
教科書紙面を飛び出し、授業や家庭学習で、さらに学びを広げ、
深めることのできるQRコードコンテンツをご用意しました。
教科書紙面のQRコードから、教材に関連した資料、動画、
朗読などのコンテンツにアクセスすることができます。
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空
か
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線
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　小
さ
な
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
て
、
ラˎ

ジ
コ
ン
の
よ
う
に
自
分
で
動
か
す
こ

と
が
で
き
る
ド
ロ
ー
ン
。

　小こ
ざ

澤わ
り

諒ょ
う

祐す
け

さ
ん
は
、
中
学
三
年
生
の
と
き
に
会
社
を
立
ち
上
げ
、
ド
ロ
ー
ン
を
使
っ
て
え
い

ぞ
う
を
と
る
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

「

み
ん
な
同
じ
だ
っ
た
ら
」で
は
、
君
の
好す

き
な

こ
と
や
、
得と

く
意い

な
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
よ
ね
。

13

自分の
よいところを
のばす

4

小
こざ

澤
わり

諒
ょう

祐
すけ

さん
510

4 年 「30　空からの目線」p.154-157

３年 「2
5　まわ

りを見つ
めて」

QRコードコンテンツの充実 4年
「30  空からの目線」
では、教材に登場する
小澤諒祐さんが撮影した
動画や、本人からの

メッセージが見られるよ。
授業の導入として
活用できるね !

多面的・
多角的に考える

きっかけになるよう、
全国の子どもたちが

見つけた「美しいもの」を
紹介しているよ。

こ
ち
ら
か
ら
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。（
４
年
）

５
年 「
34 　

今
、
自
分
が
い
い
と
思
う
も
の
を

　

  

│
切
子
作
家
・
小
川
郁
子
」

教材で
取り上げた人物の
インタビュー動画や、
第一線で活躍する
声優陣による朗読を、

多数収録 !

31 30

誰
も
が
楽
し
く
、

安
心
し
て

学
べ
る
よ
う
に

光
村
図
書
の

配
慮
・

サ
ポ
ー
ト 

さ
ま
ざ
ま
な
子
ど
も
た
ち
が
い
る
教
室
で
、

誰
も
が
楽
し
く
学
び
を
広
げ
ら
れ
る
。

誰
も
が
安
心
し
て
授
業
に
参
加
で
き
る
。

そ
ん
な
教
科
書
を
目
ざ
し
ま
し
た
。



SDGs

学校で使う日本語

防災

タブレットなどを使うときは感染症対策

33 32

誰もが安心、安全に学校生活を送ることができるよう、
教科を横断して知っておいてほしい情報を、QRコードコンテンツにまとめました。
児童には難しい事柄でも、シンプルな言葉と構成で示しています。

児童一人一人が、自分の特性に合った「教科書」として活用できるよう、
さまざまな機能を搭載しています。

学校生活をサポートするために学習者用デジタル教科書で、できること

英語、
ポルトガル語、中国語、
フィリピノ語、

スペイン語、ベトナム語
を用意しました。

書き込んだり、消したりが簡単に
  紙面への書き込みや、書き込みを消すことが
簡単にできます。気になったところにマーク
を付けて、友達と話し合うこともできます。

機械音声による読み上げ
 紙面の文字を機械音声で読み上げることがで
きます。ハイライト表示されるので、どこを
読んでいるのか、わかりやすくなります。

紙面の背景や、文字色の変更
 紙面の背景色、文字色を、その子が見やすい
色に変更できます。画面の明るさも調整でき
ます。

漢字に振り仮名を表示
 全ての漢字に振り仮名を付けることができま
す。読みの力に不安のある児童も、自信をもっ
て話し合いに参加できます。

ウェブ体験版は、
こちらからご覧いただけます。

＊タブレット端末で読み取ってください。
　スマートフォンでは、機種によって
　ご利用いただけないコンテンツがあります。

こちらから
ご覧いただけます。
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絵

つ
な
げ
よ
う

友
だ
ち
と
の
よ
り
よ
い
関か

ん

係け
い

と
は
、

ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。

 ●
母
と
兄
の
意
見
を
聞
い
た
ひ
ろ
子こ

が
ま
よ
っ
て

し
ま
っ
た
の
は
、
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
。

 

