それを支える人々の思いや願いを考えら

れるようになって初めて，ふるさとに対する誇りや愛情が高まっていくと考えている。

（２）単元について

本単元では，「すてき発見，田沢湖！パートⅠ」の学習を受け，ふるさとのよさやそれを支

える人々の思いを体験的な活動を通して深く探っていくことを目指している。パートⅠの活動

において，子どもたちは調査を進める中で，「すてき」について自分なりにまとめて知識をも

つことができた。しかし，それはあくまで文字や写真，映像を通した理解であり，子ども達に

とっては実感を伴った体験的な理解ではない。そこで，本単元では，自分で訪問した先で実物

を見たり触ったり，時には味わったりといった体験をすることにより，ふるさとのもつよさを

五感をもって感じ，自分の言葉で生き生きと伝えられるようになると期待している。また，そ

の際に様々な人との触れ合いを通して，ふるさとのよさを守るためにはたくさんの人々の思い

や願い，努力が関係していることにも気付き，その人たちの存在もまたかけがえのないふるさ

のよさであることにも気付くことができると思われる。

-3-1-



田沢湖地区のご当地キャラクターであるオモテナシ３兄弟と，『田沢湖「すてき」調査隊』

を結成し，オモテナシ３兄弟から調査依頼をされたという設定で，調査活動を進めていく。自

分たちが調べた「すてき」をオモテナシ３兄弟に報告し，オモテナシ３兄弟のおもてなし活動

に生かしてもらう。そのことで，調査活動に対する達成感や，自分たちの活動がふるさとの発

展に影響していくことに対する成就感を味わうことができるだろう。さらに，この活動を通し

て，自分たちが住む地域にある「ひと」「もの」「こと」に誇りをもち，ふるさとを大切にしよ

うとする気持ちを高めていくことができる単元である。

（３）指導に当たって

【本校の総合的な学習の時間のテーマ】

「ふるさとのよさがわかり，ふるさとが大好きな子ども」

【本校の総合的な学習の時間の目標】

探究的な見方・考え方を働かせ，地域の「ひと・もの・こと」に関する横断的・総合

的な学習を行うことを通して，主体的・協働的に課題を解決し，自己の生き方を考えて

いくための資質・能力を以下のとおり育成することを目指す。

(1)地域の「ひと・もの・こと」に関する探究的な学習の過程において，課題の解決に

必要な知識及び技能を身に付けるとともに，豊かな自然や観光資源に恵まれた地域

の特徴やよさが分かり，それらに対する様々な人々の思いや願いとともに，努力や

工夫によって支えられていることに気付く。

(2)地域の「ひと・もの・こと」の中から課題を見付け，その解決に向けて予想を立て

たり，情報を集めたりして，それらを整理・分析する力を身に付けるとともに，相

手や目的に応じてまとめ・表現する力を身に付ける。

(3)地域の「ひと・もの・こと」との関わりを通して，探究的な学習に主体的・協働的

に取り組むとともに，互いの思いや願いを生かしながら，ふるさと仙北市に対する

誇りと愛情を高め，積極的に社会に参画しようとする態度を育てる。

○ ふるさとのよさに気付かせるために

・実際に訪問しての体験的な調査活動を設定することで，ふるさとのよさについて実感を

伴って理解することができるようにする。

○ ふるさとの発展に貢献する意欲や態度を育てるために

・単元の終末で，調査して分かったふるさとのよさを発信する場を設定することで，自分

たちの調べたことが地域に広がっていくことに気付けるようにする。

○ 自分のよさに気付かせるために

・自己やグループでの評価活動を積み重ねることで，これまでの学びを振り返り，自己の

変容に気付けるようにする。

本単元の課題設定では，田沢湖地区のご当地キャラクターであるオモテナシ３兄弟から，

仙北市の「すてき発見」の調査依頼を受けたという場面を設定することで，調べたことを発

表する相手意識をもたせ，パートⅠの調査テーマをさらに深く追究していくことへの必要感

を感じさせられるようにしたい。調査活動の計画を立てる際は，「すてき」を発見すること

ができる訪問先を自分たちで決め，訪問のお願いをしたり，現地までの交通手段や時間，料

金について調べたりしながら進めていく。そのために調査活動の手引きを準備し，子どもた

ちに主体的に活動させていきたい。調査活動では，感じたことを自分の言葉で生き生きと表

現できるように，「五感」を視点として与えたり，ふるさとのよさを支える人々の営みにつ

いても目が向けられるように，インタビューの内容を事前に指導したりしていきたい。これ
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らの活動を通し，対象や目的に合わせて進んで情報を収集・蓄積していく力や，それらを分

類する力，課題解決のために積極的に他者と関わろうとする力を育てていきたい。

本時では，体験先での活動からまとめた「五感」ごとのカードやお世話になった人々の紹

介カードを基に，調査テーマのいちばん伝えたいよさについて話し合い，それを端的に伝える

キャッチコピーを考えさせる。掲示資料を使い，キャッチコピーのイメージや，活動の見通し

を視覚的にもてるようにしたい。同じテーマごとにグループを組んではいるが，子どもたちの

興味・関心や明らかにしたいことはそれぞれ微妙に違っていると思われる。子どもたちが訪問

先で気付くことや感じることもまた，それぞれに違うだろう。しかし，子どもたち一人一人が

伝えたいことや感じたこと，さらにはそれを支える人々の思いや願いすべて言い表せるキャッ

チコピーを考えていくことを通し，調査対象がもつ「すてき」の本質や，それを守ろうとする

人々の営みへも思いを深められるようにしたい。

４ 単元の評価規準

ア）知識及び技能 イ）思考力・判断力・表現力等 ウ）学びに向かう力，人間性等

①地域のよさや特徴に気付き，①生活や体験を通して気付い ①課題解決に向けて，体験や

よさや特徴を支えている様 たことや疑問に思ったこと 活動対象に素直に関わるな

様な人々の努力や工夫，願 を基に，調べてみたいこと ど意欲的に取り組んでいる。

いが分かっている。 を見出し，課題を設定して ②相手の立場や気持ちを考え

②情報を比較・分類するなど， いる。 ながら，他者と協力して課

探究の課題に応じた技能を ②課題解決の方法を考え，学 題を解決している。

身に付けている。 習計画を立てている。 ③自分や友達のよさに気付き，

③対象や目的に合わせて進ん 自分のものの見方や考え方

で情報を収集したり，蓄積 に気付いている。

したりしている。 ④自分と異なる意見や考えが

④集めた情報を比較したり， あることに気付き，相手の

分類したりするなどの整理 立場を理解している。

を通して，特徴を見付けて ⑤自分と地域とのつながりに

いる。 気付き，地域のよさを大切

⑤分かったことや学んだこと， にしようとしている。

自分の思いや考えを，相手 ⑥自己の生き方を考え，夢や

や目的に応じて，分かりや 希望をもとうとしている。

すくまとめたり，伝えたり

している。
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５ 単元構想図

田沢湖地区の「すてき」を，自分の
五感でもっとくわしく調べよう。

【情報の収集】グループごとにフィールドワークに

行き，五感を使って課題について調査する。

【整理・分析】調べた情報をもとに，自分たちがいちばん

伝えたいことについて考える。本時

【まとめ・表現】調べたことをオモテナシ３兄弟や

お世話になった方々へ発表する。

【課題の設定】オモテナシ３兄弟との交流を通し，五感を使

って深く追究していきたいテーマを考える。

自分の五感を使って調査活動を行ったことで，田沢湖地区には他の地区にはない「す
てき」が存在していることを実感的に理解し，それを自分の言葉で語ることができて
いる。また，それを支える人々の営みも理解することができている。

自分たちのふるさとについて，「すてき」だと思うことや自慢したいことについての
知識はあるが，実感を伴った理解には至っていない。また，それを支える人々の思い
や願いには考えが至っていない。

た

か

め

る

ひ

ろ

げ

る

つ

な

げ

る
温泉に実際に入ってみる

と，温泉のよさをもっと

伝えられそうだ。

クニマス未来館に行ってク

ニマスをどう守っているか

実際に見てみよう。

田沢湖にはこんなに「す

てき」があるんだな。

温泉も気持ちいいけど，

そこから見える景色もき

れいで気持ちいいな。

【オリエンテーション】田沢湖地区の「すてき」

の中で深く追究していきたいテーマを考える。

実際に○○に行って調

べてみたい。

クニマスについてもっとく

わしく調べていきたい。

クニマス未来館では，職

員の人達がほこりをもっ

てクニマスを守っている

んだ。

みんなが発見したことを

一言で表すとしたら，「こ

こちよさ」だね。

クニマスやそれに関わる

人達のキーワードは「ほ

こり」かもしれない。

オモテナシ３兄弟にだけ

じゃなく，地域にも伝え

たいな。

自分たちで調べた「すてき」を
発信していこう。

【課題の設定】調べた「すてき」を発信するための方法を考

え，自分たちの手で発信しよう。

田沢湖駅に掲示しても

らうのはどうかな？

お家の人達にも見てもらえれ

ば，発信したことになりそう

だぞ。

【情報の収集】調べたことを発信するための効果的

な方法について，情報を集める。

【整理・分析】調べた「すてき」を効果的に発信するた

めの方法を考える。

【まとめ・表現】考えた方法で地域に発信する。

だれかに伝えるために

は，まず自分がきちんと

知ることが大切だ。

わたしたちも地域のため

に役に立てた気がする。

-3-4-



６ 指導計画 （３０時間）

時
・教師の支援

評価規準
数

・主な学習活動
【評価方法】

１ ・オモテナシ３兄弟からの調査依 ・調査活動に目的意識や相手意識 イ－①②
頼を受けて，自分が調べる課題 をもたせるため，オモテナシ３ 【行動観察～

３ について考える。 兄弟から「五感」や「すてきを ・シート】
守る人々」というキーワードを ウ－①

・課題ごとに調べていく方法を考 提 示してもらう。 【行動観察
え，訪問先を決定する。 ・シート】

・仙北市のパンフレットを活用し
たり，４年生に聞いたりしなが
ら訪問先を決定する。

４ ・訪問先や情報提供してくれる方 ・調査活動の手引きを用いて調査 ア－②
方に調査依頼をする。 依頼のための電話のかけ方や手 【行動観察

紙の書き方を事前指導し，子ど ・シート】
もたちの手で調査依頼ができる イ－②③
ようにする。 【行動観察

・発言】
５ ・グループごとに調査の計画を立 ・自分の考えと比べさせるため， ウ－②④

てる。 質問に対する答えを予想させ 【行動観察～
７ る。 ・シート】

・バス路線表，時刻表などの資料
を準備し，主体的に計画を立て
られるようにする。

８ ・生小応援団を迎えて，調査計画 ・経路，準備などで心配なことを
の確認をする。 応援団の方と一緒に確認するこ

とで，活動に安心感をもたせる。

９ ・目的の場所を訪問し，調査・体 ・生小応援団の協力を仰ぎ，子ど ア－①
験活動をする。 もたちと一緒に事前の調査計画 【行動観察～

13 を確認したり調査活動を行った ・シート】
りする。 イ－②③

・五感に着目して調査や体験活動 【行動観察
で気付いたことをまとめられる ・発言】
ようなシートを工夫する。 ウ－⑤

【行動観察
・シート】

14 ・体験したことを五感ごとにカー ・体験を想起させ，話合いを深め ア－①②
ドに書き，整理する。 る手段として子どもたちが撮影 【行動観察～

16 した写真を提示する。 ・シート】
・「すてき」を五感で分けられる イ－④
よう，付箋紙を使って仲間分け 【行動観察
していく。 ・発言】

ウ－④
17 ・お世話になった方を紹介するカ ・体験を想起させ，体験先でお世 【行動観察

ードを書く。 話になった方の人柄や思いに着 ・シート】
目できるようにする。

18 ・カードをもとに「すてき」紹介 ・五感ごとに整理したカードやお イ－⑤
本 のキャッチコピーを話合いを通 世話になった方の紹介カードを 【シート】
時 して決める。 基に，キャッチコピーを考える

ことができるようにする。
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19 ・報告会の準備をする。 ・伝えたい「すてき」を効果的に ア－②
伝えるにはという視点で報告の 【行動観察～

20 仕方について話し合わせる。 ・シート】
イ－④⑤

21 ・中間報告会をし，よりよい発表 ・伝えたい「すてき」が効果的に 【シート・
にするために手直しをする。 伝わるかという視点で互いに感 発表】

想を交換しながら聞き合うこと ウ－③
ができるようにする。 【行動観察

・シート】
22 ・オモテナシ３兄弟やお世話にな ・オモテナシ３兄弟から活動を称

った方々へ「すてき報告会」を 揚するメッセージをもらうとと
行う。 もに，次時以降の地域への発信

活動へつながるメッセージもも
らう。

23 ・調べたことを地域へ発信する方 ・公共施設への掲示や保護者への イ－③
法について考える。 紹介等，具体的な例を提示し， 【行動観察～

25 思考のヒントにする。 ・シート】

26 ・考えた方法で，調べたことを発 ・オモテナシ３兄弟や地域の公共 ア－①②
信する。 施設の協力を仰ぎ，調べたこと 【行動観察～

29 を発信することで，活動への達 ・シート】
成感を味わうことができるよう イ－⑤
にする。 【行動観察

・シート】
30 ・単元全体の活動を振り返り，自 ・これまでの活動を振り返り，ふ ウ－⑤⑥

分たちが見付けた「すてき」を るさとの「すてき」に改めて目 【行動観察
通して田沢湖地区のよさをまと を向けさせる。 ・シート】
める。 ・冬期間の田沢湖地区の魅力へも

目を向けられるようなまとめを
する。
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７ 本時の実際（１８／３０）
（１）ねらい

体験先で感じたことを基にしたキーワードを比較・検討する活動を通して，オモテナシ３兄弟へ

伝えたい「すてきキャッチコピー」を考えることができる。

（２）学習の実際
段 形 ○教師の支援

学 習 活 動 予想される子どもの姿 ●つまづいている子への手立て
階 態 ☆評価（方法）【観点】
導 １ 前時までの学習を振り ・実際に体験してみて 全 ○調査活動の様子を撮影した写真やまとめ
入 返る。 「すてき」がもっと分 体 たカードを提示し，活動を想起させる。

かったぞ。

２ オモテナシ３兄弟から ・オモテナシ３兄弟がお ○オモテナシ３兄弟から手紙が届いたとい

の手紙を読み，本時のめ もてなしに使いやすい う場面を設定することで，本時の活動の
あてを確認する。 ものを考えよう。 見通しがもてるようにする。

（めあて）

オモテナシ３兄弟に伝える「すてきキャッチコピー」を考えよう。

３ 活動の見通しをもつ。 ・キャッチコピーだから ○様々なキャッチコピーを掲示しておき，
長すぎちゃだめなんだ 作成の際のヒントにできるようにする。
な。 ●掲示資料を使い，視覚的に活動の見通し

・調べたことがうまく伝 がもてるようにする。
わるキャッチコピーに

しよう。
展 ４ カードを基に，「すて ・潟分校は，「古い」も グ ○五感ごとに整理したカードをもとに，体
開 き」を表すキャッチコピ のや「昔」を感じるも ル 験先で感じたよさをいくつかのキーワー

ーを考える。 のがあったな。 ｜ ドに絞ることができるようにする。
・温泉は，「気持ちいい」プ ○お世話になった人の「すてき」をまとめ

①キーワードをいくつか とか「ほっとする」と ↓ たカードもキーワードを探す際のヒント

出し合う。（グループ） かがキーワードになる 個 にする。
かな。 ●キーワードがなかなか出ない際は，キャ

②キーワードを使って， ・「心も体もほっとする ッチコピーに使う語彙のヒントとして使
理由とともに「すてき 鶴の湯温泉」とかはど えるよう，国語の教科書を拡大したもの
キャッチコピー」を考 うかな？ などを掲示する。

える。 （個）

③グループで，みんなの
思いを表現できるよう
な「すてきキャッチコ

ピー」を考える。
（グループ）

５ グループごとに発表する。 ・「大迫力でかっこいい 全 ○そのキャッチコピーにした理由もあわせ
イヌワシ」にしました。体 て発表できるような話型を提示する。
理由は，イヌワシのく

ちばしのするどさや大
きさを表現できるから
です。

ま ６ 本時の振り返りをして ・たくさんあった「すて 個 ○次時以降への活動の意欲が高まるように，
と 次時への見通しをもつ。 き」を表すキーワード 子どもたちのがんばりを称賛する。

め を決めることができて
よかった。

・この言葉だとぼくの思
いも○○さんの思いも
表せられるな。

☆体験先で感じたことや友達の考えをも

とに，「すてき」を表すキャッチコピー

について考えている。 （シート）

【思考力・判断力・表現力等】
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第４学年 総合的な学習の時間学習指導案
指導者 千葉 徳子

１ 単元名

ふるさとの今を見つめて

～発信しよう！ふるさとのよいところ～

２ 単元の目標

自分たちが住む仙北市の魅力を調査，体験をする活動を通して，地域のよさや人々の願いや

努力に気付き，それらを表現，発信できるとともに，ふるさとに対する誇りと愛情を高め，地

域を盛り上げようとする態度を育てる。

３ 単元を展開するに当たって

（１）子どもについて（男子２２名・女子１４名，計３６名）

地域行事への参加意欲や知識には個人差があるが，学校での様々な活動に関心をもち，張り

切って取り組もうとする子どもたちである。素直に思いを話したり，関わろうとしたりする子

どもが多い反面，自分の考えにこだわったり，互いの考えをよく理解できなかったりする場合

もある。総合的な学習の時間は，特別支援学級の子ども２名も支援を受けながら一緒に学習し

ている。

３年生の「すてき発見 田沢湖」では，田沢湖地区の観光施設や地域に詳しい人を訪ね，よ

さに焦点を当て調べる活動をした。まとめの段階では，調査したことをパンフレット，図鑑，

模型，案内地図など，子ども達がこれまでに経験したことのある表現方法を生かしてまとめる

ことができた。また，伝える相手を田沢湖地区のご当地キャラクターであるオモテナシ３兄弟

に絞ることで，発見した田沢湖のすてきについて表現方法を考えるなど工夫をし，伝えること

もできた。

４年生になり，３年生の学習を通して得た知識と田沢湖地区への誇りを大事にしつつ，「ふ

るさと」と捉える地域を仙北市全体として調査活動の範囲を広げてきた。前単元では，昨年度

発見した田沢湖の「すてき」に加え，角館，西木の「すてき」（名所，名物，祭り，食）につ

いて，ウエビングマップを使って調べることで知名度や観光資源の数に地域差があることに気

付くことができた。さらに，田沢湖駅前周辺で仙北市への関心度について，観光客や土産屋の

店員，駅員など観光客を相手にしている人へのインタビューを通した調査活動を行った。その

中で，観光客は観光地として知名度の高いところをめあてに訪れているという子どもたちが予

想通りの結果だけでなく，同じ場所を季節ごとに訪れたり，自分たちが知らない場所を訪れた

りしていたという予想外の結果や，「何もないところがいちばんいい」という意見もあり，そ

れまで調べてきた内容とは全く正反対の結果にとても驚いていた。そのような学習を通して，

子どもたちは，資料での調べ学習をはじめ，フィールドワークで出会った人との対話を繰り返

しながら，情報を得るための技能は育ってきており，昨年度の４年生の様子から，「自分たち

もどこかに行って仙北市をＰＲしたい」という意欲もより高まってきている。ただ，ふるさと

に対する関心はあるが，自分たちが地域を盛り上げていこうとする意識をもつまでには至って

いない。

（２）単元について

本単元では，観光地としての仙北市全体に誇りをもち始めてきた子どもたちの実態を基に前

項で触れた子どもたちの思いや願いを生かし，自分たちで得た情報を他に伝えるＰＲ活動をす

るということを全体で確認することからスタートしていく。ただ，これまで子どもたちは名所
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や事柄を楽しむ側としての視点で仙北市を捉えてきたこともあり，五感を使って名所やものに