ひ
ろ
子こ

が
、「
や
っ
ぱ
り
知
ら
せ
よ
う
。」と

思
っ
た
の
は
、
ど
ん
な
考
え
か
ら
で
し
ょ
う
。

 ●
友
だ
ち
と
よ
り
よ
い
関か

ん

係け
い

を
き
ず
く
た
め
に

大
切
な
の
は
、
ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

考
え
よ
う
・
話
し
合
お
う

君
が
考
え
た 

「
友
だ
ち
と
の
よ
り
よ
い
関か

ん
係け

い
」に
、

近
づ
い
て
い
け
る
と
い
い
ね
。

国

180ページ 「学びの道具箱」 を見よう
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道み
ち

夫お

と
ぼ
く

 5

友
だ
ち
を
分
け
へ
だ
て
し
て
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ま
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と
は
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な
い
か
な
。
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は
し
の  

う
え
の  

お
お
か
み

27

つ
い

　い
じ
わ
る
を

　し
て

　し
ま
っ
た

　

こ
と
は
、
な
い
か
な
。

47

 ●
こ
の
後
、「
ぼ
く
」は
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
、

ど
ん
な
こ
と
を
話
す
か
、
演え
ん

じ
て
み
ま
し
ょ
う
。

 ●
演え

ん

じ
て
い
る
人
の
表

ひ
ょ
う

情じ
ょ
うや

し
ぐ
さ
を
よ
く
見
、
言
っ
て
い
る
こ
と
を

よ
く
聞
い
て
、
人
物
の
気
持
ち
や
思
い
を
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

 ●
演え
ん

じ
た
人
は
、
演え
ん

じ
て
い
る
と
き
に
感
じ
た
こ
と
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。

正ま
さ

志し

「
ぼ
く
」（
真し

ん

）

演え
ん

じ
て
い
る
人
の
言
葉
か
ら

演え
ん

じ
て
い
る
人
の
表

ひ
ょ
う

情じ
ょ
うや

し
ぐ
さ
か
ら

演え
ん

じ
て
い
る
と
き
に
感
じ
た
こ
と

演
じ
て
考
え
よ
う

友と
も

達だ
ち

が
演え

ん

じ
る
の
を
見
な
が
ら
、
考
え
よ
う
。

▶

しりょう

正ま
さ

志し

が「
■
■
■
■
。」と
言
っ
た
の
は
、

「
ぼ
く
」が「
□
□
□
□
。」と
言
う
の
を
聞
い
て
、

○
○
と
思
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

「
ぼ
く
」の「
□
□
□
□
。」と
い
う
言
葉
に
は
、

○
○
な
思
い
が
こ
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

「
ぼ
く
」は
、
△
△
な
表

ひ
ょ
う

情じ
ょ
うを

し
て
い
ま
し
た
。

○
○
な
気
持
ち
な
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

「
ぼ
く
」に「
□
□
□
□
。」と
言
わ
れ
て
、

○
○
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

 考えるヒント

み
ん
な
、
ぼ
く
ね
―
。

□
□
□
□
。

■
■
■
■
。

133 132
しりょう ▶

メイヴ 絵

親切にすると、 
どんないいことがあるのでしょう。

 ● この町の中にいる、親切な人をさがしてみましょう。 
その人たちは、それぞれどんなことを思って、 
親切な行いをしているのでしょう。

 親切にするときには、 
どんなことを考えればいいでしょう。

考えよう・話し合おう

27

こ
ま
っ
て
い
る
人
が
い
た
ら
、

君き
み
な
ら
ど
う
す
る
か
な
。

親
切
が
い
っ
ぱ
い

SDGs社

あいてを思いやり、
すすんで
親切にする

6

3 年  「5　道夫とぼく」
p.22-25

4 年 「6  絵はがきと切手」
p.30-33

1 年 「 27　はしの　うえの　おおかみ」p.94-99

1・２年では、分かち書きをし、単語や文節の途中で改行しないよ
うにしました。また、全学年を通して、本文には、ユニバーサル
デザインに配慮したオリジナルの書体を使用しています。

登場人物を把握し
やすいよう、発達
の段階や教材の
特性に応じて、挿
絵に登場人物名
を添えました。

小さい文字は、 UDフォ
ントを使用しました。

３～6年でも、てびきは読
みやすさを優先し、文節の
区切りで改行しています。

5年  「演じて考えよう」p.47

3 年 「27 　親切がいっぱい」p.132-133

D：生命や自然
などとの関わり
に関すること

A：自分自身に
関すること

C：集団や社会
との関わりに
関すること

B：人との関わ
りに関すること

教材の特性によって、紙
面に多くの情報が入る場
合は、着目してほしい場
面を焦点化したQRコード
コンテンツを用意しまし
た。より多くの児童がいっ
しょに学べるように配慮し
ています。→p.30-31