ついて調べた昨年度とは異なった視点として，子どもの思いや願いを基に，自ら実際に出かけ，

話を聞いたり，体験したりする場を設けることで，観光客を迎える側から感じる名所のよさを

改めて感じ取ることができるだろう。そして，これまでの自分たちの知識の幅を広げ，客観的

な視点から「すてき情報」を増やしていくことにつなげていくことができると思われる。さら

に，３年生までの学習だけでは不十分だった「もの」や「こと」のよさに別の角度から気付い

たり，仙北市に住み地域の歴史を守り，行事を支え，伝統を受け継ぐなどしてきた「ひと」と

の出会いを通して，それぞれの人たちの思いや願い，努力にも気付いたりすることができると

考える。

このような学習を通して，ＰＲ活動ではパンフレットに書かれていないものをそれまでの経

験を通して得られた言葉や態度となって表れた形で発信することができ，よりふるさとへの思

いが高まっていくことが期待される。また，ＰＲ活動を通した成果と課題を出し合うことで，

相手の立場になって伝える内容や方法について考えることもできるだろう。そして，ふるさと

への思いを膨らませ，より詳しくふるさとを見つめ直すことができるとともに，今後の自分の

生活にどのように生かしていくかを考えることによって，地域に貢献できる子どもを育ててい

くことができる単元であると考える。

（３）指導に当たって

【本校の総合的な学習の時間のテーマ】

「ふるさとのよさがわかり，ふるさとが大好きな子ども」

【本校の総合的な学習の時間の目標】

探究的な見方・考え方を働かせ，地域の「ひと・もの・こと」に関する横断的・総合

的な学習を行うことを通して，主体的・協働的に課題を解決し，自己の生き方を考えて

いくための資質・能力を以下のとおり育成することを目指す。

(1)地域の「ひと・もの・こと」に関する探究的な学習の過程において，課題の解決に

必要な知識及び技能を身に付けるとともに，豊かな自然や観光資源に恵まれた地域

の特徴やよさが分かり，それらに対する様々な人々の思いや願いとともに，努力や

工夫によって支えられていることに気付く。

(2)地域の「ひと・もの・こと」の中から課題を見付け，その解決に向けて予想を立て

たり，情報を集めたりして，それらを整理・分析する力を身に付けるとともに，相

手や目的に応じてまとめ・表現する力を身に付ける。

(3)地域の「ひと・もの・こと」との関わりを通して，探究的な学習に主体的・協働的

に取り組むとともに，互いの思いや願いを生かしながら，ふるさと仙北市に対する

誇りと愛情を高め，積極的に社会に参画しようとする態度を育てる。

○ ふるさとのよさに気付かせるために

・前期に子どもが考えた３つの地区のキーワードを大切にして調査活動を行ったり，自分

の興味や関心を基に，実際に出かけ，話を聞いたり，体験したりする場を設けたりする。

○ ふるさとの発展に貢献する意欲や態度を育てるために

・地域で歴史を守ったり，行事を支えたり，伝統を受け継いだりしている「ひと」と関わ

る場を通して得られたことを発信したり，地域で観光に携わるゲストティーチャーの話

を聞いたりすることで，自分たちもＰＲに役立っているという思いをもたせる。

○ 自分のよさに気付かせるために

・歴史や地元を大切にしてきた人の活動や思いを含めたふるさとのよさをＰＲする活動を
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通したり，自分や友達の頑張りを振り返り，互いに認め合う場を大切にしたりすること

で，自分も仙北市の一員であることに誇りをもたせる。

ＰＲ活動に必要な詳しい情報を収集する意欲をもたせるために，前単元の学習を通して見

えてきた「角館は昔のまち，伝統のまち」「田沢湖は都会的，新しい」「西木は自然が豊か」

という三つのキーワードを単元を通して適宜確認する場を設けていきたい。

また，ＰＲ活動を２回行い，活動を通してよかった点や改善点を見付けることを通して，

表現・発信する力を育てていきたい。そのため，ＰＲ活動の１回目は仙北市で観光客を相手

に，２回目は本校が県境に近いという地理的な条件を生かし，岩手県内で通行人を相手に行

うことにする。こうした場を設定することにより，ＰＲ活動の振り返りを次に生かしたり，

場所によって異なる相手を意識した発信についてを考えたりするなどの，工夫したＰＲ活動

を展開していきたい。観光化されたパンフレットやインターネットで取り上げられているも

のは，すでに知名度が高いものであるのに対し，子どもたちが発見し，伝えようとするもの

は来訪者数の増加にすぐに結び付くとは限らないが，ＰＲ活動に携わる人の思いも聞き，一

緒に活動する体験などを通して，観光客を迎える側としての見方や考え方を育てるとともに，

よりふるさとへの思いを深めさせていきたい。

４ 単元の評価規準

ア）知識及び技能 イ）思考力・判断力・表現力等 ウ）学びに向かう力，人間性等

①他の地域との比較等を通し ①生活や体験を通して気付い ①課題解決に向けて，体験や

て仙北市全体のよさや特徴 たことや疑問に思ったこと 活動対象に素直に関わるな

に気付き，それらを支えて を基に，調べてみたいこと ど意欲的に取り組んでいる。

いる人々の努力や工夫，願 を見出し，課題を設定して ②相手の立場や気持ちを考え

いが分かっている。 いる。 ながら，他者と協力して課

②情報を比較・分類するなど，②課題解決の方法を考え，学 題を解決している。

探究の課題に応じた技能を 習計画を立てている。 ③自分や友達のよさに気付き，

身に付けている。 ③対象や目的に合わせて進ん 自分のものの見方や考え方

で情報を収集したり，蓄積 に気付いている。

したりしている。 ④自分と異なる意見や考えが

④集めた情報を比較したり， あることに気付き，相手の

分類したりするなどの整理 立場を理解している。

を通して，特徴を見付けて ⑤自分と地域とのつながりに

いる。 気付き，地域のよさを大切

⑤分かったことや学んだこと， にしようとしている。

自分の思いや考えを，相手 ⑥自己の生き方を考え，夢や

や目的に応じて，分かりや 希望をもとうとしている。

すくまとめたり，伝えたり

している。
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５ 単元構想図

ようこそ仙北市へ
ふるさとのよさを伝えよう。

仙北市の外へ出て，
ふるさとのよさを伝えよう【情報の収集】【整理・分析】１回目の活動や作戦

を基に２回目の活動計画を立てる。

【体験活動】仙北市以外（岩手県）で２回目のＰＲ活動を

行う。

【まとめ・表現】学習を通して関わってきた人たちに

感謝の気持ちを届ける。

【課題の設定】仙北市に来てもらえるような，ＰＲの作戦を

考える。本時

多くの人と関わりながら，ふるさとのよさを表現・発信する活動を通して自分も地
域に貢献したことを実感している。また，地域活性化を願う人々の思いや活動を理解
し，仙北市全体をふるさとと捉え，愛情と誇りをもって，今後，自分ができることを
考えている。

仙北市全体のよさを大まかに理解してきているが，それを支える人々の思いまでは
考えが及んでいない。また，ＰＲ活動を通して，よさを伝えたいという意欲が高まっ
てきているが，具体的な活動や方法についてはまだ想像ができていない。

た

か

め

る

ひ

ろ

げ

る

つ

な

げ

る

仙北市には田沢湖地区以外にも有名なものがいろいろある。

質問されたことにうまく

答えられなかった。

思ったより伝えることは

難しかった。

伝えたいことがうまく言

えなかったから…

今度は，仙北市をあまり知

らない人が多いなあ。

いろいろな人たちの協力

があったから，最後まで

やることができた。

毎日の生活の中で何か自

分ができることはないか

な。

１回目とは場所が違う

ので，大事なポイント

がたくさんあるね。

みんなで協力しないと

いけないね。

前回と同じＰＲの仕方で

いいのかな。

楽しそうに聞いてくれたけど，

○○のことは，もう知ってたね。

3年生で調べたことをも

う一度確かめよう。

【課題設定】ＰＲに向けてさらに詳しく調べていきた

いことを考える。

仙北市のことをもっとくわしく調べたいな

あ。でもどうしたらいいのかな。

【まとめ・表現】地元の田沢湖地区で１回目のＰＲ

活動を行う。

【整理・分析】ＦＷを振り返り，伝える方法を考える。

景色がきれいだったの

で，西木地区は仙北市

のポスターを使おう。

人の話を聞いたり，実際

に出かけたりしてみたい。

【情報の収集】ＦＷを通して体験したり，情報を収集し

たりする。

実際にやってみないと分から

ないことがたくさんあった。
観光行事を支える人

は，ほぼ一年中活動して

いるんだね。

次はPR活動をし

てみたいなあ。

ぼくたちがまだ分からないところが

アンケート結果から分かったね。

地域でいろいろな取組をして

いる人がいるんだね。

体験してつくったものを

見せるといいかも。

ホテルと民宿のちがいを

紹介したらどうかな？

どんなことに気を付けた

らいいのかな。

準備をしっかりしていて

よかった。

意外に仙北市のことは知

っていなかった。
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６ 指導計画 （２８時間）

時
・主な学習活動 ・教師の支援

評価規準

数 【評価方法】

１ ・活動内容を知り，課題を設定す ・前単元のアンケート調査の分析 ア－②

る。 等から明らかになった三つの地 【発言・～

５ ・課題追究のためフィールドワー 区のテーマを確認し，課題設定 シート】

クを計画する。 や学習計画につなげる。 イ－①②③

・中間発表会を行い，互いの班の 【シート・

動きを確認をする。 ・仙北市全体へ調査を広げるため 発表】

角館や西木地区にも出会いを広 ウ－③

げられる計画にするように確認 【シート・

する。 発言】

６ ・調査計画シートを作成する。 ・みんなでＰＲすることの他に， イ－③④

・自分たちの計画に従って調査活 自分たちのこだわりの魅力を調 【シート】～

９ 動を行い，観光パンフレットで べることを確認する。 ウ－①⑤

は見つけられなかった「人の思 ・調査内容，質問事項など整合し，【行動観察

い」や「取組」について情報を シートを作成させる。 ・発言】

集める。 ・取組の様子やふるさとへの思い

や願いについて話してもらえる

よう見学先との打合せを行う。

10 ・フィールドワークで集めた情報 ・情報を整理しやすいようにまと ア－①

をシートにまとめる。 め用シートを準備する。 【シート・～

13 ・活動内容を知り，見通しをもつ。 行動観察】

・効果的なＰＲ方法を話し合う。 イ－②④

例 ポスター ・ 新聞掲載 【シート】

試食コーナー・案内地図 ・ＰＲ方法については，先輩たち ウ－②

・ＰＲ活動の準備を進める。 のこれまでの取組を参考にしな 【シート・

がら話し合わせる。 行動観察・

発言】

・子どもの力では困難な場合は，

地域の方々に協力を仰ぎ，でき

る範囲での取組にする。

14 ・田沢湖地区で一回目のＰＲ活動 ・アンケートでの調査結果を生か イ－⑤

を行う。 し，相手が知りたい情報や思い 【シート・～

17 を聞きながら紹介できるよう声 発言】

かけをする。 ウ－①

【行動観察

・ＰＲ活動の振り返りをして，よ ・自分たちの伝え方と観光客の反 ・シート】

かった点や改善点を話し合い， 応を合わせながら振り返る。

まとめる。
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18 ・他の地域で行うＰＲ活動につい ・場所が変わることにより，伝え イ－④

本 ての作戦を考える。 方が変わるところを確認する。 【シート・

時 ・今まで協力してくださった観光 発言】

の仕事に携わっている方々に見

てもらい，アドバイスをもらう。

19 ・一回目のＰＲ活動の経験を生か ・事前に地域の方々と打ち合わせ イ－②

し，活動計画を立てる。 の時間を設け，活動の際に心が 【行動観察

けることについて学ぶ。 ・シート】

20 ・他の地域で（盛岡市を予定）で ・初めての場所なので，約束を確 ア－①

ＰＲ活動を行う。 認し，安全面に注意する。 【発言・～

23 ・全員が役割意識をもってＰＲ活 シート】

動ができるように，ＰＲ・アン イ－⑤

ケートなど仕事を明確にし交代 【行動観察

で活動させる。 発言・シー

ト】

ウ－⑤

【シート・

発言】

24 ・相手の思いを聞きながら，ふる ・活動中の様子を想起させ，仙北 ア－①

さとのよさを伝えることができ 市に対する関心や意識はどうだ 【シート・～

28 たか振り返りをする。 ったかを全体で確認する。 発表】

イ－⑤

【シート・

・単元を通して関わってきた人た ・単元を通してお世話になった地 発表】

ちに感謝の気持ちを伝えるとと 元の方々と一緒に報告会を開 ウ－④⑤⑥

もに，活動報告会を行う。 き，活動の達成感と，ふるさと 【シート・

への誇りを味わえるような振り 行動観察】

返りの場を工夫する。

・ふるさとに誇りをもち，さらに ・これまでの学習を生かし，児童

よさを広げるために自分ができ 会主催の被災地への義援金を送

ることを考える。 る活動の一つとして，４年生が

学んだふるさと仙北市の紹介も

加えることの提案につなげる。
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７ 本時の実際（１８／２８）
（１）ねらい

他地域で行うＰＲ活動の内容や方法を視点を基に話し合う活動を通して，仙北市に来たいと思えるよ
うなＰＲ作戦を考えることができる。

（２）学習の実際
段 形 ○教師の支援

学 習 活 動 予想される子どもの姿 ●つまづいている子への手立て
階 態 ☆評価（方法）【観点】
導 １ １回目のＰＲ活動の様 ・話しかける時，困った。全 〇学習の見通しがもてるよう，調査活動の
入 子を思い出す。 ・もう温泉のことを知っ 体 様子や前時までのまとめを掲示しておく。

ていた。 ○前回の活動を想起しやすいように１回目
・観光客が喜んでくれた。 のＰＲ活動の様子を動画で見る。

２ 地域で観光に携わるゲ ・岩手県の人も僕たちの （１回目のＰＲ活動のよかった点を褒めつ
ストティーチャーの話を 話を聞いてくれるかな。 つ，次回は県外での活動だということを
聞き，本時のめあてを確 確認する）
認する。 ○県外でＰＲ活動を行った経験談に作戦の

視点となるよう方法と内容の改善に関わ
ヒントを入れてもらう。

（めあて） 仙北市に来てもらえるようなＰＲの作戦を考えよう。

展 ３ グループごとに作戦を ・どうすれば興味をもっ ○話合いを明確にするため，考えるときの
開 考える。 てもらえるのだろう。 視点を確認し，掲示する。

・お土産で人気の漬け物 「岩手の人を引きつける作戦」
①地域の人の話を聞き， の試食をＰＲに入れた 全 「仙北市に来てたんせ作戦」
作戦の視点を確認する い。 ↓ 〇前回の振り返りを生かすことも確認する。

②ＰＲに生かしたい自分 ・岩手県の人は仙北市の 個 〇自分の考えをもたせるために，まず全体
の考えを書き，アイデ 何を知っているのかな。↓ で自由に考えを出し合う時間を設ける。
ィア を出し合う。 ・自分が調べたご当地情 ○自分の考えを書く付箋を準備し，グルー

③出された作戦をグルー 報を伝えたい。 グ プの考えを出し合いながら話せるよう台
プで整理する。 ・何か実物を見せよう。 ル 紙を準備する。

④グループで話し合い２ ・どうすれば岩手県の人 ｜ ●前回の振り返りや買い物などの生活体験
回目のＰＲ作戦を考え が立ち止まってくれる プ から引き付ける作戦を考えていけるよう
る。 のかな。 ヒントを出す。

〇作戦の内容としては，伝える「方法」と
「内容」のどちらが出ても認める。

４ グループごとに話し合 ・まず田沢湖を伝えよう。全 ○自分たちが考えた作戦を，いくつかの例
って決めたＰＲ作戦を伝 ・お囃子を流しながら祭 体 や根拠を示しながら発表することを全体
え合う。 りをＰＲしたい。 で確認する。

・有名な角館の桜のＰＲ
に武家屋敷や樺細工を

＊発表後にはゲストティー 繋げればよい。 〇ゲストティーチャーには，作戦について
チャーの意見や感想を聞 ・最初に歌って人を集め の意見や感想とともに頑張りを認め次時
く。 ればよい。 以降の活動への意欲が高まるような話を

・栗の大きさは実物を見 してもらうことを予め確認しておく。
せて伝えよう。

ま ５ 本時の振り返りをして ・まず人を引きつける作 個
と 次時への見通しをもつ。 戦を成功させよう。次 ↓
め は聞いてくれる人が増 全

えそうだ。 体
・僕たちが自信をもって
言えば，仙北市がいい
所だ伝わるはずだ。

・この作戦ならうまくＰ
Ｒができそうだ。 〇次時は見つけた工夫を基にＰＲの仕方を

改善していくことを確認する。

☆相手を意識し，視点に沿ったＰＲ作戦

の内容や方法を考え，シートに書いて

いる。 （シート・発言）

【思考力・判断力・表現力等】
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第５学年 総合的な学習の時間学習指導案 

指導者 三浦 洋平 

１ 単元名  

美しいふるさとを未来へ パートⅡ 

～田沢湖のために，私たちにできること～ 

 

２ 単元の目標 

ふるさとの湖である「田沢湖」について調査や見学を行うことを通して，湖の環境と周辺に

暮らす人々の生活とのつながりを知り，ふるさとの未来のために自分にできることを考え，行

動を起こしていくことで，積極的に地域社会に参画していこうとする態度を育てる。 

 

３ 単元を展開するに当たって 

（１） 子どもについて（男子１５名・女子１６名，計３１名） 

  明るく活発な子どもたちである。物ことに対して前向きな姿勢の子どもが多く，男女分け隔

てなく協力することができる。自分の意見を伝えようとする意欲も高くめあてに向かって夢

中になって話し合ったり，調べたりすることができる子どもたちである。総合的な学習の時間

は，特別支援学級の子ども１名も支援を受けながら一緒に取り組んでいる。 

  昨年度までの総合的な学習の時間では，ふるさと仙北市のよさに目を向けながら学習を積

み重ねてきた。３・４年生では，身近な地域の魅力や自慢を見出す活動を行い，特産品を生か

した商品の開発・販売等，仙北市のよさをＰＲする活動を通して，ふるさとへの愛着をより深

めることができた。 

  ５年生では「美しいふるさとを未来へ」をテーマに，地域の課題や問題点を通して自分たち

にできることに気付き，行動していくことを目指して学習を進めている。パートⅠでは，駒ヶ

岳の過去の噴火や，地域で起こった土砂災害について学んだ。いざという時のための備えがさ

れていることを学び，地域の人や訪れる観光客に知らせることを今の自分たちにできる行動

として選び，まとめた上で発信する活動を行った。自分たちにできることを考え，地域社会に

関わっていこうとする意識が育ちつつある。また，子どもたちは，かつて玉川酸性水の影響に

より固有種であるクニマスが絶滅したことはよく知っている。現在は遊泳ができたりたくさ

んのウグイが泳いだりしているため，現在も続いている問題としての意識は弱い。また，これ

までの地域住民の努力にも気付いていないことから，自分たちに何ができるかを考えたり，地

域社会に関わっていこうとしたりする意識は十分とは言えない。 

 

（２） 単元について 

本単元では，玉川酸性水を田沢湖へ導入することの必要性や影響を知ることから学習をスタ

ートさせる。田沢湖に導入された玉川酸性水によってクニマスが絶滅したことや湖岸が崩落し

ていく原因となっていることを知ることで，子どもたちは環境保全の視点で田沢湖を見直す機

会となる。一方で，田沢湖を天然のダムとして利用した水力発電や仙北平野の農業用水として

利用される田沢疎水の存在から，田沢湖に酸性水を導入する必要性にも目を向けることで，簡

単に解決できる問題ではないことを理解し，田沢湖が抱える課題や今後の姿について，より深

く考えることが期待される単元である。 
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また，田沢湖の歴史や現状を調査する活動では，地域の人の田沢湖に対する思いや願い，こ

れまでの努力などを直接聞き取ることで，子どもたち自身も自分の思いや願いを具体的な行動

につなげることが可能な単元でもある。 

 

（３） 指導に当たって 

【本校の総合的な学習の時間のテーマ】  

ふるさとのよさがわかり，ふるさとが大好きな子ども 

【本校の総合的な学習の時間の目標】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ふるさとのよさに気付かせるために 

 ・地域のいろいろな立場の人の声を直接聞き取る活動や，フィールドワークで直接自分        

  の目で見て，肌で感じる活動を取り入れることで，ふるさとの湖に対する地域の人々  

  のいろいろな思いや願い，これまでの努力などを実感できるようにする。 

○ ふるさとの発展に貢献する意欲や態度を育てるために 

  ・田沢湖の環境に対する地域の人々の思いや願い，これまでの努力を実感するとともに，   

   高校生の取組を知ることで，自分の思いや願いをより具体的にもち，その実現のため 

   の方法を考え，実行できるようにする。 

○ 自分のよさに気付かせるために 

  ・自分の活動の記録をポートフォリオにまとめることで，目的意識をもって学びを積み  

   重ねてきたことを実感できるようにする。 

  ・ふるさとの湖のために自分たちにできる具体的な方法を行動に移し，反響や意見を得 

   ることを通して，地域や人々の生活に役に立っていることを実感できるようにする。 

 

 本単元では，はじめに，玉川酸性水がどのようなものなのかについて触れ，玉川毒水とまで

呼ばれる酸性水がなぜ導入されたか，また，なぜ現在も導入され続けているのかを考えるきっ

かけとする。その上で田沢湖畔やクニマス未来館のフィールドワークを行い，酸性水を入れる

必要性や影響を比較しながら考えさせるようにする。子どもたちからは酸性水の導入を今すぐ

止めるべきという意見が出されると予想されるが，導入の必要性についても考えることで簡単

 探究的な見方・考え方を働かせ，地域の「ひと・もの・こと」に関する横断的・総合的な学

習を行うことを通して，主体的・協働的に課題を解決し，自己の生き方を考えていくための資

質・能力を以下のとおり育成することを目指す。 

(1)地域の「ひと・もの・こと」に関する探究的な学習の過程において，課題の解決に必要な

知識及び技能を身に付けるとともに，豊かな自然や観光資源に恵まれた地域の特徴やよさ

が分かり，それらに対する様々な人々の思いや願いとともに，努力や工夫によって支えら

れていることに気付く。 

(2)地域の「ひと・もの・こと」の中から課題を見付け，その解決に向けて予想を立てたり，

情報を集めたりして，それらを整理・分析する力を身に付けるとともに，相手や目的に応じ

てまとめ・表現する力を身に付ける。 

(3)地域の「ひと・もの・こと」との関わりを通して，探究的な学習に主体的・協働的に取り

組むとともに，互いの思いや願いを生かしながら，ふるさと仙北市に対する誇りと愛情を高

め，積極的に社会に参画しようとする態度を育てる。 
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な問題ではないことに気付き，「どうすればよいのか」という課題意識をより高めるようにさ

せたい。 

 その後，地域の人々は現在の田沢湖をどう思っているのか，どのようにしていきたいのかと

いう思いや願いを聞き取る活動を行っていく。地域のいろいろな立場の人の意見を集めること

で自分の思いや願いを整理し直し，それらをより強いものにしたり，改めたりしていくことが

期待される。 

 また，単元の後半では，それまでの学習で学んだ田沢湖の姿や地域の人々の声を根拠にしな

がら，自分たちの力で何ができるのかを語らせる。そうすることで，思いや願いを基にしなが

ら考えた方法を実際の行動へ移していく力を身に付けていくことにつなげていきたい。そのた

めに次の二点を指導の手立てとして学習を展開していく。一つ目は，酸性水の中和水を使った

メダカの飼育で数年前から交流している県立大曲農業高校科学部の出前授業を取り入れる。実

際に自分たちにできることを行動に移している高校生の姿に触れ，意識を高めるきっかけにす 

る。二つ目は自分が考えた方法を「今の自分にできること」「将来の自分にできること」「他の

人の力を借りてできること」という三つの視点で分けて考えさせることで，子どもたちの手で，

より具体的な方法を考え，実際の行動に移せるようにする。 

このような学習過程を通して，子どもたちの田沢湖に対する誇りや愛着を，さらに高めてい

きたい。 

 

４ 単元の評価規準 

 

ア）知識及び技能 イ)思考力・判断力・表現力等 ウ)学びに向かう力，人間性等 

①地域の自然や環境の現状に気 

付き，自然や環境を守る人々 

の様々な努力や工夫，願いが 

分かっている。 

②情報を整理し，関連付けたり，多

面的に考察したりするなど，探

究の課題に応じた技能を身に付

けている。 

 

①自分の興味や関心を基に，生活

や体験を通して得られた気付き

や疑問を対比したり選択したり

しながら，課題を設定している。 

②方法や手順を考えるなど，課題

解決の見通しをもち，活動計画

を立てている。 

③対象や目的に合わせて調べる方

法を選択し，情報を収集したり，

蓄積したりしている。 

④集めた情報を整理し，関連付け

たり，多面的に考察したりする

など，分析を通して，解決方法

を見出している。 

⑤分かったことや学んだこと，自

分の思いや考えを，相手や目的

に応じて効果的に表現する方法

を選び，分かりやすくまとめた

り，伝えたりしている。 

①課題解決に向けて，体験や活

動対象に主体的に関わるな

ど，意欲的に取り組んでいる。 

②異なる意見や他者を受け入れ

ながら，他者と協力して課題

を解決している。 

③自分や友達のよさや違いに気

付き，自分のものの見方や考

え方を深めている。 

④自分と異なる意見や考えを大

切にするなど，相手の立場を

理解している。 

⑤自分と地域の関わりを基に地

域の問題を解決するなど，地

域に対する愛着を深めてい

る。 
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５ 単元構想図

地域の人々の田沢湖への考え・思い
を知ろう。【情報の収集】

・クニマスや田沢湖の環境についての活動をしている

地域の人々の話を聞く。

・地域のいろいろな立場の人の考えや思いをアンケー

ト調査等で集める。

【整理・分析】集めた考えや思いを整理する。

【まとめ・表現】地域の人々の考えや思いを基に，

自分の考えをまとめ，次の課題につなげる。

【課題の設定】これからの田沢湖について考えるために，地

域の人々の考えや思い，これまでの努力を知る。

ふるさとの自慢である「田沢湖」について，その魅力を詳しく知り，多くの人に発
信したいと思っている。また，人々の豊かな生活のために湖の環境を壊してしまった
経緯や，その再生のために多くの人々が努力していることを学び，ふるさとへの思い
や願いをもち，自分たちにできることを考え，実際に行動しようとしている。

田沢湖は，子どもたちにとっても自慢の湖であり，その魅力についても知っている
ことは多い。一方で，田沢湖の現状や課題，これまでの地域住民の関わり等について
ては知らないことも多く，自ら積極的に関わろうとする意識は低い。

た

か

め

る

湖の環境について地域の

人たちはどう思っている

のかな。

地域の人たちのこれまでの

努力や現在の取組の取組は

どうなのだろうか。

田沢湖にはこんなに「す

てき」があるんだな。

【まとめ・表現】人間の豊かな生活のために環境を

壊していることに気付き，次の学習課題を立てる。

生活はよくなったが湖

の環境は壊された。

酸性水の導入をやめると困

る人もいる。

地域の人々も田沢湖を大

切に思っている。

田沢湖のために「自分にできること」
を考えよう。

【課題の設定】自分や地域の人々の思いや願いを実現させる

ためには，どんなことが必要か考える。

田沢湖はこれからも美

しい湖であってほしい。

自分たちや地域の人々の願い

を実現させたい。

【情報の収集】大曲農業高校科学部の出前授業を通

して，自分にできることを実際に行動に移している

人の話を聞く。

【整理・分析】自分や地域の人々の田沢湖への思いや願

いを実現させるための，自分たちにできる具体的な方法

を出し合い，整理・分析する。本時

【まとめ・表現】田沢湖の環境のために，自分たち

にもできることを実際に行い，行動していくことの

大切さに気付く。

田沢湖の環境を守ってい

くのも，よくしていくの

も自分たちだ。

いろいろな人たちと力

を合わせ，これからもで

きることをしていこう。

【整理・分析】玉川酸性水の田沢湖への影響について，調べ

たことを整理・分析する。

【情報収集】田沢湖畔やクニマス未来館へのＦＷを行う。 田沢湖に玉川酸性水を入れる必要性
と影響を知ろう。

【課題設定】玉川酸性水について調べ，田沢湖に導入する必

要性や影響を考える。

【オリエンテーション】パートⅠでの活動を振り返り，パー

トⅡの活動への見通しをもつ。

魚がいなくなることは分

からなかったのかな。

何か酸性水を入れる理由が

あったのではないか。

田沢湖は魅力的なところ

がいっばいある。

田沢湖に魚がいないのは

酸性水のせいなんだよね。

ひ

ろ

げ

る

つ

な

げ

る
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６ 指導計画（２２時間） 

時

数 
・主な学習活動 ・教師の支援 

評価規準 

【評価方法】 

1 ・パートⅠでの活動を振り返る。 

・パートⅡでは，田沢湖の環境に

ついて取り上げることを知り，

活動への見通しをもつ。 

・田沢湖についての知識を挙げさせ，知

っている部分から課題や問題点に視点

を移していくことで，課題についてよ

り深く考えられるようにする。 

ア－① 

【発言・シート】 

2 ・玉川酸性水について調べる。 

・酸性水を田沢湖に導入すること

の意味や影響を考える。 

・課題を設定する。 

・玉川酸性水がどのようなものかを理解

することで，大きな問題であることと

して捉えられるようにする。 

ア－① 

【発言・シート】 

イ－① 

【発言・シート】 

3 

 

5 

 

・クニマス未来館で館長さんのお

話を聞く。 

・御座の石神社で，湖岸の崩落の

様子を観察する。 

・田沢湖発電所で，玉川の水が田

沢湖へ導入されている様子を観

察する。 

・未来館の館長さんのお話や見学したこ

とを通して，人間の豊かな生活のため

に，環境を壊していることを実感させ

る。 

イ－③ 

【見学の記録】 

ウ－① 

【行動観察】 

6 

・ 

7 

・田沢湖に玉川酸性水を導入する

必要性や影響を整理し，自分の

考えをもつ。 

・田沢湖の環境を壊している玉川酸性水

について，導入の必要性について理解

させ，より深い考えをもつことができ

るようにする。 

・自分の考えをもたせ，次の課題へつな

げていく。 

ア－② 

【シート】 

ウ－③ 

【発言・シート】 

 

8 ・田沢湖の環境について，今の時

点での自分の思いや願いを出し

合う。 

・地域の人々はどのような思いや

願いをもっているのかを考え，

課題設定を行う。 

・田沢湖に玉川酸性水を導入する必要性

や影響を知った上で，地域の人々の思

いや願いを集めることで，これからの

田沢湖について考えていけるようにす

る。 

イ－② 

【発言・シート】 

9 

・ 

10 

・クニマスの再生や田沢湖の環境

のために活動している地域の方

を招き，田沢湖への思い・願い

について話を聞く。 

・地域の人々が田沢湖の環境につ

いて，どんな思いや願いをもっ

ているのか調べる。 

・ゲストティーチャーを招き，地域の人

人の思いに直接触れることで，活動へ

の強い思いをもてるようにする。 

・話を直接聞くことが難しい人にはアン

ケート調査を行うことで，広く意見を

集められるようにする。 

イ－③ 

【シート・行動】 

ウ－② 

【発言・シート】 

11 

 

13 

・集めた情報から，地域の人々の

思いや願いを整理する。 

・地域の人々の思いや願いを基

に，自分の考えや立場をはっき

りさせ，次の課題へつなげる。 

・地域の人々の思いや願いを整理してい

くことで，自分の考えをもつことがで

きるようにする。 

イ－④ 

【発言・シート】 

ウ－④ 

【発言・シート】 

～ 

～ 
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14 ・これからの田沢湖について，ど

うしていきたいか，自分の考え

を出し合う。 

・自分たちで何かできないかを考

えていくことを確認し，課題設

定を行う。 

・見学してきたことや，話を聞いたこと

を根拠にすることで，自分の思いを具

体的に話せるようにする。 

イ－② 

【発言・シート】 

ウ－③ 

【発言・シート】 

15 

・ 

16 

・大曲農業高校科学部の出前授業

を受け，どのような取り組みを

しているかを知る。 

・高校生の活動への思いを知ることで，

自分にできることを見付け，行動をし

ていくことの意味を理解できるように

する。 

ア－① 

【発言・メモ】 

17 

・ 

18 

・出前授業や今までの活動を基

に，自分にどんなことができる

かを考える。 

・自分や地域の人々の田沢湖への

思いや願いを実現させるため

に，自分たちにできる具体的な

方法を出し合い，整理・分析す

る。 

・自分にできることを行動に移している

高校生の姿から，自分にできることを

見付ける活動につなげる。 

・出された意見を「今の自分にできるこ

と」，「将来の自分にできること」，「人

の力を借りることでできること」の３

つの視点で分類しすることで，より具

体的な方法を考えられるようにする。 

ウ－③ 

【発言・シート】 

イ－④ 

【発言・シート】 

19 

 

22 

・これからの田沢湖に対する思い

や願いが実現できるような手立

てを実際に行動に移す。 

・地域からの反応を受けて，自分

の取組を振り返り，これまでの

活動のまとめにする。 

・発信や提案等，各自の活動内容ごとに

進めていく。 

・子どもたちの活動に，地域の人の感想

や意見をもらえるようにし，取組のま

とめにつなげる。 

イ－⑤ 

【まとめ・発表】 

ウ－⑤ 

【まとめ・発表】 

 

本
時
⑱ 

～ 
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７ 本時の実際（１８／２２） 

（１）ねらい 

   田沢湖の環境のために自分たちができることについて，思いや願いを実現する具体的な方法  
  を考える活動を通して，集めた情報を整理・分析をしながら課題解決の方法を見出すことがで  
  きる。 
 

（２）学習の実際 

段

階 
学習活動 予想される子どもの姿 

形

態 

○教師の支援 

●つまずいている子への手立て 

☆評価（方法）【観点】 

導

入 

１ これまでの学習を振

り返り，本時のめあて

を確認する。 

・クニマスが泳ぐ湖。 

・鳴き砂の再生。 

・酸性の水が中和される。 

・湖岸の崩落がこれ以上進

まない。 

全
体 

〇前時で出し合った田沢湖への

思いや願いを確認し，本時の

内容につなげるようにする。 

展

開 

２ 自分の思いや願いを

実現するため,実際に

どんな行動ができる

か，考えを出し合う。 

今の自分にできること 

・水質について勉強する。 

・湖畔のクリーンアップ 

・水を大切にして生活する。 

・ごみを減らす。 

・田沢湖の現状を知っても

らう。 

・キャンペーンを行う。 

将来の自分にできること 

・高校生になって研究に参

加する。 

・地元に残り，田沢湖の環

境に関わる仕事に就く。 

力を借りること 

・高校生の中和法の実用化 

・中和処理施設の強化。 

・市や議会に提言する。 

グ
ル
ー
プ
・
全
体 

〇考えが似ている子どもたち同

士で話し合うことで，焦点化

して考えられるようにする。 

○自分が表現する具体的な方法

を決定するために，思考ツー

ルを基にして考える。 

３ 出し合った方法を，

「今の自分にできる

こと」「将来の自分に

できること」「力を借

りること」に分類・整

理する。 

全
体 

○出された考えをより具体的な

方法にしていくことができる

ようにするため，意見を３つ

の視点で分類・整理させる。 

４ これから自分が取り

組んでいきたい方法

を選択する。 

個 ○実際に行動を起こすことを念

頭に置くことで，今実現でき

る具体的な方法を選択できる

ようにする。 

●自分が取り組む方法を選べな

い場合は，自分の思いや願い

に立ち返って選べるようにす

る。  

ま

と

め 

５ 振り返りをして，次

時の活動の見通しを

もつ。 

・実際に行動する計画を立

てよう。 

・市への提案書を書こう。 

全 〇次時では，実行に移すために

はどうしたらよいのかなどを

考えることを確認する。 

 

（めあて） 自分たちの思いや願いを実現するにはどうすればよいかを考えよう。 

☆自分の思い・願いを実現させる

具体的な方法を出し合い，整理・

分析している。（発表・シート） 
【思考力・判断力・表現力等】 
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第６学年 総合的な学習の時間学習指導案
指導者 Ｔｆ 藤原 薫

Ｔｙ 山部 幸信

１ 単元名

ふるさと再発見 パートⅡ

～ふるさとの発展を目指して～

２ 単元の目標

ふるさと（秋田県・仙北市）について，これまで獲得した学びを見直し新たな視点で調査し，

得られた結果を基に考察したり討論したりする活動を通して，多様な視点でふるさとの現状を捉

え，見通しをもって課題解決に取り組む力を身に付けるとともに，ふるさとに対する考えを見つ

め直し，発展を目指して積極的に地域に関わろうとする態度を育てる。

３ 単元を展開するに当たって

（１）子どもについて（男子２１名・女子２６名，計４７名）

総合的な学習の時間は特別支援学級の子どもも１名も支援を受けながら一緒に取り組んでいる。

これまで子どもたちは，総合的な学習の時間のテーマ「ふるさとのよさがわかり，ふるさとが大

好きな子ども」の下，３年生からふるさと仙北市についての学びを積み重ねてきた。その中で，

学年全体で活動する意義を理解し，協力して学びを深めていこうという意識が高まってきている。

３年生では，田沢湖でのフィールドワークを通して身近な地域のよさを発見した。４年生では，

地域のよさを広く発信しようと，秋田市で宣伝活動を行うことで，地域の発展に寄与する喜びを

感じ取ることができた。５年生では，社会科「わたしたちの生活と食料生産」と関連させながら，

地域農家の工夫や努力について調査した。米作り体験を行うことで収穫の喜びを実感することが

できた上，地域の農業問題にも気付き，ふるさとの抱える課題へ意識が向くきっかけとなった。「わ

たしたちの山 駒ヶ岳」では地域の自然災害について課題をもち，秋田駒ヶ岳砂防探検隊への参

加を通して防災の在り方を追究した。

６年生では，学年テーマを「ふるさと再発見」とし，パートⅠでは，「仙台市のまちづくりから

学び，ふるさとの発展に生かそう」という課題をもって修学旅行を実施した。旅行後に，仙台市

と仙北市の共通点や相違点等を視点として報告書つぐりを行った。また，国語科の学習と関連さ

せながら，「仙北市で暮らす方が仙台市で暮らすより幸せか」を論点として討論会を行った。子ど

もたちはこれらの活動を通して，「もう知っている」と捉えていた地域には，まだまだ知らないこ

とが多くあることに気付いた。また，「生まれ育ったところだから好き」と漠然と捉えていた地域

だが，人口減少や高度な教育機関，商業施設等の不足といった地域の課題に向き合うことで，子

どもたちはこれまで自分がもっていた「地域に対する誇りや愛着」といった意識を改めて見つめ

直すことになった。

こうした学びを通して，課題をする設定力や課題を探究する力，表現力といった力は高まりつ

つあるが，集めた情報を整理・分析する力には課題がある。また，ふるさとの発展を目指して活

動していこうという意識は高まってきているが，実践となると，地域の活性化につながる有効な

アプローチの仕方を見出すことができずにいる。そのため，子どもたちのアイディアはこれまで

行ってきた広報活動の焼き直しにとどまっている。

（２）単元について

本単元は，「ふるさと再発見パートⅠ」で設定した学年共通課題「ふるさとを様々な視点で見直

し，発展を目指して自分たちができることに取り組んでいこう」について追究し実現していく場

となる。「ふるさとを見直す活動」では，視点・課題の役割と設定の仕方を改めて学んでいく。こ

こで子どもたちは，「視点とそれを基にした自分の課題は，結果の予想を立て，さらに得られた結

果をその後の課題追究や表現活動にどのように生かしていくかまでを考えて設定する必要がある」

ということに気付いていく。適切な視点を定め，見通しをもって追究を行うことで，子どもたち
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は必要な情報を選択・整理・分析することが容易になり，その力を高めていくことができるよう