特別な支援が必要な児童も、そうでない児童も、みんなが学びやすくなるよう、
段階を追った教材構成としました。→p.8-11
また、教材の内容を把握することに負担を感じないよう、さまざまな配慮をしています。
教科書全体を通して、特別支援教育の専門家である氏間和仁先生（広島大学大学院准教授）、
学習のユニバーサルデザインについての専門家である小貫悟先生（明星大学教授）に
全面的な校閲をお願いしました。

特別支援教育の観点から

47

 ●
こ
の
後
、「
ぼ
く
」は
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
、

ど
ん
な
こ
と
を
話
す
か
、
演え

ん

じ
て
み
ま
し
ょ
う
。

 ●
演え

ん

じ
て
い
る
人
の
表

ひ
ょ
う

情じ
ょ
うや
し
ぐ
さ
を
よ
く
見
、
言
っ
て
い
る
こ
と
を

よ
く
聞
い
て
、
人
物
の
気
持
ち
や
思
い
を
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

 ●
演え

ん

じ
た
人
は
、
演え

ん

じ
て
い
る
と
き
に
感
じ
た
こ
と
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。

正ま
さ

志し

「
ぼ
く
」（
真し

ん

）

演え
ん

じ
て
い
る
人
の
言
葉
か
ら

演え
ん

じ
て
い
る
人
の
表

ひ
ょ
う

情じ
ょ
うや

し
ぐ
さ
か
ら

演え
ん

じ
て
い
る
と
き
に
感
じ
た
こ
と

演
じ
て
考
え
よ
う

友と
も

達だ
ち

が
演え

ん

じ
る
の
を
見
な
が
ら
、
考
え
よ
う
。

▶

しりょう

正ま
さ

志し

が「
■
■
■
■
。」と
言
っ
た
の
は
、

「
ぼ
く
」が「
□
□
□
□
。」と
言
う
の
を
聞
い
て
、

○
○
と
思
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

「
ぼ
く
」の「
□
□
□
□
。」と
い
う
言
葉
に
は
、

○
○
な
思
い
が
こ
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

「
ぼ
く
」は
、
△
△
な
表

ひ
ょ
う

情じ
ょ
うを

し
て
い
ま
し
た
。

○
○
な
気
持
ち
な
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

「
ぼ
く
」に「
□
□
□
□
。」と
言
わ
れ
て
、

○
○
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

 考えるヒント

み
ん
な
、
ぼ
く
ね
―
。

□
□
□
□
。

■
■
■
■
。

色文字を使用しても、振り仮名は黒
とし、見やすさを優先しました。
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色覚特性の観点から
全ページで、色覚特性ごとの色の見え方の検証を実施しています。紙面の色使いだけでなく、
文章上の表現も、色覚特性によって学習に支障を来すことがないように配慮しています。
教科書全体を通して、カラーユニバーサルデザインの専門家である市原恭代先生（工学院大学准教授）に
全面的な校閲をお願いしました。

視点のマークは、色だけでなく、
形でも区別ができます。
それぞれの色覚特性における見え方も、
チェックしています。
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あ
な
た
が
、「
差
別
で
は
な
い
か
。」と
感
じ
る
こ
と
に
、

ど
ん
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こ
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あ
る
か
な
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けい

察
さつ

にたいほされたときのローザ

昨き
の
う日
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、

病
気
を
理
由
に
、

退た
い

職し
ょ
くを

せ
ま
ら
れ
た
人
の

話
が
出
て
い
た
よ
。

　私わ
た
し

た
ち
の
身
の
回
り
に
は
、
い
く
つ
も
の
差
別
の
問
題
が
存そ

ん

在ざ
い

し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
が
経
験
し
た
こ
と
、

見
聞
き
し
た
こ
と
、
学
習
し
た
こ
と
な
ど
を
思
い
出
し
て
、「
差
別
で
は
な
い
か
。」と
感
じ
た
こ
と
を
、

ノ
ー
ト
に
書
き
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
男
の
子
だ
か
ら
、

泣
く
な
。」っ
て
よ
く

言
わ
れ
た
け
れ
ど
、

「
男
の
子
だ
か
ら
」

「
女
の
子
だ
か
ら
」っ
て
、

ど
う
な
の
か
な
。

差
別
の
問
題
に
目
を
向
け
よ
う

へん見を
もたず、正義の
実現に努める
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しりょう ▶
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　あ
な
た
は
、「
子
ど
も
の
権け

ん

利り

条じ
ょ
う
や
く

約
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

　こ
の
条

じ
ょ
う

約や
く

は
、
十
八
さ
い
未
満
の
人
を
「
子
ど
も
」
と
し
、
そ
の
「
子
ど
も
」
が
も
っ
て
い
る
権け

ん

利り

に
つ
い
て

示し
め

し
た
も
の
で
す
。「
命
を
守
ら
れ
成
長
で
き
る
こ
と
」 

「
子
ど
も
に
と
っ
て
最
も
よ
い
こ
と
」 「
意
見
を
表
明

し
参
加
で
き
る
こ
と
」 

「
差
別
の
な
い
こ
と
」
と
い
う
、
四
つ
の
原げ

ん

則そ
く

に
も
と
づ
い
て
お
り
、
前
文
と
、
本
文

五
十
四
条じ

ょ
う

か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。

　こ
こ
で
は
、
次
の
三
つ
の
条

じ
ょ
う

文ぶ
ん

を
し
ょ
う
か
い
し
ま
す
。

　あ
な
た
の
「
子
ど
も
の
権け

ん

利り

」
が
守
ら
れ
る
こ
と
、

ま
た
、 

世
界
中
の
子
ど
も
一ひ

と
り人

一ひ
と
り人

の

「
子
ど
も
の
権け

ん

利り

」
が
守
ら
れ
る
こ
と
は
、

ど
う
し
て
大
切
な
の
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

子
ど
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の
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う
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く
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❼ 高知県  鏡
かがみ