になる。「発展を目指した取組」では，子どもたちは，調査活動をする中で様々な情報に触れ，こ

れまで行ってきたＰＲ活動以外にも地域活性化の方策があることに気付いていく。そして，新た

な発信方法にチャレンジすることで表現する力を高めていく。このように，本単元は，前学年ま

で積み重ねてきた「ふるさとについての理解」と「発展を目指して関わろうとする意欲」をスパ

イラルに高めていく時間となる。子どもたちは，本単元で身に付けた学びのサイクルを活用して，

次の単元「自分再発見」に取り組んでいくことになる。

（３）指導に当たって

【本校の総合的な学習の時間のテーマ】

「ふるさとのよさがわかり，ふるさとが大好きな子ども」

【本校の総合的な学習の時間の目標】

探究的な見方・考え方を働かせ，地域の「ひと・もの・こと」に関する横断的・総合

的な学習を行うことを通して，主体的・協働的に課題を解決し，自己の生き方を考えて

いくための資質・能力を以下のとおり育成することを目指す。

(1)地域の「ひと・もの・こと」に関する探究的な学習の過程において，課題の解決に

必要な知識及び技能を身に付けるとともに，豊かな自然や観光資源に恵まれた地域

の特徴やよさが分かり，それらに対する様々な人々の思いや願いとともに，努力や

工夫によって支えられていることに気付く。

(2)地域の「ひと・もの・こと」の中から課題を見付け，その解決に向けて予想を立て

たり，情報を集めたりして，それらを整理・分析する力を身に付けるとともに，相

手や目的に応じてまとめ・表現する力を身に付ける。

(3)地域の「ひと・もの・こと」との関わりを通して，探究的な学習に主体的・協働的

に取り組むとともに，互いの思いや願いを生かしながら，ふるさと仙北市に対する

誇りと愛情を高め，積極的に社会に参画しようとする態度を育てる。

○ ふるさとのよさに気付かせるために

・保護者や地域住民と話し合ったり，アンケート調査を実施したりする機会を設定することで，

新たな課題や，解決に向けた方策を見出すことができるようにする。

・統計資料や新聞記事等を効果的に提示することで，ふるさとを様々な視点で見つめることが

できるようにする。

○ ふるさとの発展に貢献する意欲や態度を育てるために

・企画書のつくり方や盛り込む内容について段階を踏みながら学習を進めることで，「一泊二日

の旅企画」に地域のよさを反映させていくことができるようにする。

○ 自分のよさに気付かせるために

・書く活動を効果的に取り入れ，学びの足跡を蓄積していくことで，考えの深まりや成長を自

分自身で確かめることができるようにする。

単元の構成としては，はじめに保護者とともに地域の強みと弱みを確かめる活動を行うことで，

地域にはまだ知らないことが多くあることに気付かせ，「より広く深く地域のことを知りたい」と

いう意識を高めていく。調査活動は夏季休業中に設定し，個々の課題追究が円滑に行われるよう，

計画づくりへの支援や保護者への働きかけを適切に行っていく。休業明けに調査報告会を実施す

るが，終盤に「郷土愛ランキング」といった地域に関する統計資料を提示する。子どもたちは，「秋

田県民はふるさとに対する愛着度や自慢度が他県より低い」という結果を知ることで，「なぜこの

ように低いのだろう」と疑問をもつであろう。そこで，新たな課題設定を行うが，追究が秋田県

の欠点探しにとどまることがないように，「ふるさとの発展のためにがんばっている人はいないか」

といったこれまで示してこなかった視点を提示していく。多様な視点でふるさとを見つめること

で，子どもたちは「秋田県は，他県や海外の人たちから魅力ある県であると高く評価されている」

といった地域の新たな面に気付いていく。こうした活動を通して，子どもたちは地域への理解を
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深め，地域を構成している住民の一人であるという自覚を強くすることであろう。その上で，改

めて地域の発展のためにできることを考えていく。内容としては，ふるさと再発見パートⅠで修

学旅行を通して課題づくりを進めた経緯をもとに，パートⅡでは，共通実践として「ふるさとの

魅力を伝える一泊二日の旅企画」といった形で発信を行っていく。そのための構想を練る時間と

なる本時では，個々に作成した企画書を持ち寄り，比較検討する活動を行う。「自分たちがこれま

で見付けたり体験したりしてきた地域のよさを多くの人たちに知ってほしい。」という願いをもっ

て表現活動を工夫することで，子どもたちは地域に対する誇りや愛着をさらに深めていくことで

あろう。

４ 単元の評価規準

ア）知識及び技能 イ）思考力・判断力・表現力等 ウ）学びに向かう力，人間性等

①地域が抱える諸問題に気付 ①地域の実態を様々な視点か ①課題解決に向けて，体験や

き，解決に向けて取り組む ら捉え，調査活動等を通し 活動対象に主体的に関わる

人々の努力や工夫，願いが て得られた気付きや疑問を など意欲的に取り組んでい

分かっている。 基にして課題を設定してい る。

②情報を整理し，関連付けた る。 ②異なる意見や他者を受け入

り，多面的に考察したりす ②方法や手順を考えるなど， れながら，他者と協力して

るなど，探究の課題に応じ 課題解決の見通しをもち， 課題を解決している。

た技能を身に付けている。 活動計画を立てている。 ③自分や友達のよさや違いに

③対象や目的に合わせて調べ 気付き，自分のものの見方

る方法を選択し，情報を収 や考え方を深めている。

集したり蓄積したりしてい ④自分と異なる意見や考えを

る。 大切にするなど，相手の立

④集めた情報を整理し，関連 場を理解している。

付けたり，多面的に考察し ⑤自分と地域の関わりを基に

たりするなど分析を通して， 地域の問題を解決し，地域

地域の現状を掘り下げ，地 を誇りに思う気持ちを深め

域活性の方策を見付けてい ている。

る。

⑤分かったことや学んだこと，

自分の思いや考えを，相手

や目的に応じて効果的に表

現する方法を選び，分かり

やすくまとめたり，伝えた

りしている。
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５ 単元構想図

自分の住む地域（仙北市）についてこれまで調べてきたことを見直す活動を通して，課
題を解決するための知識や技能を身に付けるとともに，ふるさとに対する考えを見つめ直
し，地域の発展を目指して，積極的に地域に関わろうとしている。

パートⅠの活動で仙北市のよさや問題点について気付きが深まっているが，ふるさとには魅力があ
るとは言えないという思いももつようになった。また，ふるさとの発展を目指していこうという意識
は高まってきているが，地域の活性化につながる有効な実践方法を見出すことができずにいる。

仙北 市 は いい と ころ

がたくさん。

【課題設定】ふるさと再発見パートⅠ

を基に設定した学年共通課題を解決す

るために，個の課題を設定し，今後の

計画を立て見通しをもつ。

【情報の収集】【整理・分析】【まとめ

・表現】夏休みに個で追究してきた課

題について調査報告会を行い，ふるさ

とのよさを再発見し，学年共通課題の

解決につなげる。

【課題の設定】ふるさとの現状をとら

えるため，統計資料を基に考察し，新

たな課題を設定する。

【情報の収集】地域の現状を深く知る

ために調査したり，地方創生戦略室の

方々から地域の現状や地方創生特区の

取組について話を聞いたりする。

【整理・分析】【課題設定】夏休み調
べたことや統計資料，地方創生戦略室
の方々の話を基に，地域の発展のため
に自分たちができることを考える。

ふるさとの発展を目指して
「一泊二日 田沢湖・生保内の旅」

の企画書をつくろう。

【情報の収集】【整理・分析】ふるさ

とのよさを伝えるための旅の企画書を

考える。自他のアイデアを比較検討し，

内容の充実を図る。本時

【まとめ・表現】グループごとに考え

た企画書を地方創生戦略室の方々に対

してプレゼンする。

最終単元「自分再発見」へ

自分自身を見つめ直し，これからの生き

方を考える。

ふ る さ との 発 展の た

めに何ができる？

知 ら なか っ たこ と が

結構あるな。
自 分 たち の ふる さと

に は いい と ころ が多

いな。

い ろ いろ な 取組 をし

ているのだな。

自 分 たち も ふる さと

発 展 のた め に何 かし

たい。

どん な こ とが で きる

のかな。

ぼくは癒やしの旅をお

年寄り向けに考えてみ

よう。

私はグルメの旅を若者

向けに考えてみよう。

自信 が あ った け ど，

足り な い 部分 が ある

ことが分かった。

相 手 の 視点 に 立っ て

考えることが大切だ。

た

か

め

る

ひ

ろ

げ

る

つ

な

げ

る

秋田 県 は 愛着 度 ，自

慢度 が 低 いん だ な。

秋 田 県 を盛 り 上げ る

た め に いろ い ろ調 べ

な い と いけ な いな 。

統計資料からふるさとの現状を
とらえよう。

【単元のまとめ】活動を振り返り，成

果と課題についてまとめる。

今 ま で 学習 し てき た

ことは使えないかな。
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６ 指導計画 （３５時間）

時
・主な学習活動 ・教師の支援

評価規準

数 【評価方法】

１ ・ふるさと再発見パートⅠで設定 ・地域に対する理解度を確認す ア－①

・ した学年共通課題「ふるさとを るために，イメージマップを 【シート】

２ 様々な視点で見直し，発展を目 用いて，保護者と一緒に「地 イ－①

指して自分たちができることに 域の強みと弱み」を洗い出す 【行動観察

取り組んでいこう」を確認し， 活動を行う。 ・シート・

自分の課題を設定する。 発言】

３ ・自分の課題解決に向けて見通し ・見通しをもって課題解決に取 イ－②

・ をもつ。 り組むことができるように， 【計画書・

４ 計画表を準備しアドバイスを 発言】

行う。

＊ ＊自分の課題解決を目指して，調 ・調査地への移動や写真記録等，

夏 査活動を行う。 児童だけでは対応が難しい内

季 容について保護者の協力が得

休 られるよう事前に依頼する。

業

中

５ ・調査報告会を行う。 ・友達の調査内容のよさに気付 ア－②

・ くことができるように，見取 イ－③

６ るための視点を提示する。 【シート】

ウ－③⑤

【発言・シ

ート】

７ ・ふるさとについての統計資料を ・統計資料「都道府県郷土愛ラ イ－①

基に考察し，新たな課題を設定 ンキング（ブランド総合研究 【シート

する。 所）」を提示する。 ・発言】

・児童の考察を整理しながら，

ふるさとの現状を捉えるため

の視点を引き出し，個の課題

へとつなげていく。

８ ・地域の現状について，インター ・課題追究の中間発表会を行い，ア－①②

～

ネットを使ったり地域の方にイ 自分の課題が，今後の「ふる 【シート】

13 ンタビューしたりしながら調査 さとの発展を目指した取組」 イ－②③④

する。 につながるものになっている 【シート】

か確認させ，必要に応じて軌 ウ－①

道修正を促す。 【行動観察

・地域の現状や地方創生特区の ・発言】
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取組について知ることができ

るよう，ゲストティーチャー

を依頼する。

14 ・地域の発展のために自分たちが ・これまでの調査結果について ア－①

～

できることを考え，共通実践内 話し合うことで，ふるさとの 【シート】

17 容（ふるさとの魅力を伝える一 よさを発信する必要感と相手 イ－④

泊二日の旅企画）を設定する。 意識を明確にする。 【発言・シ

ート】

18 ・企画書のつくり方を知る。 ・計画を立てる際に必要となる イ－②③④

～

・企画を立てるために必要な情報 情報の充実を図るために，ア ⑤

23 収集を行う。 ンケート調査やインタビュー 【企画書・

・個々に旅の企画書をつくる。 活動の内容を工夫する。 発言】

本 ・グループをつくって意見交換を ・旅のコンセプトや地域のよさ ウ－②④

時 行い，内容の充実を図る。 を生かした行程を明確にする 【行動観察

㉓ ことができるように，企画書 ・発言】

の構成を工夫する。

24 ・地方創世戦略室の方々に提示す ・仙北市役所地方創世戦略室の イ－⑤

～

るプレゼンテーションの仕方を 職員との打ち合わせを丁寧に 【プレゼン

29 考え準備をする。 行い，学習に効果的に関わっ テ ー シ ョ

・プレゼンテーションムービーを てもらうことができるように ン】

撮影し，上映会を行う。 する。 ウ－①②④

【行動観察

・発言】

30 ・これまでの学習を通して，気付 ・成果と課題を見つめ直すこと ア－①

・ いたことや分かったことなどを ができるように，実践して感 【シート】

31 まとめる。 じたこと考えたことを全体で イ－⑤

共有化する。 【シート】

ウ－③

【発言】

32 ・地域の発展を目指してこれから ・活動の成果と課題を生かすた イ－①

～

どうするか考え，実践する。 めに，今後の展望を話し合わ 【シート】

35 せる。 ウ－⑤

・３月に開催されるモーグルワ 【行動観察

ールドカップに向けての活動 ・発言・シ

を考える。 ート】
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７ 本時の実際（２３/３５）
（１）ねらい

企画のコンセプトと関連付けながら自他のアイデアを比較検討することで，ふるさとのよさが生かさ

れたよりよい企画内容を考えることができる。

（２）学習の実際

段
形 ○教師の支援

階
学 習 活 動 予想される子どもの姿 態 ●つまずいている子への手立て

☆評価（方法）【観点】

導 １ これまでの学習を振り ・地域のよさが伝わる 全 〇学習の見通しをもつことができるように，
入 返り，本時のめあてを確 旅の企画書をつくろ 体 これまでの流れが確認できる場を常設す

認する。 う。 る。

（めあて）

ふるさとの発展を目指して ～田沢湖・生保内のよさが伝わる旅の企画書をつくろう～

展 ２ グループごとに地方創 ・県外の人たちに，田 グ ○「県外の人達が，田沢湖・生保内の旅に求
開 生戦略室に提案する企画 沢湖・生保内ファン ル めること」を企画づくりのコンセプトとし，

書作成を行う。 になってもらうこと ｜ それを基にグループを構成する。
＊予想される企画書グループ ができるように，グ プ ○コンセプトを確かにして考えを進めていく
①美しく健康になる旅 ループで協力してい ことができるように，企画書シートの構成
②自然の中で運動する旅 い企画をつくってい を工夫する。
③クニマス発見の旅 こう。 ○Ｔｆ・Ｔｙで分担してグループの活動状況

④田沢湖の魅力発見の旅 ・健康になりたい人に， を見取り，話し合いが活発に行われるよう
⑤農業体験の旅 温泉の効能を知らせ に助言する。

よう。食事もポイン ●話合いの流れがつかめず発言が滞りがちな
トだな。 際に，進行状況を捉え自分の考えを表現す

・田沢湖マラソンやカ ることができるように助言する。
ヌーも紹介したいな。 ○内容に共通点が多いグループは，全体で一

・クニマスを復活させ つの企画をつくっていくが，コンセプトが
る努力を知るために 多様な場合は無理にまとめず，互いの企画
は，玉川ダムも行程 にアドバイスを送り合うこととする。
に入れた方がいいね。

・たつ子伝説をどうや

って知らせようかな。
・都会に暮らす人たち
にとっては，田植え
や稲刈りもイベント
になると思うよ。

３ 旅行者の視点で他のグ ・ふるさとのよさが伝 全 ○「旅行者のニーズに応える企画になってい
ループの企画を見合い， わる旅になるように，体 るか」「自分たちが見付けた地域のよさが
内容の充実を目指してア アドバイスしよう。 生かされているか」をアドバイスの視点と
ドバイスを送り合う。 する。

４ アドバイスを基にし ・教えてもらったこと グ ○他のグループからのアドバイスは，旅の行
て，グループの企画を見 をどのように入れて ル 程の中にオプションとして生かすことがで

直し，修正を行う。 いったらいいかな。

ー

きることを知らせる。
プ

ま ５ 本時の振り返りをして ・自分たちの考えを戦 全 ○活動の意欲が高まるように，子どもたちの

と 次時への見通しをもつ。 略室の方々に興味を 体 アイデアを称賛する。
め もって聞いてもらう ○次時は，企画書をもとに，プレゼンテーシ

ことができるように， ョンの準備に取りかかることを確認する。
発表の仕方を工夫し
ていこう。

☆企画のコンセプトと関連付けながら自他

のアイデアを比較検討し，よりよい内容

になるように意見を出している。

（発言・企画書）

【思考力・判断力・表現力等】

〔企画書項目〕
○企画の対象（どのよう
なニーズに応えるか）

○ニーズに対応する田沢
湖・生保内のよさ

○旅のキャッチコピー
○旅を通して，田沢湖・
生保内に対してどのよ
うな思いをもってもら
うか。
※条件
・１泊２日
田沢湖・生保内の旅

-6-7-
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平
成
３
０
年
度

生
活
科
年
間
指
導
計
画

生
保
内
小
学
校

月
４

５
６

７
８
・
９

１
０

１
１

１
２

１
２

３

１
単

年
元

生
名 （ 時 数 ） 主 な 学 習 活 動 他 教 科 等 と の 関 連

２
単

年
元

生
名 （ 時 数 ） 主 な 学 習 活 動 他 教 科 等 と の 関 連

雪
遊
び
の
き
ま
り

（
学
活
）

時
こ
く
と
時
間
（
算
数
）

コ
ロ
コ
ロ

大
さ
く
せ
ん

（
図
工
）

が
っ
こ
う
だ
い
す
き

パ
ー
ト
１
⑬

・
み
ん
な
で
が
っ
こ
う
を

あ
る
こ
う

・
こ
う
て
い
を
あ
る
い
て

み
よ
う

・
と
も
だ
ち
と
が
っ
こ
う

を
た
ん
け
ん
し
よ
う

・
が
っ
こ
う
に
い
る
ひ
と

と
な
か
よ
く
な
ろ
う
(

1)
(

4)

が
っ
こ
う
だ
い
す
き

パ
ー
ト
２
⑧

・
こ
う
て
い
を
た
ん
け
ん

し
よ
う

・
た
ん
け
ん
で
み
つ
け
た

こ
と
を
は
な
そ
う

・
み
ん
な
で
つ
う
が
く
ろ

を
あ
る
こ
う (

1)
(
3)
(
5)
(
8)

な
つ
だ
あ
そ
ぼ
う
⑨

・
み
ん
な
の
こ
う
え
ん
で
あ

そ
ぼ
う

・
く
さ
ば
な
や
む
し
を
さ
が

そ
う

・
み
ず
で
あ
そ
ぼ
う
(

5)
(

6)
(4
)
(
8)

い
き
も
の
と

な
か
よ
し
⑥

・
む
し
を
さ
が
そ

う
・
む
し
と
な
か
よ

く
な
ろ
う (

7)
(

5)
(

8)

た
の
し
い

あ
き
い
っ
ぱ
い
⑩

・
あ
き
を
さ
が
そ

う
・
こ
う
え
ん
で
あ

き
を
さ
が
そ
う

・
は
っ
ぱ
や
み
で

あ
そ
ぼ
う

・
み
つ
け
た
あ
き

を
し
ょ
う
か
い

し
よ
う (

5)
(

6)
(

8)

あ
き
の
お
も
ち
ゃ

ま
つ
り
⑪

・
お
も
ち
ゃ
を
つ
く

ろ
う

・
み
ん
な
で
あ
そ
ぼ

う
(

6)
(

8)

お
て
つ
だ
い

め
い
じ
ん
に

な
ろ
う
⑫

・
で
き
る
よ
お
て
つ

だ
い

・
お
し
え
て
あ
げ
よ

う
や
っ
て
み
よ
う

・
め
ざ
せ

ふ
ゆ
の

お
て
つ
だ
い
め
い

じ
ん

(
2)
(

8)