ダム
鏡
かがみ

ダムでは、ダム下流部のこう水
ずい

ひがいの防
ぼう

止
し

を目的として、水の放流量を調節している。
また、生活用水や工業用水を供

きょう

給
きゅう

するだけでな
く、発電などの役

やく

割
わり

もある。

❷ 新潟県   越
えち

後
ご

雪かき道
どう

場
じょう

道場は、大雪をきっかけに、2007年（平
へい

成
せい

19年）1月に
活動が始まった。長

なが

岡
おか

市をきょ点に、スコップの使い
方のほか、かんじきのはき方や命づなの使い方などを
指
し

導
どう

したり、ボランティアと地
ち

域
いき

住民の交流そく進に
取り組んだりしている。

❹ 鳥取県   あんしんトリピーなび
鳥取県に関わる全ての人に安心をとどけるという目的で作
られた、多言語対

たい

応
おう

の防
ぼう

災
さい

アプリ。日本語に加え、英語、中
ちゅう

国
ごく

語、韓
かん

国
こく

語、ロシア語、ベトナム語、フィリピノ語、インド
ネシア語、タイ語に対

たい

応
おう

している。

❻ 広島県   わがまち防
ぼう

災
さい

マップ
地
ち

域
いき

の防
ぼう

災
さい

力向上のため、ハザードマップをもと
に、地

ち

域
いき

独
どく

自
じ

の情
じょう

報
ほう

をのせた「わがまち防
ぼう

災
さい

マッ
プ」が作成されている。主に各区役所の地

ち

域
いき

起こ
し推
すい

進
しん

課窓
まど

口
ぐち

で配
はい

布
ふ

している。

❺ 香川県   水不足対
たい

策
さく

地
ち

域
いき

の気候や地形の特
とく

性
せい

により、たびたび水不足が
起こる。それに対

たい

処
しょ

するため、宝
ほう

山
ざん

湖
こ

（香川用水調
整池・上写真）を設

もう

けたり、ダムの整
せい

備
び

を行ったり、
井戸をほったりと、さまざまな取り組みで水

すい

源
げん

を確
かく

保
ほ

している。

❶ 青森県  防
ぼう

災
さい

教育センター
東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

しんさい当時のつなみのひがいを知ることができ
るパネルを展

てん

示
じ

し、地しんの体験（右写真）や、119番通
つう

報
ほう

のしかた、けむりからのひなんなど、災
さい

害
がい

から自分の身を
守る方法を体験しながら防

ぼう

災
さい

について学ぶことができる。

❸ 山梨県   自主防
ぼう

災
さい

組
そ

織
しき

災
さい

害
がい

が起きたとき、「自分たちの町は自分たちで守る」という
考えで、住民どうし助け合うことができるようにつくられた組

そ

織
しき

。地図に災
さい

害
がい

の予想やひなんのしかたなどを書きこみなが
ら、イメージトレーニングをする取り組みも行っている。

❽ 鹿児島県  克
こく

灰
はい

袋
ぶくろ

日
にち

常
じょう

的に桜
さくら

島
じま

の火
か

山
ざん

灰
ばい

がふる鹿児島市では、火
か

山
ざん

灰
ばい

専
せん

用
よう

の
ごみすて場が設

もう

けられている。また、火
か

山
ざん

灰
ばい

は重いため、じょ
うぶなふくろ（克

こく

灰
はい

袋
ぶくろ

）が配
はい

布
ふ

されている。

❸❹
❻ ❺
❼

❷

❽

❶

付
録

日
本
各
地
で
取
り
組
む「
防ぼ

う

災さ
い

活
動
」

日
本
各
地
で
、
地ち

域い
き

に
根
付
い
た

さ
ま
ざ
ま
な
防ぼ
う

災さ
い

の
取
り
組
み
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

あ
な
た
の
住
む
地ち

域い
き

に
は
、

ど
ん
な
取
り
組
み
が
あ
り
ま
す
か
。

SDGs

▶

しりょう
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❷ 

町
の
祭
り
の
ポ
ス
タ
ー
を
作
っ
て
い
る
と
き

❸
教
室
に
虫
が
入
っ
て
き
た
と
き

し
ん
ち
ゃ
ん

よ
っ
ち
ゃ
ん

の
り
ち
ゃ
ん

た
っ
ち
ゃ
ん

よ
っ
ち
ゃ
ん
は
転
校
生
だ
か
ら
、

ぼ
く
た
ち
の
祭
り
の
楽
し
さ
な
ん
て

分
か
ら
な
い
よ
ね
。

そ
れ
っ
て
、

決
め
つ
け
て
な
い
か
な
。

た
っ
ち
ゃ
ん
、

男
の
子
な
ん
だ
か
ら
、

虫
を
追
い
出
し
て
よ
。

そ
れ
っ
て
、

決
め
つ
け
て
な
い
か
な
。
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考え、

そんちょうする
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旅先で、祖父といっしょに。

1さい10か月。歩き始めたころ。
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6 年「27　私には夢がある」
p.158-163

5 年「コラム　子どもの権利条約」p.146-147

5 年 「付録　日本各地で取り組む『防災活動』」p.190-191

4 年 「18　決めつけてないかな」p.93-95

2 年  学年キャラクター

6年 「24　命のかがやき」p.142-146

1 年 
「22　二わの　ことり」
p.75-79

一人一人の違いを認め、お互いを大切にしながら生きていくことを意識できるよう、
3～6年では、「共生」のユニットを位置付けました。→p.12-13
5・6年では、ハンセン病や人種に関する差別問題、
「世界人権宣言」や「子どもの権利条約」なども扱っています。

人権、多様性を意識して

防災教育の観点から
防災を多面的・多角的に捉えることができるよう、さまざまな内容項目の教材や
付録で、災害や防災の話題を取り上げました。

令
和
二
年
度
版

「
こ
っ
ち
に
　
き
て
、
よ
か
っ
た
ね
。」

「
う
ん
。
や
ま
が
ら
さ
ん
の
　
う
ち
は
、

ご
ち
そ
う
も
　
な
い
し
ね
。」

37 36

教科書の中の表現が
無自覚な差別に
つながらないよう、
教材一つ一つを
見直しました。

各学年のキャラクター、教材の設定、題材、
挿絵においても、多様な人々がいることを
あたりまえと感じられるようにしました。

性別による役割のイメージなどを助長しないよう、
教材の細部にまで配慮しています。

教材

■   3年  
　「33   ありがとうの
　気持ちをこめて」
　p.157-161
■   4年  
　「34   神戸のふっこうは、
　ぼくらの手で」
　p.172-175
■   5年  「13   自分の身は
　自分で守る」
　p.72-75
■   5年  
　「19   おばあちゃんから
　もらった命」
　p.101-105
■   6年  「21   五十五年目の恩返し」
　p.126-130



あらすじ
 物語教材のあらすじを簡単に
確認することができます。3
年以上に収録されています。

挿絵・写真、てびき
 教科書の挿絵・写真・図版、
問いなどのデータを収録。モ
ニターで提示するほか、印
刷することもできます。

朗読音声
 声優による朗読音声を収録
しています。物語教材では、
第一線で活躍している方々
にご協力いただきました。

指導者向け資料

 年間指導計画資料や別葉作成シー
ト、評価業務支援シートをご提供し
ます。評価業務支援シートは、4ス
テップで、通知表文例、指導要録文
例を作成することができます。

出席番号

氏名 成長した姿を
選択

顕著だった教材
を選択

結び（文末）
を選択 出席

番号
氏名 通知表文例 字数 指導要録文例 字数

1 光村太郎 2
15およげないりす
さん

耳を傾け 1 光村太郎

教材の主人公に自分の思いを重ねなが
ら、新しい見方や考え方に気付く姿が見
られました。特に「およげないりすさん」
では、互いの違いを受け入れて仲よくす
ることの大切さについて友達の声に耳を
傾け、考えを広げていました。

104

教材の主人公に自分の思いを重ねなが
ら学習していた。友達と話し合う中で、新
しい見方や考え方に気付き、道徳的価
値について深く考える姿が見られた。

70

2 0 10 27きらきら 深め 2 0

登場人物の心の動きをこれまでの自分
と重ね合わせながら学習に向き合う姿
が見られました。特に「きらきら」では、
身の回りの不思議さや美しさを感じ取る
心を大切にしていこうと考えを深めてい
ました。

93

教材の内容をよく理解し、登場人物の心
の動きをこれまでの自分と重ね合わせ
ながら学習に向き合い、道徳的価値に
ついて考えを深める姿が見られた。

68

3 0 3 25もうすぐお正月 自分と重ね 3 0

自分が感じたことを素直に発言したり、
友達の意見に共感しながら考えることが
できました。特に「もうすぐお正月」では、
家族の一員としてどんな気持ちでいるこ
とが大切かについて自分と重ねながら
深く考えていました。

101

自分が感じたことを素直に発言したり、
友達の意見に共感したりしながら学習
し、多面的・多角的に道徳的価値につい
てとらえ、深く考える姿が見られた。

70

選択肢を見る

学
習

指
導
書
の

ご
案
内

多
様
な

ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
で
、

先
生
方
を

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

授業のねらいや教材の内容を把
握したり、授業展開や板書計画
を考えたり、指導計画の立案や
評価、教材分析などに役立つ 1
冊です。1教材につき、6ページ
で構成しています。展開例のデー
タもご提供いたします。

1 2

【内容項目】Ｂ（９）友情、信頼　【主題名】友だちとは

ねらいとする道徳的価値について

　友情とは、友達の間で、相手の立場を尊重し
て思いやる心である。それは、友達どうしが慰
め合ったり、かばい合ったりするものではなく、
ときには叱咤激励し合いながら互いに人間性を
高めていこうとする心情である。
　友達の存在は、人格の形成においても大きな
役割を果たす。具体的には、同年代の友達どう
しで共にさまざまな活動をすることで、対人関
係における喜びや悲しみを味わったり、友達の
よさを学んだりしながら社会性や道徳性が養わ
れていくことが挙げられる。また、同じ目的や
目標に向かって学び合うことで、自らの資質や
能力を高めていくことも人格の形成につながる。
　友情の本質は切磋琢磨であるといわれている。
切磋琢磨は、本来は、骨、角、石、玉などを切っ
て磨くことであり、学問や技芸を磨き高めるこ
と、さらに、友達どうし、互いに励まし合い競
い合って高め合うことという意味がある。友達
の解釈は多様であるが、学校や職場などで同じ
目的や目標がある同等の相手として交流してい
る人と考えることが一般的である。学校では、
同じ学年で同じ学習目標に向かって学び合う同
年齢の人、つまり同級生は友達といえる。
　友達と互いに理解し、信頼し、助け合おうと
する態度を育てるために、学校生活のさまざま
な場面で、友達どうし、理解し合うことのよさ
を考えさせるようにしたい。

児童の実態について

　この時期の児童の友達関係は、低学年におけ
る同じ幼稚園、保育所の出身、家が近所、保護
者どうしが親密などの理由で形成されていた友
達関係から、同じ志向の者どうしが仲間集団を
つくり、他の集団から一線を画して独自の行動
をしようとする傾向が見られることが多くなる。
　教育活動全体を通じて行う道徳教育において
は、友達どうしで理解し合うことのよさは、３年
生からスタートした社会科や理科などでの、グ
ループ学習において、協働して問題解決をする
中で実感できるようにした。また、学級活動で
は、友達のよいところを発見し合う活動を行っ
た。
　その結果、友達のよさを積極的に見つけよう
とする姿が見られるようになった。いっぽうで、
自分と異なるグループの児童については、無関
心な態度を取ることも散見された。
　こうした実態から、個々の児童が自分自身の
友達に対する考え方を振り返り、友達と理解し
合うことのよさを感じたときの思いを考えられ
るようにしたい。