ふ
ゆ
が
き
た
よ
⑨

・
ふ
ゆ
を
さ
が
そ
う

・
ふ
ゆ
の
こ
う
て
い
に
い

こ
う

・
ゆ
き
で
あ
そ
ぼ
う

(
5)
(

6)
(

4)
(

8)

も
う
す
ぐ
２
ね
ん
せ
い
⑱

・
い
ち
ね
ん
か
ん
を
ふ
り
か
え

ろ
う

・
あ
た
ら
し
い
１
ね
ん
せ
い
を

し
ょ
う
た
い
し
よ
う

・
し
ょ
う
た
い
し
た
こ
と
を
ふ

り
か
え
ろ
う

・
あ
り
が
と
う

わ
た
し
た
ち

の
き
ょ
う
し
つ

・
も
う
す
ぐ
２
ね
ん
せ
い
(

9)
(
8)

春
だ

今
日
か
ら
２
年
生
⑥

・
１
年
生
を
む
か
え

る
会
で
発
表
す
る

こ
と
を
考
え
よ

う
。

(
5)
(

9)
(

8)

生
保
内
の
ま
ち
へ

と
び
だ
そ
う
！
⑨

・
ま
ち
の
こ
と
を
話
そ
う

・
ま
ち
た
ん
け
ん
の
計
画
を

立
て
よ
う

・
ま
ち
た
ん
け
ん
に
行
こ
う

・
見
つ
け
た
こ
と
を
お
し
え

あ
お
う

(
3)
(
4)
(
8)

ぴ
い
す
の
生
き
も
の

ひ
ろ
ば
⑫

・
生
き
物
を
さ
が
し
に
行
こ
う

・
生
き
物
を
つ
か
ま
え
よ
う

・
生
き
物
を
そ
だ
て
よ
う

・
生
き
物
の
こ
と
を
つ
た
え
よ
う

(
7)
(3
)
(
8)

こ
ん
に
ち
は

生
保
内
と
し
ょ
か
ん ⑨

・
図
書
館
に
行
こ
う

・
図
書
館
の
こ
と
を

聞
い
て
み
よ
う

・
や
く
そ
く
を
た
し

か
め
よ
う

・
正
し
く
使
お
う

(
4)
(

3)
(
8)

お
も
ち
ゃ

け
ん
き
ゅ
う
じ
ょ
⑮

・
ど
ん
な
お
も
ち
ゃ
が
作
れ

る
か
な

・
も
っ
と
く
ふ
う
し
て
動
か

そ
う

・
遊
び
方
を
く
ふ
う
し
よ
う

・
１
年
生
と
遊
ぼ
う

(
6)
(

8)

大
き
く
な
っ
た
ぼ
く
・
わ
た
し
㉑

・
大
き
く
な
っ
た
自
分
を
ふ
り
か
え
ろ
う

・
大
き
く
な
っ
た
自
分
の
こ
と
を
し
ら
べ
よ
う

・
大
き
く
な
っ
た
自
分
の
こ
と
を
ま
と
め
よ
う

・
発
表
会
を
し
よ
う

(
9)
(
8)

な
か
ま
づ
く
り
と

か
ず

（
算
数
）

あ
さ

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

（
国
語
）

お
は
な
し
を

音
読
し
よ
う
（
国
語
）

の
り
も
の
に

の
っ
て

出
か
け
よ
う
⑥

・
内
陸
線
を
使
っ

て
出
か
け
よ
う

・
出
か
け
た
こ
と

を
ま
と
め
よ
う

(
4)
(

8)

車
に
き
を
つ
け
て

（
道
徳
）

わ
た
し
の
だ
い
じ
な

あ
げ
は
（
道
徳
）

楽
し
か
っ
た
よ

２
年
生
（
国
語
）

２
年
生 お
別
れ
会
（
学
活
）

ゲ
ー
ム
[鬼
遊
び
]

（
体
育
）

固
定
施
設
遊
び

（
体
育
）

か
た
つ
む
り

う
み

（
音
楽
）

水
遊
び
（
体
育
）

い
き
も
の
に

や
さ
し
く
（
道
徳
）

ス
キ
ー
（
体
育
）

い
い
こ
と
い
っ
ぱ
い

１
年
生

（
国
語
）

あ
り
が
と
う
の

き
も
ち

（
道
徳
）

も
っ
と
な
か
よ
し

ま
ち
た
ん
け
ん
⑱

・
お
さ
ん
ぽ
た
ん
け

ん
に
で
か
け
よ
う

・
も
う
一
度
行
っ
て

み
た
い
と
こ
ろ
を

き
め
よ
う

・
ま
ち
の
人
と
な
か

よ
く
な
り
た
い
な

・
も
っ
と
な
か
よ
く

な
ろ
う

・
ま
ち
の
す
て
き
を

み
つ
け
た
よ

・
ま
ち
の
す
て
き
を

つ
た
え
よ
う (

3)
(

8)

な
つ
や
す
み
の
こ
と
を

は
な
そ
う

（
国
語
）

か
ん
さ
つ
名
人
に

な
ろ
う
（
国
語
）

水
の
か
さ
の
た
ん
い

（
算
数
）

ど
う
ぶ
つ
園
の

じ
ゅ
う
い
（
国
語
）

だ
い
す
き
な

ま
ち
（
道
徳
）

か
ん
し
ゃ
す
る

こ
こ
ろ
（
道
徳
）

お
さ
ん
ぼ
ト
コ
ト
コ

（
図
工
）

き
れ
い
に
さ
い
て
ね
⑨

・
た
ね
を
ま
こ
う

・
せ
わ
を
し
よ
う

・
せ
わ
を
つ
づ
け
よ
う

・
た
ね
と
り
を
し
よ
う
(

7)
(
5)
(
8)

し
ぜ
ん
と

な
か
よ
し
（
図
工
）

ど
う
ぶ
つ
む
ら
の

ぴ
く
に
っ
く
（
図
工
）

野
さ
い
を
そ
だ
て
て
，
く
ら
べ
て
み
よ
う
⑨

・
ど
ん
な
野
さ
い
が
そ
だ
て
ら
れ
る
か
し
ら
べ
て
み
よ
う

・
う
え
て
，
お
せ
わ
を
し
よ
う

・
く
ら
べ
な
が
ら
そ
だ
て
よ
う

・
し
ゅ
う
か
く
し
て
食
べ
よ
う

・
ち
が
い
を
く
ら
べ
て
発
表
し
よ
う
(

7)
(

8)

に
っ
こ
り
ニ
ュ
ー
ス

（
図
工
）

1



平
成
３
０
年
度

総
合
的
な
学
習
の
時
間
年
間
指
導
計
画

生
保
内
小
学
校
３
年

総
時
数
６
５
時
間

学
校
テ
ー
マ
「
ふ
る
さ
と
の
よ
さ
が
わ
か
り

ふ
る
さ
と
が
大
好
き
な
子
ど
も
」

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

単
元
名

（
予
定
時
数
）

主
な
学
習
活
動

社
会
「
学
校
の
ま
わ
り
」

国
語
「
ロ
ー
マ
字
」

国
語

「
市
の
様
子
」

「
あ
り
が
と
う
を
伝
え
よ
う
」

各
教
科
等

「
の
こ
し
た
い
も
の
、
つ
た
え
た
い
も
の
」

「
わ
た
し
の
三
大
ニ
ュ
ー
ス
」

と
の
関
連

国
語
「
気
に
な
る
記
号
」（
材
料
を
集
め
て
報
告
す
る
文
章
を
書
こ
う
）

「
伝
え
よ
う
楽
し
い
学
校
生
活
」
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
仕
方
）

す
て
き
発
見
，
田
沢
湖
！
パ
ー
ト
Ⅰ

す
て
き
発
見
，
田
沢
湖
！
パ
ー
ト
Ⅱ

（
３
０
時
間
）

（
３
５
時
間
）

○
自
分
た
ち
が
住
ん
で
い
る
田
沢
湖
地
区
の
「
す
て
○
田
沢
湖
地
区
の
「
す
て
き
」
を
も
う
一
度
確
か
め
に
行
こ
う

き
」
を
見
つ
け
よ
う

（
温
泉
，
田
沢
湖
伝
説
，
山
の
芋
鍋
，
山
菜
，
は
ち
み
つ
屋
，
お
土
産
な
ど
）

○
ウ
ェ
ビ
ン
グ
マ
ッ
プ
を
作
り
，
田
沢
湖
地
区
の
イ

メ
ー
ジ
を
広
げ
よ
う

○
同
じ
課
題
で
グ
ル
ー
プ
を
作
り
，
交
通
手
段
を
調
べ
よ
う

○
仙
北
市
の
他
の
地
区
の
「
す
て
き
」
は
ど
ん
な

○
探
検
計
画
を
立
て
よ
う

も
の
が
あ
る
か
考
え
よ
う

○
調
べ
活
動
の
「
わ
ざ
」
を
身
に
つ
け
よ
う
②

○
み
ん
な
で
仙
北
市
の
様
子
を
見
に
行
こ
う

・
タ
ブ
レ
ッ
ト
や
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
使
い
方
を
知
ろ
う

○
三
つ
の
地
区
そ
れ
ぞ
れ
の
特
長
を
ま
と
め
よ
う

・
ロ
ー
マ
字
で
文
字
を
入
力
し
て
み
よ
う

○
自
分
が
調
べ
た
い
田
沢
湖
地
区
の
「
す
て
き
」

・
パ
ソ
コ
ン
で
文
章
を
打
っ
て
み
よ
う

を
決
め
よ
う

○
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
探
検
に
出
か
け
よ
う

○
調
べ
る
方
法
を
考
え
よ
う

○
調
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
方
法
を
考
え
よ
う

○
調
べ
活
動
の
「
わ
ざ
」
を
身
に
つ
け
よ
う
①

○
調
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
よ
う

・
パ
ソ
コ
ン
で
文
字
を
入
力
し
て
み
よ
う

○
調
べ
た
こ
と
を
互
い
に
発
表
し
合
お
う

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
使
い
方
を
知
ろ
う

○
活
動
を
振
り
返
ろ
う

・
図
書
室
を
使
っ
て
み
よ
う

○
お
世
話
に
な
っ
た
人
に
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
よ
う

○
調
べ
る
計
画
を
立
て
よ
う

○
ど
の
よ
う
に
伝
え
る
の
か
考
え
よ
う

○
調
べ
活
動
を
し
よ
う

○
考
え
た
方
法
で
表
現
し
よ
う

○
調
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
方
法
を
考
え
よ
う

○
活
動
を
振
り
返
ろ
う

○
調
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
よ
う

○
調
べ
た
こ
と
を
発
表
し
よ
う

○
活
動
の
振
り
返
り
を
し
よ
う

2



平
成
３
０
年
度

総
合
的
な
学
習
の
時
間
年
間
指
導
計
画

生
保
内
小
学
校
4
年

総
時
数
６
５
時
間

学
校
テ
ー
マ
「
ふ
る
さ
と
の
よ
さ
が
わ
か
り

ふ
る
さ
と
が
大
好
き
な
子
ど
も
」

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

発
信
し
よ
う
！
ふ
る
さ
と
の
よ
い
と
こ
ろ
（
前
半
２
２
時
間
・
後
半
２
８
時
間
)

１
/２
成
人
式
を
し
よ
う

（
１
５
時
間
）

単
元
名

○
昨
年
の
活
動
を
振
り
返
り
，
課
題
を
つ
く
ろ
う

（
予
定
時
数
）

○
自
分
の
成
長
の
様
子
を
ふ
り

○
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
学
習
計
画
を
立
て
よ
う

返
り
，
変
化
し
て
き
た
こ
と

を
調
べ
よ
う

主
な
学
習
活
動

○
仙
北
市
の
自
慢
で
き
る
こ
と
を
調
べ
よ
う

○
友
達
の
変
化
を
調
べ
，
成
長

○
実
際
に
体
験
を
し
て
み
よ
う

し
た
点
や
よ
さ
を
話
し
合
お

う
○
発
信
す
る
方
法
を
考
え
よ
う

○
こ
れ
か
ら
の
自
分
に
つ
い
て

○
発
表
会
を
通
し
て
発
信
方
法
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
よ
う

考
え
よ
う

○
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
を
招
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
も
ら
お
う

○
発
表
会
を
開
こ
う

○
考
え
た
発
信
方
法
を
秋
田
市
で
や
っ
て
み
よ
う

○
活
動
を
振
り
返
り
，
今
後
の
活
動
や
生
活
に
つ
い
て
考
え
よ
う

社
会
「
き
ょ
う
土
を
開
く
」

国
語
「
手
と
心
で
読
む
」

体
育
「
育
ち
ゆ
く
体
と
わ
た
し
」

各
教
科
等

道
徳
「
本
当
の
友
達
」

学
級
活
動
「
友
だ
ち
の
よ
さ
を
伝
え
よ
う
」

と
の
関
連

国
語
「
仕
事
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
ろ
う
」

算
数
「
く
ふ
う
し
て
計
算
し
よ
う
」

図
工
「
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
て
」

国
語
「
新
聞
を
作
ろ
う
」
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平
成
３
０
年
度

 
 
総
合
的
な
学
習
年
間
指
導
計
画
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生
保
内
小
学
校
５
年

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
総
時
数
6
5
時
間

 

学
校
テ
ー
マ
「
ふ
る
さ
と
の
よ
さ
が
わ
か
り

 
ふ
る
さ
と
が
大
好
き
な
子
ど
も
」

 

 

 
４
月

 
５
月

 
６
月

 
７
月

 
８
月

 
９
月

 
１
０
月

 
１
１
月

 
１
２
月

 
１
月

 
２
月

 
３
月

 

単
元
名

 

（
予
定
時
数
）

 

主
な

 

学
習
活
動

 

 

各
教
科
等

 

と
の
関
連

 

 
社
会
「
私
た
ち
の
生
活
と
食
料
生
産
」 

理
科
「
植
物
の
発
芽
と
成
長
」

 

国
語
「
明
日
を
つ
く
る
わ
た
し
た
ち
」 

国
語
「
次
へ
の
一
歩
～
活
動
報
告
書
」

 

家
庭
「
は
じ
め
て
み
よ
う
ク
ッ
キ
ン
グ
」 

道
徳
「
名
医

 
順
庵
」

 

国
語
「
次
へ
の
一
歩
～
活
動
報
告
書
」

 

「
百
年
後
の
ふ
る
さ
と
を
守
る
」

 

社
会
「
私
た
ち
の
生
活
と
環
境
」

 

理
科
「
流
れ
る
水
の
は
た
ら
き
」

 

国
語
「
明
日
を
つ
く
る
わ
た
し
た
ち
」 

社
会
「
私
た
ち
の
生
活
と
食
料
生
産
」 

お
米
探
検
隊
（
６
時
間
）

 

○
米
づ
く
り
に
つ
い
て
知
ろ
う

 
 
○
米
作
り
を
体
験
し
よ
う

 

○
収
穫
し
た
米
を
食
べ
よ
う

 

（
田
植
え
作
業
体
験
○
稲
刈
り
作
業
体
験
○
カ
ン
ト
リ
ー
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
見
学
）

 

こ
れ
か
ら
の
ふ
る
さ
と
に
つ
い
て

 

考
え
よ
う
（
５
時
間
）

 

○
学
習
を
通
し
て
知
っ
た
、
人
々
の
努
力

や
工
夫
に
つ
い
て
ま
と
め
よ
う
。

 

○
ふ
る
さ
と
が
抱
え
る
問
題
に
つ
い
て

考
え
、
そ
の
解
決
法
を
ま
と
め
よ
う
。

 
秋
田
の
自
然
と
触
れ
合
お
う
（
１
０
時
間
） 

○
計
画
を
立
て
よ
う

 

○
自
然
の
す
ば
ら
し
さ
を
体
験
し
よ
う

 

○
友
情
を
深
め
よ
う

 

（
保
呂
羽
山
宿
泊
体
験
学
習
）

 

美
し
い
ふ
る
さ
と
を
未
来
へ
 
パ
ー
ト
Ⅰ
（
２
２
時
間
）

 

○
駒
ヶ
岳
で
起
こ
り
う
る
自
然
災
害
に
つ
い
て
知
ろ
う

 

○
国
や
地
方
自
治
体
が
行
っ
て
い
る
対
策
や
事
業
に
つ
い
て
知
ろ
う

 

○
自
分
た
ち
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
，
行
動
し
よ
う

 

（
秋
田
駒
ヶ
岳
砂
防
探
検
隊

 
参
加
）

 

美
し
い
ふ
る
さ
と
を
未
来
へ
 
パ
ー
ト
Ⅱ
（
２
２
時
間
）

 

○
田
沢
湖
の
環
境
の
変
化
に
つ
い
て
知
ろ
う

 

○
国
や
地
方
自
治
体
が
行
っ
て
い
る
対
策
や
事
業
に
つ
い
て
知
ろ
う

 

○
自
分
た
ち
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
，
行
動
し
よ
う

 

（
ク
ニ
マ
ス
未
来
館

 
見
学
）
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平
成
３
０
年
度

 
 
総
合
的
な
学
習
年
間
指
導
計
画
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生
保
内
小
学
校
６
年

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
総
時
数
６
５
時
間

 

学
校
テ
ー
マ
「
ふ
る
さ
と
の
よ
さ
が
わ
か
り

 
ふ
る
さ
と
が
大
好
き
な
子
ど
も
」

 

 

 
４
月

 
５
月

 
６
月

 
７
月

 
８
月

 
９
月

 
１
０
月

 
１
１
月

 
１
２
月

 
１
月

 
２
月

 
３
月

 

単
元
名

 

（
予
定
時
数
）

 

主
な

 

学
習
活
動

 

                          

各
教
科
等

 

と
の
関
連

 

    

 

 

ふ
る
さ
と
再
発
見
！
パ
ー
ト
Ⅰ
（
２
０
時
間
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
る
さ
と
再
発
見
！
パ
ー
ト
Ⅱ
（
３
５
時
間
）

 

〇
学
習
の
見
通
し
を
も
と
う

 

〇
課
題
を
決
め
て
，
研
修
計
画
を
立
て
よ
う

 

・
宮
城
県
（
仙
台
市
・
松
島
町
）
の
自
然
や
文
化
，
歴
史
に
学
ぼ
う

 

 
 
（
復
興
の
様
子
，
ま
ち
の
発
展
の
様
子
）

 

〇
宮
城
県
（
仙
台
市
・
松
島
町
）
で
調
べ
学
習
を
し
よ
う
 

 

〇
調
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
よ
う

 

○
ふ
る
さ
と
を
，
外
か
ら
の
視
点
で
見
直
そ
う

 

国
語
「
よ
う
こ
そ
、
私
た
ち
の
町
へ
」

 

「
未
来
が
よ
り
よ
く
あ
る
た
め
に
」

 

社
会
「
日
本
の
歴
史
」「
世
界
の
中
の
日
本
」

 

道
徳
「
修
学
旅
行
の
夜
」

 

国
語
「
今
、
私
は
、
ぼ
く
は
」

 

道
徳
「
公
共
の
た
め
に
役
立
つ
こ
と
」

 

道
徳
「
あ
こ
が
れ
の
パ
テ
ィ
シ
エ
」

 

 
 
「
心
を
つ
な
ぐ
音
色
」「
夢
」

 

 

道
徳
「
う
ち
ら
『
ネ
コ
の
手
』
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」

 

「
櫻
守
の
話
」

 

「
白
神
山
地
」

 

〇
ふ
る
さ
と
（
田
沢
，
生
保
内
）
の
現
状
を
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
で
見

直
し
，
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
，
ど
の
よ
う
な
活
動
を

し
て
い
く
か
考
え
よ
う
（
何
を
 
誰
に

 
ど
の
よ
う
に
 
ど
う
や

っ
て
）

 

・
農
業
，
林
業
（
食
，
お
み
や
げ
な
ど
）
 

 

・
観
光
資
源
（
田
沢
湖
，
駒
ヶ
岳
，
ス
キ
ー
場
，
温
泉
な
ど
）

 

・
地
域
の
人
々
（
協
力
体
制
な
ど
）

 

・
海
外
の
人
々
（
モ
ー
グ
ル
大
会
な
ど
）

 

〇
活
動
の
計
画
を
立
て
よ
う

 

〇
実
践
し
よ
う

 

〇
成
果
と
課
題
を
ま
と
め
よ
う

 

 
自
分
再
発
見
！
（
１
０
時
間
）

 

・
今
の
自
分
を
見
つ
め
直
そ
う

 

・
将
来
の
自
分
に
つ
い
て
考
え
よ
う

 

・
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
，
今
か
ら
で
き

る
こ
と
を
考
え
取
り
組
も
う
。
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平
成

３
０

年
度

　
第

３
学

年
　

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

デ
ザ

イ
ン

　
＊

総
合

的
な

学
習

の
時

間
と

の
関

連
ve

r.
生

保
内

小
学

校

４
月

５
月

６
月

７
月

８
・
９

月
１

０
月

１
１

月
１

２
月

１
月

２
月

３
月

　

○
知

識
及

び
技

能
（
  

  
  

  
  

）
　

　
○

思
考

力
・
判

断
力

・
表

現
力

等
（
  

  
  

  
）
　

○
学

び
に

向
か

う
力

，
人

間
性

等
（
  
  
  
 ）

他
教

科

紫
(音

楽
)

桃
(図

工
)

青
(体

育
)

学
校

の
ま

わ
り

す
て

き
発

見
，

田
沢

湖
！

パ
ー

ト
１

（
３

０
）

・
自

分
た

ち
が

住
ん

で
い

る
田

沢
湖

地
区

の
「
す

て
き

」
を

見
つ

け
よ

う

・
み

ん
な

で
ウ

ェ
ビ

ン
グ

マ
ッ

プ
を

つ
く
り

，
イ

メ
ー

ジ
を

広
げ

よ
う

・
み

ん
な

で
仙

北
市

の
様

子
を

見
に

行
こ

う
・
仙

北
市

の
特

徴
を

ま
と

め
よ

う
・
自

分
の

課
題

を
決

め
よ

う
・
調

べ
る

方
法

を
考

え
よ

う

・
調

べ
る

計
画

を
立

て
よ

う
＊

調
べ

活
動

の
「
わ

ざ
」
を

身
に

つ
け

よ
う

①

・
田

沢
湖

方
面

に
フ

ィ
ー

ル
ド

ワ
ー

ク
へ

行
こ

う
・
調

べ
た

こ
と

を
ま

と
め

る
方

法
を

考
え

よ
う

・
調

べ
た

こ
と

を
ま

と
め

よ
う

・
調

べ
た

こ
と

を
発

表
し

よ
う

し
ら

は
ま

ク
リ

ー
ン

ア
ッ

プ
花

の
苗

植
え

生
小

フ
ェ

ス
タ

マ
ラ

ソ
ン

・
な

べ
っ

こ
ス

キ
ー

学
習

ス
キ

ー
教

室

国
語

社
会

ロ
ー

マ
字

し
り

ょ
う

か
ら

分
か

る
小

学
生

の
こ

と
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
の

ロ
ー

マ
字

入
力

わ
た

し
の

三
大

ニ
ュ

ー
ス

仙
北

市
の

よ
う

す
農

家
の

仕
事

自
然

愛
護

食
べ

物
の

ひ
み

つ
を

教
え

ま
す

す
て

き
発

見
，

田
沢

湖
！

パ
ー

ト
２

（
３

５
）

・
田

沢
湖

地
区

の
「
す

て
き

な
と

こ
ろ

」
を

確
か

め
に

行
こ

う

（
温

泉
・
田

沢
湖

伝
説

・
山

の
芋

鍋
・
山

菜
・
は

ち
み

つ
屋

・
お

土
産

屋
な

ど
）

・
同

じ
課

題
で

グ
ル

ー
プ

を
つ

く
り

，
交

通
手

段
を

調
べ

よ
う

・
探

検
計

画
を

立
て

よ
う

＊
調

べ
活

動
の

「
わ

ざ
」
を

身
に

つ
け

よ
う

②

・
グ

ル
ー

プ
ご

と
に

探
検

に
出

か
け

よ
う

・
調

べ
た

こ
と

を
ま

と
め

る
方

法
を

考
え

よ
う

・
調

べ
た

こ
と

を
ま

と
め

よ
う

・
調

べ
た

こ
と

を
互

い
に

発
表

し
合

お
う

・
活

動
を

振
り

返
ろ

う

算
数

理
科

総
合

的
な

学
習

の
時

間

道
徳

学
校

行
事

礼
儀

３
年

生
に

な
っ

て
給

食
で

元
気

い
っ

ぱ
い

も
う

す
ぐ

4
年

生
3
年

生
お

別
れ

会
を

し
よ

特
別

活
動

よ
く
聞

い
て

自
己

紹
介

よ
い

聞
き

手
に

な
ろ

う
気

に
な

る
記

号
伝

え
よ

う
楽

し
い

学
校

生
活

運
動

会

ど
れ

く
ら

い
育

っ
た

か
な

花
が

さ
い

た
よ

実
が

た
く
さ

ん
で

き
た

よ

古
い

道
具

と
昔

の
く
ら

し
の

こ
し

た
い

も
の

伝
え

た
い

も
の

ぼ
う

グ
ラ

フ
と

表

規
則

の
尊

重
伝

統
と

文
化

の
尊

重
、

国
や

郷
土

を
愛

す
る

よ
り

よ
い

学
校

生
活

,

集
団

生
活

の
充

実

店
で

は
た

ら
く
人

ス
キ

ー
⑫
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平
成

３
０

年
度

　
第

４
学

年
　

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

デ
ザ

イ
ン

　
＊
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
の
関
連
v
e
r
.

生
保

内
小

学
校

４
月

５
月

６
月

７
月

８
・
９

月
１

０
月

１
１

月
１

２
月

１
月

２
月

３
月

○
知

識
及

び
技

能
（
  

  
  

  
  

 ）
　

　
○

思
考

力
・
判

断
力

・
表

現
力

等
（
  

  
  

  
  

 ）
　

○
学

び
に

向
か

う
力

，
人

間
性

等
（
  

  
  

  
  

  
 ）

他
教

科

紫
(音

楽
)

桃
(図

工
)

青
(体

育
)

発
信

し
よ

う
！

ふ
る

さ
と

の
よ

い
と

こ
ろ

（
５

０
時

間
）

・
昨

年
の

活
動

を
振

り
返

り
、

課
題

を
つ

く
ろ

う
・
課

題
を

解
決

す
る

た
め

の
学

習
計

画
を

立
て

よ
う

・
仙

北
市

の
自

慢
で

き
る

こ
と

を
調

べ
よ

う
・
障

害
の

あ
る

人
や

お
年

寄
り

に
や

さ
し

い
設

備
・
取

り
組

み
を

調
べ

よ
う

・
発

信
す

る
方

法
を

考
え

よ
う

・
発

表
会

を
通

し
て

発
信

方
法

に
つ

い
て

考
え

を
深

め
よ

う

・
ゲ

ス
ト

テ
ィ

ー
チ

ャ
ー

を
招

い
て

ア
ド

バ
イ

ス
を

し
て

も
ら

お
う

・
考

え
た

発
信

方
法

を
秋

田
市

で
や

っ
て

み
よ

う

・
活

動
を

振
り

、
今

後
の

活
動

や
生

活
に

つ
い

て
考

え
よ

う

だ
れ

も
が

関
わ

り

合
え

る
よ

う
に

「
ク

ラ
ブ

活
動

リ
ー

フ

レ
ッ

ト
」
を

作
ろ

う

よ
り

よ
い

話
し

合
い

を
し

よ
う

新
聞

を
作

ろ
う

４
年

生
に

な
っ

て

運
動

会

玉
川

ダ
ム

交
流

会
生

小
フ

ェ
ス

タ

自
分

の
考

え
を

つ
た

え
る

に
は

聞
き

取
り

メ
モ

の
工

夫

わ
た

し
の

研
究

レ
ポ

ー
ト

十
年

後
の

わ
た

し
へ

規
則

の
尊

重
節

度
,節

制

も
う

す
ぐ

５
年

生

４
年

生
お

別
れ

会
を

し
よ

う

国
語

社
会

算
数

理
科

総
合

的

な
学

習

の
時

間

道
徳

特
別

活
動

学
校

行
事

２
分

の
１

成
人

式
を

し
よ

う
（１

５
時

間
）

・
自

分
の

成
長

の
様

子
を

ふ
り

返
り

，
変

化
し

て
き

た
こ

と
を

調

べ
よ

う

・
友

達
の

変
化

を
調

べ
，

成
長

し
た

点
や

よ
さ

を
話

し
合

お
う

・
こ

れ
か

ら
の

自
分

に
つ

い
て

考
え

よ
う

・
発

表
会

を
開

こ
う

よ
り

よ
い

学
校

生
活

,

集
団

生
活

の
充

実
親

切
,思

い
や

り
国

際
理

解
,

国
際

親
善

感
謝

ス
キ

ー

二
分

の
一

成
人

式

を
成

功
さ

せ
よ

う

火
事

か
ら

く
ら

し
を

守
る

事
故

や
事

件
か

ら

く
ら

し
を

守
る

谷
に

囲
ま

れ
た

台
地

に
水

を
引

く

変
わ

り
方

調
べ

特
色

あ
る

地
い

き
と

人
々

の
く
ら

し

勤
労

,公
共

の
精

神

マ
ラ

ソ
ン

・
な

べ
っ

こ
小

中
ア

ル
ミ

缶
回

収
４

年
宿

泊
学

習

ふ
る

さ
と

ク
リ

ー
ン

ア
ッ

プ

伝
統

と
文

化
の

尊
重

,

国
や

郷
土

を
愛

す
る

態

度

正
直

,誠
実

折
れ

線
グ

ラ
フ

と
表

わ
た

し
の

研
究

希
望

と
勇

気
,

努
力

と
強

い
意

志
礼

儀

ハ
ッ

ピ
ー

カ
ー

ド

日
本

の
音

楽
に

親
し

も
う
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平
成

３
０

年
度

　
第

５
学

年
　

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

デ
ザ

イ
ン

　
＊

総
合

的
な

学
習

の
時

間
と

の
関

連
ve

r.
生

保
内

小
学

校

４
月

５
月

６
月

７
月

８
・
９

月
１

０
月

１
１

月
１

２
月

１
月

２
月

３
月

○
知

識
及

び
技

能
（
  
  
  
  
  
）
　

　
○

思
考

力
・
判

断
力

・
表

現
力

等
（
  
  
  
  
  
）
　

○
学

び
に

向
か

う
力

，
人

間
性

等
（
  
  
  
  
  
 ）

他
教

科

紫
(音

楽
)

桃
(図

工
)

青
紫

(家
庭

)
青

(体
育

)

考
え

を
明

確
に

し
て

話
し

合
い

，
提

案
す

る
文

章
を

書
こ

う
「
明

日
を

つ
く
る

５
年

生
に

な
っ

て

し
ら

は
ま

ク
リ

ー
ン

ア
ッ

プ
避

難
訓

練

５
年

宿
泊

学
習

活
動

を
報

告
す

る
文

章
を

書
こ

う
「
活

動
報

告
書

」

放
送

局
の

働
き

社
会

を
変

え
る

情
報

情
報

を
生

か
す

私
た

ち
わ

た
し

た
ち

の
生

活
と

森
林

社
会

気
持

ち
の

よ
い

国
語

算
数

理
科

総
合

的
な

学
習

の
時

間

道
徳

特
別

活
動

学
校

行
事

外
国

語

天
気

と
気

温
の

変
化

伝
統

と
文

化
の

尊
重

,
国

や
郷

土
を

愛
す

る
態

度

規
則

の
尊

重

５
年

砂
防

探
検

隊

伝
記

を
読

ん
で

，
自

分
の

生
き

方
に

つ
い

て
考

え
よ

う
「
百

年
後

の
ふ

る
さ

と
を

守
る

」

説
明

の
仕

方
に

つ
い

て
考

え
よ

う

「
天

気
を

予
想

す
る

」

伝
統

と
文

化
の

尊
重

,
国

や
郷

土
を

愛
す

る
態

度

希
望

と
勇

気
,

努
力

と
強

い
意

志

新
聞

を
読

も
う

勤
労

,公
共

の
精

神

農
業

の
さ

か
ん

な
地

域

植
物

の
発

芽
と

成
長

美
し

い
ふ

る
さ

と
を

未
来

へ
パ

ー
ト

Ⅱ
（
2
2
）

・
田

沢
湖

の
環

境
の

変
化

に
つ

い
て

知
ろ

う
。

・
国

や
地

方
自

治
体

が
行

っ
て

い
る

対
策

や
事

業
を

知
ろ

う
。

・
自

分
た

ち
に

で
き

る
事

を
考

え
，

行
動

し
よ

う
。

（
ク

ニ
マ

ス
未

来
館

見
学

）

流
れ

る
水

の
は

た
ら

き
台

風
と

天
気

の
変

化

こ
れ

か
ら

の
食

料

生
産

と
わ

た
し

た
ち

自
然

愛
護

こ
れ

か
ら

の
ふ

る
さ

と
に

つ
い

て
考

え
よ

う
（５

）
・
学

習
を

通
し

て
知

っ
た

、
人

々
の

努
力

や
工

夫
に

つ
い

て
ま

と
め

よ
う

。

・
ふ

る
さ

と
が

抱
え

る
問

題
に

つ
い

て
考

え
、

そ
の

解
決

法
を

ま
と

め
よ

う
。

は
じ

め
て

み
よ

う
ク

ッ
キ

ン
グ 友

情
,信

頼

秋
田

の
自

然
と

触
れ

合
お

う
（１

0）
・
宿

泊
体

験
学

習
の

計
画

を
立

て
よ

う
・
自

然
の

す
ば

ら
し

さ
を

体
験

し
よ

う
・
友

情
を

深
め

よ
う

（
保

呂
羽

山
宿

泊
体

験
学

習
）

お
米

探
検

隊
（
６

）
・
米

作
り

に
つ

い
て

知
ろ

う
・
米

作
り

を
体

験
し

よ
う

・
収

穫
し

た
米

を
食

べ
よ

う
（
田

植
え

作
業

体
験

・
稲

刈
り

作
業

体
験

・
カ

ン
ト

リ
ー

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

見
学

）

善
悪

の
判

断
,自

律
,

自
由

と
責

任

美
し

い
ふ

る
さ

と
を

未
来

へ
パ

ー
ト

Ⅰ
（
2
2
）

・
駒

ヶ
岳

で
起

こ
り

う
る

自
然

災
害

に
つ

い
て

知
ろ

う
。

・
国

や
地

方
自

治
体

が
行

っ
て

い
る

対
策

や
事

業
を

知
ろ

う
。

・
自

分
た

ち
に

で
き

る
事

を
考

え
，

行
動

し
よ

う
。

（
秋

田
駒

ヶ
岳

さ
ぼ

う
探

検
隊

・
仙

北
市

防
災

の
集

い
へ

の
参

加
）

百
分

率
と

グ
ラ

フ

国
土

の
地

形
の

特
色

と
人

々
の

暮
ら

し

「
き

く
こ

と
」
に

つ
い

て
考

え
よ

う
「
き

い
て

、
き

い
て

み
よ

う
」

敬
語
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平
成

３
０

年
度

　
第

６
学

年
　

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

デ
ザ

イ
ン

　
＊
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
の
関
連
v
e
r
.

生
保

内
小

学
校

４
月

５
月

６
月

７
月

８
・
９

月
１

０
月

１
１

月
１

２
月

１
月

２
月

３
月

○
知

識
及

び
技

能
（
  
  
  
  
  
）
　

　
○

思
考

力
・
判

断
力

・
表

現
力

等
（
  
  
  
  
  
 ）

　
○

学
び

に
向

か
う

力
，

人
間

性
等

（
  
  
  
  
  
）

参
考

）
　

○
学

習
方

法
に

関
す

る
こ

と
（
赤

矢
印

）
　

＊
「
課

題
設

定
力

」
「
課

題
探

求
力

」
「
表

現
・
伝

達
能

力
」
　

○
自

分
自

身
に

関
わ

る
こ

と
（
青

矢
印

）
　

＊
「
自

己
形

成
力

」
　

○
他

者
や

社
会

と
の

関
わ

り
に

関
す

る
こ

と
（
黄

矢
印

）
　

＊
「
学

び
合

う
力

」

他
教

科
紫

(音
楽

)
桃

(図
工

)
青

紫
(家

庭
)

青
(体

育
)

1
日

本
の

歴
史

私
た

ち
の

地
球

と
く
ら

し

お
ぼ

ろ
月

夜

修
学

旅
行

ふ
る

さ
と

ク
リ

ー
ン

ア
ッ

プ

Ｐ
Ｔ

Ａ
授

業
参

観
生

小
フ

ェ
ス

タ
マ

ラ
ソ

ン
・
な

べ
っ

こ
中

学
校

体
験

授
業

委
員

会
を

引
き

継
ぐ

会
卒

業
式

日
本

と
つ

な
が

り
の

深
い

国
々

社
会

立
場

を
明

確
に

し
て

主

張
し

合
い

、
考

え
を

広
げ

る
討

論
を

し
よ

う

「
学

級
討

論
会

を
し

よ
う

」

町
の

よ
さ

を
伝

え
る

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

を
作

ろ
う

「
よ

う
こ

そ
私

た
ち

の
町

意
見

を
聞

き
合

っ
て

考

え
を

深
め

，
意

見
文

を
書

こ
う

筆
者

の
考

え
を

と
ら

え
，

自
分

の
考

え
と

比
べ

て
書

こ
う

○
登

場
人

物
の

関
係

を
捉

え
，

人
物

の
生

き
方

に
つ

い
て

話
し

合
お

う
「海

の

命
」

○
話

し
方

を
工

夫
し

、
資

料

卒
業

す
る

み
な

さ
ん

へ

「
中

学
校

へ
つ

な
げ

よ

う
」

「
生

き
る

」

「
生

き
物

は
つ

な
が

り
の

子
育

て
支

援

震
災

復
興

国
の

政
治

の
し

く
み

わ
た

し
た

ち
の

く
ら

し
と

日
本

国
憲

法

３
世

界
の

中
の

日
本

世
界

の
未

来
と

日
本

の
役

割

共
に

生
き

る
生

活
①

わ
た

し
た

ち
の

生
活

と
地

域
わ

た
し

の
気

持
ち

を
伝

え
よ

う
考

え
よ

う
こ

れ
か

ら
の

生
活

成
長

し
た

わ
た

し
た

ち
・
中

学
生

に
向

か
っ

て

生
き

物
の

く
ら

し
と

環
境

大
地

の
つ

く
り

変
わ

り
続

け
る

大
地

地
球

に
生

き
る

⑧

資
料

の
調

べ
方

算
数

理
科

「
布

や
枝

の
コ

ン
サ

ー
ト

」
「
白

の
世

界
」

「
写

し
て

見
つ

け
た

わ
た

し
の

世
界

」
「
わ

た
し

は
デ

ザ
イ

ナ
ー

」

「
伝

え
方

を
楽

し
も

う
」

ス
キ

ー

修
学

旅
行

の
約

束
を

決
め

よ
う

フ
ェ

ス
タ

の
内

容
を

考
え

よ
う

フ
ェ

ス
タ

を
成

功
さ

せ
よ

う
学

校
の

た
め

に
で

き
る

こ
と

を
し

よ
う

卒
業

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
計

画
を

立
て

よ
う

国
語

総
合

的
な

学
習

の
時

間

道
徳

特
別

活
動

学
校

行
事

外
国

語

活
動

自
分

再
発

見
！

（
１

０
時

間
）

・
今

の
自

分
を

見
つ

め
直

そ
う

・
将

来
の

自
分

に
つ

い
て

考
え

よ
う

・
よ

り
よ

く
生

き
る

た
め

に
，

今
か

ら
で

き
る

こ
と

を
考

え
取

り
組

も
う

わ
れ

は
海

の
子

ふ
る

さ
と

◆
オ

リ
エ

ン

テ
ー

シ
ョ

ン
○

活
動

の
テ

ー
マ

と

め
あ

て
を

確
か

め
よ

う

６
年

生
を

送
る

会

卒
業

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

を
実

行
し

よ
う

個
性

の
伸

長
善

悪
の

判
断

，
自

律
，

自
由

と
責

任
勤

労
，

公
共

の
精

神
伝

統
と

文
化

の
尊

重
，

国
や

郷
土

を
愛

す
る

態
度

希
望

と
勇

気
，

努
力

と
強

い
意

志

中
学

校
総

体

壮
行

会
参

加

２
わ

た
し

た
ち

の
生

活
と

政
治

「
感

じ
た

ま
ま

に
花

」

「
わ

た
し

の
お

気
に

入
り

の
場

所
」

◆
ふ

る
さ

と
再

発
見

！
パ

ー
ト
Ⅰ

（
２

０
）

〇
学

習
の

見
通

し
を

も
と

う

〇
課

題
を

決
め

て
，

研
修

計
画

を
立

て
よ

う

・
宮

城
県

（
仙

台
市

・
松

島
町

）
の

自
然

や
文

化
，

歴
史

に

学
ぼ

う

（
復

興
の

様
子

，
ま

ち
の

発
展

の
様

子
）

〇
宮

城
県

（
仙

台
市

・
松

島
町

）
で

調
べ

学
習

を
し

よ
う

〇
調

べ
た

こ
と

を
ま

と
め

よ
う

◆
ふ

る
さ

と
再

発
見

！
パ

ー
ト
Ⅱ

（
３

５
）

〇
ふ

る
さ

と
（
田

沢
，

生
保

内
）
）
を

様
々

な
視

点
で

見
直

し
，

さ
ら

に
発

展
さ

せ
て

い
く
た

め
に

ど
の

よ
う

な
活

動
を

し
て

い
く
か

考
え

よ
う

（
何

を
誰

に
ど

の
よ

う
に

ど
う

や
っ

て
）

・
農

業
，

林
業

（
食

，
お

み
や

げ
な

ど
）

・
観

光
資

源
（
田

沢
湖

，
駒

ヶ
岳

，
ス

キ
ー

場
，

温
泉

な
ど

）

・
地

域
の

人
々

（
協

力
体

制
な

ど
）

・
海

外
の

人
々

（
モ

ー
グ

ル
大

会
な

ど
）

〇
活

動
の

計
画

を
立

て
よ

う
○

ト
ラ

イ
・
ザ

夏
休

み
で

調
べ

よ
う

〇
実

践
し

よ
う

〇
成

果
と

課
題

を
ま

と
め

よ
う
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平成３０年度 総合的な学習の時間 全体計画
【学校教育目標】 【研究主題】