友だち屋 ●朗読
●あらすじ7

キツネに自我関与して友達との関わりを考えたり、自分自身の友達との関わりを考
えたりすることなどを通して、友達と互いに理解し、信頼し、助け合おうとする態
度を育てる。

ねらい

教科書 P.34-43 指導時期 ６月第１週

教材分析

教材活用について

 教材の概要
　本教材は、キツネが友達を求めている人に、
友達として相手をする「友だち屋」を始める。
クマとは食事を共にして、苦手なイチゴを食べ
る。クマは上機嫌で、友達だからクマと呼べと
いう。次にオオカミに呼び止められ、トランプ
の相手をする。代金を請求すると、本当の友達
から金を取るのかと言われ、キツネはオオカミ
からの友情を感じる。キツネは、オオカミから
の友情の心地よさを感じながら家路につく。
 教材の特質

　内容項目Ｂ「友情、信頼」を中心に、ねらい
とする道徳的価値を「友情」として活用する。
　主人公のキツネとクマとのやり取りからは、
クマの「友だちと食べるイチゴはいちだんとう
まい。」、「…友だちじゃないか。クマでいい。」
といった話からは、友達と共に過ごす喜び、友
達との関わりの喜びが感じられる。
　また、オオカミとのやり取りからは、「おい
キツネ。」、「なんだい、友だち。」、「…友だちか
ら金を取るのか。…」「そうだ、本当の友だちだ。

…」などから、友達関係のよさや温かさ、本当
の友達の大切さなどが感じられる。
　いっぽう、教材の中には、友情が友達に対す
る思いやりに根ざしていることから、内容項目
「親切、思いやり」の「親切」、また、「相互理解、
寛容」の「寛容」などの道徳的価値が含有して
いる。これらの道徳的価値については、「友情」
を多面的に考えさせる際の参考にしたい。
 教材活用のポイント

　本時でもっとも考えさせたいことは、友達と
理解し合うよさを感じたときの思いである。そ
こで、児童をキツネに自我関与させて、「『友だ
ち一時間百円。』と言っていたキツネが、帰る
ときには『何時間でもただ。』と言ったのはど
んな考えからか。」と問い、友情をかけられた
ときの思いを考えさせ、友情について価値理解
を図る。また、ともすると友達関係を表面的に
考えがちな思いを自分事として考えさせるため
に、キツネが友だち屋を始めようとしたときの
思いを考えさせる。さらに、友情をかける側、
かけられる側、双方の思いを多面的に考えさせ
るために、オオカミが「本当の友だちだ」と言っ
たときの気持ちを考えさせてもよい。

「友だち一時間百円。」と言っていたキツネが、帰るときには「何時間でもただ。」
と言ったのはどんな考えからか。

中心的な発問

自分自身の友達に対する考え方を振り返り、友達と理解し合うことのよさを
感じたときの思いを考えさせる。

もっとも考えさせたいこと

発問の意図 発　　問

友達関係のよさ、温かさを求めようとするときの気持ちを考えさせる。

オオカミは、どんな気持ちで「本当の友だちだ」と言ったのか。

表面的な友達関係を考えがちな思いを考えさせる。

キツネは、どうして「友だち屋」をしようと考えたのか。

4 文末の表現を五つの項
目の中から選びます。

指導者用デジタル教科書（教材）
（学習指導書付属 DVD版・クラウド版）
学習者用デジタル教科書の内容に加え、教材理解の時間を短縮するためのツール、
児童の感性を刺激する朗読や、興味・関心を引き出すビジュアル資料など、
多彩なコンテンツやデータを収録しています。
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な
。

研究編p.176
指導時期　1月 2週
学習指導要領との対応

B 親切、思いやり

2727

■
導
入

※ 縮刷紙面上の二次元コードは、使用できません。
教科書の二次元コードをご使用ください。

■ 二次元コードの
内容朗読

▼
木
を
切
っ
て
作
っ
た
丸
太
を
川
に

渡
し
た
も
の
。
挿
絵
で
確
認
。

▼ うさぎが自分の言うとおりにする姿を見て、自分は強いんだぞ、と
威張っている「えへん、へん。」であることを捉えさせる。→発問❷
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▼
わ
く
わ
く
し
て
、
ま
た
や
り
た
く
な
る
気
持
ち
。