夢に向かって やさしく！ かしこく！ たくましく！ 自ら課題をもち，進んで学ぼうとする子どもの育成
～関わり合いながら，学びを深めていく指導を通して～

【目指す子ども像】
・思いやりの心をもち，仲間と力を合わせて生活する子ども 【目指す子どもの姿】
・めあてをもち，課題や問題の解決に進んで取り組む子ども 他と関わり合いながら，めあてをもち，思いや考えを伝え合い，
・困難に立ち向かい克服しようとする，たくましい心と体をもつ子ども 学びを深めていく子ども

【育みたい資質・能力】 【指導上の工夫の視点】
・思いやりの心をもって人と接する力，仲間と協力し合い，自分の役割を自覚してよりよい集団 ①めあてを引き出し，意識させる。
を築く力 ②「伝える力」を育てる。

・課題を見出す力，自分の考えを言葉で表現する力，仲間と協力しながら課題を解決を目指す力 ③思考ツールなどを活用して「考える力」を育てる。
・より高い目標をもち，困難があってもくじけずに努力して物事をやり抜く力 ④「学びを深めて，生かそう」とする意欲を高める。

【目標】 （テーマ）「ふるさとのよさがわかり，ふるさとが大好きな子ども」

探究的な見方・考え方を働かせ，地域の「ひと・もの・こと」に関する横断的・総合的な学習を行うことを通して，主体的・協働的に課題を解決し，自己の生き
方を考えていくための資質・能力を以下のとおり育成することを目指す。
(1)地域の「ひと・もの・こと」に関する探究的な学習の過程において，課題の解決に必要な知識及び技能を身に付けるとともに，豊かな自然や観光資源に恵まれた
地域の特徴やよさが分かり，それらに対する様々な人々の思いや願いとともに，努力や工夫によって支えられていることに気付く。

(2)地域の「ひと・もの・こと」の中から課題を見付け，その解決に向けて予想を立てたり，情報を集めたりして，それらを整理・分析する力を身に付けるとともに，
相手や目的に応じてまとめ・表現する力を身に付ける。

(3)地域の「ひと・もの・こと」との関わりを通して，探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに，互いの思いや願いを生かしながら，ふるさと仙北市に対
する誇りと愛情を高め，積極的に社会に参画しようとする態度を育てる。

【内容】目標を実現するにふさわしい探究課題と探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力

【重点】 ふるさと学習を中核に位置付け，４年間を見通したふるさとに関わる課題を学習する。

３年 ４年 ５年 ６年

探 すてき 発見 田沢湖 ふるさとの よさを ＰＲしよう 美しいふるさとを 未来へ ふるさとを見つめ直し
究 ○生保内地区の施設や自然，観光資源 ○仙北市全体の施設や自然，観光資源 ○身近な自然環境とそこに起きている 未来について考えよう
課 ○生保内地区の伝統や文化を守る人々 ○地域の発展や観光に関わる人々 環境問題 ○地域の現状とそこに暮らす人々の思い
題 や努力

生保内地区についての理解を深め， 市全体についての理解を深め，発信 ・地域の自然環境に触れ，そこで起き ○自分と地域社会との関わり
ふるさとのよさを知る。 を通して，ふるさと仙北市のよさを知 ている環境問題を知り，生活や環境

る。 を守るための人々の努力や自分の生 ・地域・社会の人の思いに気付き，自分
き方を考える。 の将来や生き方を考える。

探 知 ・地域のよさや特徴に気付き，よさ ・他の地域との比較等を通して，仙北 ・地域の自然や環境の現状に気付き， ・地域が抱える諸問題に気付き，解決に
究 識 や特徴を支えている様々な人々の 市全体のよさや特徴に気付き，それ 自然や環境を守る人々の様々な努力 向けて取り組む人々の努力や工夫，願
課 及 努力や工夫，願いが分かる。 らを支えている様々な人々の努力や や工夫，願いが分かる。 いが分かる。
題 び 工夫，願いが分かる。
の 技
解 能 ・情報を比較・分類するなど，探究の課題に応じた技能を身に付ける。 ・情報を整理し，関連付けたり，多面的に考察したりするなど，探究の課題に応
決 じた技能を身に付ける。
を
通
し 【生活科】活動や体験の過程において，自分自身，身近な人々，社会及び 【中学校】学習素材と出会ったときの気付きや，これまでの知識や体験を整理
て 自然の特徴やよさ，それらの関わり等に気付くとともに，生活上必要な習 したり，解決に向けて見通しを立てたりする力を身に付けるようにする。
育 慣や技能を身に付けるようにする。
成
を
目 思 【課題の設定】 【課題の設定】
指 考 ・生活や体験を通して気付いたことや疑問に思ったことを基に，調べてみた ・自分の興味や関心を基に，生活や体験を通して得られた気付きや疑問を対比し
す 力 いことを見出し，課題を設定する。 たり選択したりしながら，課題を設定する。
・ ・課題解決の方法を考え，学習計画を立てる。 ・方法や手順を考えるなど課題解決の見通しをもち，学習計画を立てる。

具 判 【情報の収集】 【情報の収集】
体 断 ・対象や目的に合わせて進んで情報を収集したり，蓄積したりする。 ・対象や目的に合わせて調べる方法を選択し，情報を収集したり，蓄積したりす
的 力 【整理・分析】 る。
な ・ ・集めた情報を比較したり，分類したりするなどの整理を通して，特徴を見 【整理・分析】
資 表 付ける。 ・集めた情報を整理し，関連付けたり，多面的に考察したりするなど分析を通して，
質 現 【まとめ・表現】 特徴を見付けている。
・ 力 ・分かったことや学んだこと，自分の思いや考えを，相手や目的に応じて， 【まとめ・表現】
能 等 分かりやすくまとめたり，伝えたりする ・分かったや学んだこと，自分の思いや考えを，相手や目的に応じて効果的に表
力 現する方法を選び，分かりやすくまとめたり，伝えたりする。

【生活科】身近な人々，社会及び自然を自分との関わりで捉え，自分自 【中学校】計画に沿って観察や情報の収集・選択をしたり，意見交換等を行っ
身や自分の生活について考え，表現することができるようにする。 たりするなど，課題解決に向かうことができるようにする。

学 【主体性】 【主体性】
び ・課題解決に向けて，体験や活動対象に素直に関わるなど意欲的に取り組む。・課題解決に向けて，体験や活動対象に主体的に関わるなど意欲的に取り組む。
に 【協働性】 【協働性】
向 ・相手の立場や気持ちを考えながら，他者と協力して課題を解決する。 ・異なる意見や他者を受け入れながら，他者と協力して課題を解決する。
か 【自己理解】 【自己理解】
う ・自分や友達のよさに気付き，自分のものの見方や考え方に気付く ・自分や友達のよさや違いに気付き，自分のものの見方や考え方を深める。
力 【他者理解】 【他者理解】
・自分と異なる意見や考えがあることに気付き，相手の立場を理解する。 ・自分と異なる意見や考えを大切にするなど，相手の立場を理解する。，

人 【社会参画】 【社会参画】
間 ・自分と地域とのつながりに気付き，地域のよさを大切にしようとする。 ・自分と地域の関わりを基に地域の問題を解決するなど，地域に対する誇りをもつ。
性 【将来展望】 【将来展望】
等 ・自己の生き方を考え，夢や希望をもとうとする。 ・自己の生き方を見つめ直し，夢や希望をもつ。

【生活科】身近な人々，社会及び自然に自ら働きかけ，意欲や自信をもっ 【中学校】まとめたことを相手に対して分かりやすい方法で説明したり，成果
て学んだり生活を豊かにしたりしようとする態度を養う。 を自分の生活や社会をよりよくするために活用しようとする態度を養う。

【学習活動】 【指導体制】 【各教科等との関連】
・学年で地域の「ひと・もの・こと」を題材にした ・生活科とのつながりを踏まえ，指導の系統性・継続性 ・教科等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能
探究課題を設定し，展開に応じて学習形態を考え を図る。 力を育む。
る。 ・全教職員による指導，外部団体との支援体制づくりと ・各教科等で身に付けた資質・能力を総合に関連付

・地域の実態を基に，児童の思いや願いをはじめ， その連絡調整に努める。 けた指導の充実を図る。
教師の思いも生かし，児童が追究したい気持ちを ・ふるさとについて学ぶために地域の題材・人材を効果
継続できるテーマで進める。 的に活用する。

【指導方法】 【学習評価】 【地域等との連携】
・児童の課題意識を継続，さらに発展させるための ・ポートフォリオを活用した評価の充実を図る。 ・クニマス未来館 ・秋田駒ヶ岳防災ステーション
支援とその工夫を行う。 ・個人内評価を重視し，指導と評価の一体化に努める。 ・玉川ダム ・田沢湖高原温泉郷 ・乳頭温泉郷

・他者と協働して問題を解決しようとする学習活動 ・学年末における単元の指導計画を振り返り，次年度の ・国土交通省東北整備局湯沢河川国道事務所
を充実する。 計画につなげる。 ・仙北市役所 ・田沢湖観光協会 ・仙北市商工会

・言語により分析し，まとめたり表現したりするな ・だしのこ園 ・中学校 ・生小応援団
どの学習活動を重視する。＊思考ツール等の活用
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平成３０年度 「生活科・総合的な学習の時間」学習関連系統表 生保内小学校

【学校教育目標】
夢に向かって やさしく！ かしこく！ たくましく！

【研究主題】
自ら課題をもち，進んで学ぼうとする子どもの育成

～関わり合いながら，学びを深めていく指導を通して～

【めざす子どもの姿】
・思いやりの心をもち，仲間と力を合わせて生活する子ども
・めあてをもち，課題や問題の解決に進んで取り組む子ども
・困難に立ち向かい克服しようとする，たくましい心と体をもつ子ども

【生活科の研究主題】 【総合的な学習の時間の目標】
思いや願いをもって「ひと・もの・こと」と関わり， 「ふるさとのよさがわかり，ふるさとが大好きな子ども」

気付きの質を高め表現する子どもの育成 探究的な見方・考え方を働かせ，地域の「ひと・もの・こと」に関する
～地域とつながる生活科の授業を通して～ 横断的・総合的な学習を行うことを通して，主体的・協働的に課題を解決

し，自己の生き方を考えていくための資質・能力を以下のとおり育成する
【研究の重点】 ことを目指す。

【「気付きの質を高める単元構想と授業づくり」 (1)地域の「ひと・もの・こと」に関する探究的な学習の過程において，
の視点から】 課題の解決に必要な知識及び技能を身に付けるとともに，豊かな自然

①体験と表現を繰り返す学習過程による気付きの質を や観光資源に恵まれた地域の特徴やよさが分かり，それらに対する様
高める日々の授業改善 々な人々の思いや願いとともに，努力や工夫によって支えられている

②生活科を中心とした合科的・関連的な指導等を通し ことに気付く。
たスタートカリキュラムの構想と実施 (2)地域の「ひと・もの・こと」の中から課題を見付け，その解決に向け

③中学年との接続を意識した２年間の学習活動の在り て予想を立てたり，情報を集めたりして，それらを整理・分析する力
方 を身に付けるとともに，相手や目的に応じてまとめ・表現する力を身

④思考力と表現力を育成するための学習活動の充実 に付ける。
(3)地域の「ひと・もの・こと」との関わりを通して，探究的な学習に主

【「単元構想と授業づくりを支える 体的・協働的に取り組むとともに，互いの思いや願いを生かしながら，
カリキュラム・マネジメント」の視点から】 ふるさと仙北市に対する誇りと愛情を高め，積極的に社会に参画しよ

①全体計画及び年間指導計画等の見直し うとする態度を育てる。
②地域の学習材の開発と活用，子どもの学習活動を支
える組織（「生小応援団」）との連携 【指導の重点】

③認定こども園（「だしのこ園」）との連携 ふるさと学習を中核に位置付け，４年間を見通したふるさとに関わる課
④単元構想時の工夫 題を学習する。

【生保内中学校・総合的な学習の時間の目標】
活動の中から課題を見い出し，解決に向けて主体的に行動し，学んだことを工夫して表現できる生徒の育成

【指導の重点】
・ 体験を通して課題を見つけ解決する学習
・ 「発見」→「探究」→「自立」という流れを意識した学習
・ 学んだことを工夫して発表，表現する学習学年の発達段階を考慮し，学年単位の学習活動を展開する。

【主な学習内容（テーマ）】
（中学校「総合的な学習の時間」）

中学校 発見 探究 ①東京への修学旅行を通して，他県や他地域への見聞を広げ，ふるさとを見つめ直す。
３年 自立 ②「高校体験入学」を通して，自分の進路を見つめ，将来の生き方を考える。

中学校 発見 探究 ①県庁所在地を訪問し，私たちの住む地域とのつながりを学ぶ。
２年 ②「キャリア体験学習」や「上級学校訪問」を通して，働くことについて学ぶ。

中学校 発見 ①登山や植物観察等を通して，郷土の自然にふれ，郷土のよさを知り，郷土から学ぶ。
１年 ②「身近な職業調べ」を通して，職業について学ぶ。

（小学校「総合的な学習の時間」）

６年 ふるさとを見つめ直し 未来について考えよう
「ふるさと 再発見」「自分 再発見」

５年 美しいふるさとを 未来へ
「美しいふるさとを未来へ パートⅠ」・「美しいふるさとを未来へ パートⅡ」
「お米探検隊」「秋田の自然と触れ合おう」・「これからのふるさとについて考えよう」

４年 ふるさとの よさを PRしよう
「発信しよう！ふるさとのよいところ」・「１/２成人式をしよう」

３年 すてき 発見 田沢湖
「すてき発見，田沢湖！パートⅠ」・「すてき発見，田沢湖！パートⅡ」

（小学校「生活科」） ＊総合的な学習の時間の内容につながるものを抜粋

２年 「どきどきわくわくまちたんけん（まちたんけんをしよう）」
「みんなでつかうまちのしせつ（電車にのってでかけよう）」
「もっとなかよしまちたんけん～おぼない大すき～（もういちどたんけんに行こう）」

１年 「がっこうだいすき（こうていを たんけんしよう）」「なつだ あそぼう（おぼないこうえんであそぼう）」
「たのしいあきいっぱい（こうえんであきをさがそう）」

＊（だしのこ園） ＊保育課程・教育課程より関係のあるものを抜粋

年長児 身近な環境に進んでかかわり，季節や生活の変化に気付くとともにそれらを生活に取り入れようとする。
・様々な事象にふれ，自分の生活の関連を考えたり，遊びを工夫したりする。
・疑問にもったこと，発見したことについて調べる。
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スタートカリキュラム全体計画
仙北市立生保内小学校

１．ねらい

（子ども）
①安心して学校生活を過ごすことができるようにすること（生活する力）
②意欲的に学習に取り組むことができるようにすること （学ぶ力）

③進んで他者と関わることができるようにすること （関わる力）

（教職員）
○すべての教職員が子どもたちと関わりをもつために，
学校全体として取り組むこと （学校全体で子どもを見守る力）

２．育てたい子どもの姿

①自分らしさを出し，元気にのびのびと過ごす子ども
②進んで，楽しく学習できる子ども
③友達の気持ちを考え，みんなと楽しく過ごすことができる子ども

３．カリキュラム編制の基本方針
①一人一人の子どもの姿を大切にする。

だしのこ園を中心とした園との情報交換を行い，幼児期の学び
と育ちの様子，指導の在り方などを生かして，一人一人の子ども
の姿を大切にして進めていく。

②子どもの発達の特性を基に，時間割や学習内容を工夫する。
入学期の学びの特徴を踏まえ，２０分や１５分程度のモジュールで時間割

を構成したり，活動性のある学習活動を行ったりするように工夫する。

③生活科を中心とした合科的・関連的な指導の充実を目指す。
自分との関わりを通して総合的に学ぶ子どもの発達の特性を踏まえ，生活

科を中心とした合科的・関連的な指導の充実を図る。

④安心して進んで学びを広げる環境を整える。
子どもが安心感をもち，自分の力で学校生活を送ることができるように学

習環境を整える。

参考資料）平成27年１月 文部科学省国立教育政策研究所教育課程センター発行 「スタートカリキュラム スタートブック」

☆スタートカリキュラムとは…
小学校へ入学した子どもが幼稚園・保育所・認定こども園などの遊びや生活

を通した学びと育ちを基礎として，主体的に自己を発揮し，新しい学校生活を
創り出していくためのカリキュラムである。
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お
う

１
か
ら
１
０

ま
で
の
か
ず

な
ん

ば
ん
め

く
ら
べ
て
み
よ
う

こ
う
か

ダ
ン
ス
の
お
ん
が
く
を
き
こ
う

て
あ
そ
び
・
は
る
の
う
た

い
ろ
を
ぬ
ろ
う

は
さ
み
を

つ
か
お
う

す
き
な
こ
と
な
あ
に

な
ら
び
か
た

ダ
ン
ス

ラ
ジ
オ
体
操

か
け
っ
こ

８
０
ｍ
走

ダ
ン
ス

み
ん
な
の
こ
う
え
ん

た
の
し
い
が
っ
こ
う

が
っ
こ
う

だ
い
す
き

は
じ
め
ま
し
て
（
１
週
）

た
ん
け
ん
し
よ
う
（
２
週
）

な
か
よ
し
に
な
ろ
う
（
３
週
）

ひ
と
り
で
で
き
る
よ
（
４
・
５
週
）

じ
こ

し
ょ
う
か
い

お
兄
さ
ん
・
お

姉
さ
ん
と
な
か

よ
く
な
ろ
う

め
い
し
を

つ
く
ろ
う

が
っ
こ
う
を
あ

ん
な
い
し
て

も
ら
お
う

こ
う
て
い
で

あ
そ
ぼ
う

せ
ん
せ
い
と

な
か
よ
く

な
ろ
う

が
っ
こ
う
の

ち
か
く
を
た
ん

け
ん
し
よ
う
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第 1 週

日 9 日 （月） 10 日 （火） 11 日 （水） 12 日 （木） 13 日 （金）

学活 学活 学活 学活 身体計測 学活 学活

学活 国語 学活 体育

国語 図工

 ○一週目に身につけたいことは，毎日繰り返して行い，習慣化を図る。
○しばらくは，休み時間に行ってよい範囲を教室付近にする。
○地区子ども会は，地区名カードを準備して，地区長さんが来たとき，お迎えをスムーズにする。
○避難経路を一緒に歩きながら確認をする。
○給食については，分かりやすく園での経験を確認したことを生かして，準備をさせる。（ただし，火傷には十分に留意する。）
＊一人一人の下校方法をしっかり確かめ，下校先を間違えないように注意する。
＊休み時間も，なるべく複数の目で児童の安全を見守ったり，声かけをしたりする。
＊休み時間も複数の目（支援員の先生を入れて）で児童の安全を見守ったり，声かけをしたりする。
＊子どもたちのよいところ，がんばっているところを連絡帳等で家庭へ知らせ，お家の方々の不安感も減らす。
☆下校指導を7年部へ早めに依頼（出張等をよくみて）
☆給食開始の準備（給食台・バケツ・ごみ袋・配膳図・当番表など）
☆ＰＴＡ学年懇談会資料
＊園からの情報を思い出しながら（確認しながら），児童の不安感をくみ取り，その日のうちに解決できるようにする。

校歌
うたでなかよし

11:50 11:45 11:45 11:45 14:55

＊３時間目を少し
早く切り上げ
帰りのしたく

給食の準備のしかた
楽しい食事

後片付けのしかた

式のふりかえり
保護者へのあいさつ
明日からのやくそく

自己紹介をしよう！
①名前 ②好きな○○

③あいさつ

学校たんけんを
してみよう！

＊玄関先で
交通安全協会から
お守り等をいただき，

下校の予定

＊３時間目を少し
早く切り上げ
帰りのしたく

＊３時間目を少し
早く切り上げ
帰りのしたく

入学式

並び方
身長・体重・視力
＊聴力は後日

おでむかえ
返事の仕方
式のせつめい

あさ

靴だな
傘立て
の
使い方

お絵かき

トイレや
水飲み場
の
使い方

着替え
＊次時の身体
計測に合わせ

て

あさ

並び方

色を
ぬろう

なんていおうかな
（職員室・特別教室への入

り方も含めて）

校歌
じゃんけん列車

鉛筆の持ち方
運筆練習

掃除の仕方
＊雑巾の絞り方
＊床の拭き方

廊下の
歩き方

避難訓練に
ついて

算数

＊机の下に身を隠す。
＊避難口を確かめる。

など

１から１０
までの数

地区子ども会

学活

縦割り掃除開始
音楽

【 ○環境の構成 ＊支援（留意点） ☆準備等 】

ね
ら
い

行
事

朝

1

2

長休み

3

4

給食
昼休み
そうじ

5

下校

学活 生活 生活 学活 国語

平成30年度 スタートカリキュラム 週案 （計画段階）
生活科 生活科の指導に関連するもの

学活 ＊９時～ 音楽 国語

【テーマ】「がっこうだいすき～はじめまして～」
小学校生活のだいたいの様子を知り，不安を解消しながら楽しく学校生活ができるようにする。

入学式
＊職員会議

下校指導
＊委員会活動（発足）

身体計測
下校指導

避難訓練（初期対応）
下校指導

＊内科検診（４～６年）

１年生給食開始
縦割り清掃開始
地区子ども会

チャイムに合った
行動の仕方の確認

体育 身体計測 避難訓練

朝の会の
進め方

＊健康観察の
答え方
など

身体計測に
ついて

身長・体
重・視力

・登校したら，ランドセルの中の物を出し，ロッカーへランドセルを入れる。トイレ・水のみ・読み聞かせ・お絵かきなど
・朝のあいさつ・朝の歌（校歌）・健康観察・1日の予定の確認

☆スタートカリキュラム実施期間中は…
○個人差が大きいことに配慮し，1時間（４５分間）を通して行わず，さまざまな学習活動を組み合わせて行う。
○時間的な余裕をもち，子どもをせかしたり，慌てさせたりしないように，時間的ゆとりをもって，準備のための時間や終了時刻を設定する。（特に学校行事等）

☆トイレは，園ではすべて「洋式」だった。☆着替えは，座ったままならできる。

☆ぞうきんの絞り方は「ややでき
る」…ただし，バケツの中では
やっていない。

☆玄関でのくつのはき方につ
いては確認する必要がある。

☆テーマ学習 「がっこうだいすき～はじめまして～」 （生活科をメインに 国語・算数・図工・音楽･体育・道徳・学活との合科）
□生活～自己紹介しよう・ひまわりロードを歩いてみよう □音楽～校歌を歌おう・じゃんけん列車・うたでなかよし
□国語～「あさ」「なんていおうかな」 □算数～１～10までの数 □学活～廊下の歩き方・靴棚の使い方等

☆食事の時間は個人差が大きいの
で最初は多めに時間を設定。（好
き嫌いの指導も含めて）

＊園小の情報交換会を

基に，参考に気になる

ことを記載。

☆鉛筆の持ち方については，
一斉には指導していない。
持ち方はバラバラといっても
よい。

☆園では，食べ終わるまで時間を要してい
た。中には，嫌いな食べ物を前にして，
黙ったまま過ごす子どももいる。。早く食
べ終わった子どもはそうじをしている。
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第 1 週

日 9 日 （月） 10 日 （火） 11 日 （水） 12 日 （木） 13 日 （金）

学活 図工 学活 学活 学活 身体計測 学活 学活

学活 国語 学活 体育

国語 図工

 ○一週目に身につけたいことは，毎日繰り返して行い，習慣化を図る。
○しばらくは，休み時間に行ってよい範囲を教室付近にする。
○地区子ども会は，地区名カードを準備して，地区長さんが来たとき，お迎えをスムーズにする。
○避難経路を一緒に歩きながら確認をする。
○給食については，分かりやすく園での経験を確認したことを生かして，準備をさせる。（ただし，火傷には十分に留意する。）
＊一人一人の下校方法をしっかり確かめ，下校先を間違えないように注意する。
＊休み時間も，なるべく複数の目で児童の安全を見守ったり，声かけをしたりする。
＊休み時間も複数の目（支援員の先生を入れて）で児童の安全を見守ったり，声かけをしたりする。
＊子どもたちのよいところ，がんばっているところを連絡帳等で家庭へ知らせ，お家の方々の不安感も減らす。
☆下校指導を7年部へ早めに依頼（出張等をよくみて）
☆給食開始の準備（給食台・バケツ・ごみ袋・配膳図・当番表など）
☆ＰＴＡ学年懇談会資料
＊園からの情報を思い出しながら（確認しながら），児童の不安感をくみ取り，その日のうちに解決できるようにする。

11:50 11:45 11:45 11:45 14:55

校歌
うたでなかよし

食事の時間は個人差が大きいの
で最初は多めに時間を設定。
（好き嫌いの指導も含めて）

＊玄関先で
交通安全協会から

お守り等をいただき，
下校。

【テーマ】「がっこうだいすき～はじめまして～」
小学校生活のだいたいの様子を知り，不安を解消しながら楽しく学校生活ができるようにする。

入学式
＊職員会議

下校指導
＊委員会活動（発足）

身体計測
下校指導

避難訓練（初期対応）
下校指導

＊内科検診（４～６年）

１年生給食開始
縦割り清掃開始
地区子ども会

＊3時間目を少し
早く切り上げ
帰りのしたく

＊3時間目を少し
早く切り上げ
帰りのしたく

＊3時間目を少し
早く切り上げ
帰りのしたく

給食の準備のしかた
楽しい食事

後片付けのしかた

地区子ども会

掃除の仕方
＊雑巾の絞り方
＊床の拭き方

なんていおうかな
（職員室・特別教室へ
の入り方も含めて）

校歌
じゃんけん列車
＊音楽室で

式のふりかえり
保護者へのあいさつ
明日からのやくそく

自己紹介をしよう！
①名前 ②好きな○○

③あいさつ

学校たんけん
「ひまわりロードを
歩いてみよう！」

並び方
身長・体重・視力
＊聴力は後日

＊机の下に身を隠す。
＊避難口を確かめる。

１から１０
までの数

おでむかえ
返事の仕方
式のせつめい

あさ

並び方

色を
ぬろう

鉛筆の持ち方
運筆練習

身体計測に
ついて

あさ

廊下の
歩き方

避難訓練に
ついて

朝の会の
進め方

＊健康観察
の答え方
など

靴だな
傘立て
の

使い方

お絵かき

トイレ
水飲み場
の

使い方

着替え
＊次時の身
体計測に合
わせて

学活

縦割り掃除開始
音楽

【 ○環境の構成 ＊支援（留意点） ☆準備等 】

ね
ら
い

行
事

朝

1

2

長休み

3

4

給食
昼休み
そうじ

5

下校

学活 生活 生活 学活 国語

入学式 体育 身体計測 避難訓練 算数

平成30年度 スタートカリキュラム 週案 ＊実施後
生活科 生活科の指導に関連するもの

学活 ＊９時～ 音楽 国語

チャイムに合った
行動の仕方の確認

・登校したら，ランドセルの中の物を出し，ロッカーへランドセルを入れる。トイレ・水のみ・読み聞かせ・お絵かきなど
・朝のあいさつ・朝の歌（校歌）・健康観察・1日の予定の確認

☆スタートカリキュラム実施期間中は…
○個人差が大きいことに配慮し，1時間（４５分間）を通して行わず，さまざまな学習活動を組み合わせて行う。
○時間的な余裕をもち，子どもをせかしたり，慌てさせたりしないように，時間的ゆとりをもって，準備のための時間や終了時刻を設定する。（特に学校行事等）

☆左の【テーマ】を黒板等に掲示するとよい。

☆トイレは，園ではすべて「洋式」だった。☆着替えは，座ったままならできる。

☆ぞうきんの絞り方は「やや
できる」…ただし，バケツの中
ではやっていなかった。

☆園でもセルフ式でおかずとお
つゆをおぼんにのせて運んでい
て，比較的スムーズにできてい
た。

☆鉛筆の持ち方については，
一斉には指導していない。
持ち方はバラバラといって
もよい。

☆玄関でのくつのはき方に
ついては確認する必要があ
る。

☆テーマ学習 「がっこうだいすき～はじめまして～」 （生活科をメインに 国語・算数・図工・音楽･体育・道徳・学活との合科）
□生活～自己紹介しよう・ひまわりロードを歩いてみよう □音楽～校歌を歌おう・じゃんけん列車・うたでなかよし
□国語～「あさ」「なんていおうかな」 □算数～１～10までの数 □学活～廊下の歩き方・靴棚の使い方等

☆どの子どもも自分で内容を選
び，ほぼはっきり言うことがで
きた。

☆検査全般，落ち着いてスムー
ズに臨んでいた。視力検査では，
戸惑う子どもがいなかった。

☆和式に対し戸惑う子ども
はあまりなし。男子では，
ズボンを下ろさず用を足そ
うとしている姿が見られた。

☆文字（漢字）を書いたり，担
任の似顔絵を描いたりする子ど
ももいた。

☆国語の学習で，広いとこ
ろでみんなで手をつなぎた
いという思いが出された。

☆廊下に掲示された「ひまわ
り」のイラストの違いや数に
気付いている子どももいた。

☆「おはしも」の合い言葉の意
味・その理由も言える子どもがた
くさんいた。園での積み重ねが表
れていた。

☆「校歌」を２番も歌いたいとと
いう子ども。山の名前（駒ヶ岳と
富士山，鳥海山とのちがいなど）
に関心をもつ子ども

☆２日目以降も，自分の下校コースをしっかり覚えていた。

☆園での経験をもとに，部屋の出
入りの仕方はマスターしていた。
＊園では「おじゃまします（しま

☆鉛筆の持ち方と運筆練習が
できる学習シートを用意。色
塗りの仕方・色選びに個性が
見られた。

☆おぼんしきの準備を伝え忘れ
たため，無しで行ったが，セル
フ式できちんと取ることができ
た。
＊牛乳については，ストローの
差し方に戸惑う子どもがいた。

☆汁物を最後にして，各自で取り
に来させた。

☆６年生児童をはじめ，班で温か
く迎えてくれ，一緒に掃除ができ
た。特に拭き掃除はこれまでの経
験を生かしてできていた。

☆ひまわりロードのひまわ
りの数はいくつか考える子
どももいた。

☆園小会議後，バケツ上での
雑巾しぼりに取り組んだ。

☆園では，食べ終わるまで時間を要して
いた。中には，嫌いな食べ物を前にして，
黙ったまま過ごす子どももいる。。早く
食べ終わった子どもはそうじをしている。

＊生活科をはじめ，それ

に関連する子どもの様子

の記録。

＊特に気になる子どもたち

の様子を中心に記録。
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単元構想図の見方



「単元構想図」の見方（生活科）

生保内のまちが大好きになり，すてきな場所や，優しい人がいっぱいの生保内のまちの
一人として，これからも地域の人たちとふれ合いながら，元気に生活しようとする。

単元の学習後の子どもの姿

春の探検では店などに出かけ，たくさんの体験をし，感じた思いをみんなで共有し合う
ことができた。まちのよさを少しずつ感じることもできた。

学習前の子どもの姿

これまでの学習を通しての思いや願い

秋のおさんぽたんけんに出かける（体験）

「まちのすてき発表会」をしよう（表現）

うちの人も楽しそうに，

発表を見てくれた。

じょうずだねって，ほめ

てもらったよ。

友達と協力して準備をたくさんがんば

ってよかった。

準備や後片付けにもたくさ

ん時間がかかるんだ。

お仕事にはちょっとしたこ

つがあるんだね。

○○のおじさんは，今も

おしごとをがんばってい

た。

夏休みも家の人と買い

物に行ったよ。

○○のおじさん，元気

そうだ。

また，○○に行って，

仕事を手伝ってみたい

な。

春は〇〇だったけど，

今はどうなっているの

かな？

見付ける 比べる たとえる
お店のおじさんは元気

な。

さんまやくりなど秋

のものが売られてい

るね。

見付ける 比べる

たとえる 工夫する

探検で見つけたことを伝え合う（表現）

○○くんが言っていたとおり，お店の前は

とてもいいにおいだった。

季節に合わせて店の飾

りを変えているんだ。

見付ける

比べる

たとえる

春の時に行きたかった

○○に行ってみたいな。

○○で○○の作り方を

教えてもらいたいな。

簡単かな思っていたけどど

の仕事も大変なんだなあ。

○○さんが前に行った

ところに行きたい！

まちの人ともう一度ふれ合う（体験）

見付ける 比べる

試す

まちのすてきを伝えよう（表現） 【本時】

○○のお店の人はやっぱ

りすごい。

せっかくだから，１年生や先生たちも招待しようよ。

おぼないのまちには名

人がいっぱいいるんだ。

おぼないの人たちはみん

なやさしいね。

まち探検をふり返る（表現）

生保内にはすごい人が

たくさんいるんだね。

またいつか家族と一緒

に行って買い物したい。

た

か

め

る

ひ

ろ

げ

る

つ

な

げ

る

○○さんに会ったら，

あいさつをしよう。

今度は仕事を手伝って

みたい。

お店のおじさんのよう

な人になりたい。

劇 絵

劇 ぺープサート 絵手紙

絵 文 写真

見付ける

比べる

たとえる

こうえんにはすすきや

コスモスがいっぱいだ

な。

〇〇の近くにあったの

がなくなっている。

前のようにおうちの人

にも紹介したいなあ。

お世話になった人を学

校に呼ぼうよ。
写真ぺープサート

手紙 絵文

表現を通した気付き

表現を通した気付き

次の活動につながる思いや願い

表現を通した気付き

表現を通した気付き

体験を通した気付き

体験を通した気付き

次の活動につながる思いや願い

これからの学習につながる思いや願い

主な活動内容

主な活動内容

主な活動内容

主な活動内容

主な活動内容

主な活動内容

主な活動内容

ポイントとなる思考

ポイントとなる思考

ポイントとなる思考

ポイントとなる思考

主な表現方法

主な表現方法

主な表現方法

主な表現方法

ポイントとなる思考



「単元構想図」の見方（総合的な学習の時間）

田沢湖地区の「すてき」を，自分の
五感でもっとくわしく調べよう。活動名

【情報の収集】グループごとにフィールドワークに

行き，五感を使って課題について調査する。

【整理・分析】調べた情報をもとに，自分たちがいちばん

伝えたいことについて考える。本時

【まとめ・表現】調べたことをオモテナシ３兄弟や

お世話になった方々へ発表する。主な活動内容

【課題の設定】オモテナシ３兄弟との交流を通し，五感を使

って深く追究していきたいテーマを考える。主な活動内容

自分の五感を使って調査活動を行ったことで，田沢湖地区には他の地区にはない「す
てき」が存在していることを実感的に理解し，それを自分の言葉で語ることができて
いる。また，それを支える人々の営みも理解することができている。

単元の学習後の子どもの姿

自分たちのふるさとについて，「すてき」だと思うことや自慢したいことについての
知識はあるが，実感を伴った理解には至っていない。また，それを支える人々の思い
や願いには考えが至っていない。

学習前の子どもの姿

た

か

め

る

ひ

ろ

げ

る

つ

な

げ

る
温泉に実際に入ってみる

と，温泉のよさをもっと

伝えられそうだ。

クニマス未来館に行ってク

ニマスをどう守っているか

実際に見てみよう。

田沢湖にはこんなに「す

てき」があるんだな。

温泉も気持ちいいけど，

そこから見える景色もき

れいで気持ちいいな。

【オリエンテーション】田沢湖地区の「すてき」

の中で深く追究していきたいテーマを考える。

実際に○○に行って調

べてみたい。

クニマスについてもっとく

わしく調べていきたい。

クニマス未来館では，職

員の人達がほこりをもっ

てクニマスを守っている

んだ。

みんなが発見したことを

一言で表すとしたら，「こ

こちよさ」だね。

クニマスやそれに関わる

人達のキーワードは「ほ

こり」かもしれない。

オモテナシ３兄弟にだけ

じゃなく，地域にも伝え

たいな。

自分たちで調べた「すてき」を
発信していこう。

【課題の設定】調べた「すてき」を発信するための方法を考

え，自分たちの手で発信しよう。
主な活動内容

田沢湖駅に掲示しても

らうのはどうかな？

お家の人達にも見てもらえれ

ば，発信したことになりそう

だぞ。

【情報の収集】調べたことを発信するための効果的

な方法について，情報を集める。

【整理・分析】調べた「すてき」を効果的に発信するた

めの方法を考える。

【まとめ・表現】考えた方法で地域に発信する。

だれかに伝えるために

は，まず自分がきちんと

知ることが大切だ。

わたしたちも地域のため

に役に立てた気がする。

主な活動内容

活動を通した気付き

主な活動内容

主な活動内容

活動名

活動を通しての思いや願い

活動を通した
思いや願い

活動を通した
気付き

主な活動内容

主な活動内容

活動を通した気付き

活動に対しての思いや願い

活動を通した気付き

活動に対しての思いや願い

主な活動内容