▼▼ 

抽
象
的
な
表
現
な
の
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
か
を
想
像
し

抽
象
的
な
表
現
な
の
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
か
を
想
像
し

づ
ら
い
児
童
も
い
る
。「
ゲ
ー
ム
に
勝
っ
た
と
き
の
い
い
気
持
ち
」な
ど
、

づ
ら
い
児
童
も
い
る
。「
ゲ
ー
ム
に
勝
っ
た
と
き
の
い
い
気
持
ち
」な
ど
、

児
童
が
体
感
し
た
こ
と
の
あ
る
こ
と
を
例
に
、
説
明
す
る
と
よ
い
。

児
童
が
体
感
し
た
こ
と
の
あ
る
こ
と
を
例
に
、
説
明
す
る
と
よ
い
。

▼▼ 

な
ぜ
い
じ
わ
る
な
行
為
に
あ
た
る
の
か
を
疑
問
に
思
う
児
童
が
い
る

な
ぜ
い
じ
わ
る
な
行
為
に
あ
た
る
の
か
を
疑
問
に
思
う
児
童
が
い
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
と
き
は
、「
自
分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い

か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
と
き
は
、「
自
分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い

る
か
ら
」
な
ど
、
い
じ
わ
る
と
さ
れ
る
理
由
を
説
明
す
る
。

る
か
ら
」
な
ど
、
い
じ
わ
る
と
さ
れ
る
理
由
を
説
明
す
る
。

導
入

み
ん
な
は
、
つ
い
、
意
地
悪
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　⬇
日
常
生
活
や
学
校
生
活
の
中
で
、
つ
い
、
意
地
悪

を
し
て
し
ま
っ
た
経
験
を
問
い
、
そ
の
と
き
ど
ん

な
気
持
ち
だ
っ
た
か
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
で
、
教

材
中
の
お
お
か
み
の
気
持
ち
を
共
感
的
に
考
え
て

い
け
る
よ
う
に
す
る
。

指
導
の
ヒ
ン
ト

　こ
の
時
期
は
ま
だ
、
発
達
段
階
か
ら
、
自
己
中
心
的

な
考
え
方
を
し
が
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
人
は
、
自
分
よ

り
も
弱
い
存
在
が
あ
る
こ
と
で
優
越
感
を
抱
き
た
い
が

た
め
に
、偏
っ
た
接
し
方
を
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、友
達
な
ど
に
対
し
て
、つ
い
、

意
地
悪
な
言
動
を
し
て
し
ま
っ
た
経
験
の
あ
る
児
童
は

少
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
の
状
況
や
気
持
ち

を
想
起
さ
せ
る
。

　ク
ラ
ス
内
の
人
間
関
係
に
関
わ
る
投
げ
か
け
な
の

で
、
発
表
は
さ
せ
ず
に
想
起
さ
せ
る
だ
け
に
す
る
。

発
問
❶

お
お
か
み
は
、
く
ま
の
後
ろ
姿
を
見
送
り
な
が
ら
、

ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
で
し
ょ
う
。

　⬇
く
ま
の
親
切
に
ふ
れ
た
お
お
か
み
の
気
持
ち
の
変

容
に
気
づ
か
せ
、
深
く
考
え
さ
せ
た
い
。

指
導
の
ヒ
ン
ト

　最
初
は
、
自
分
よ
り
体
の
小
さ
な
、
力
の
弱
い
動
物

た
ち
に
意
地
悪
を
す
る
こ
と
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
お
お

か
み
が
、
く
ま
と
出
会
い
、
く
ま
の
行
い
に
心
が
動
か

さ
れ
た
こ
と
を
押
さ
え
る
。
そ
の
と
き
、お
お
か
み
は
、

こ
れ
ま
で
の
自
分
の
言
動
を
振
り
返
っ
た
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
小
さ
な
動
物
た
ち
に
意
地
悪
を
し
て
い
た
こ
と

を
反
省
す
る
気
持
ち
や
、
親
切
に
さ
れ
る
こ
と
の
心
地

よ
さ
、
自
分
も
思
い
や
り
を
も
っ
て
接
し
よ
う
と
思
う

気
持
ち
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
気
持
ち
が
湧
き
上
が
っ
た

こ
と
が
想
像
で
き
る
。
児
童
か
ら
、
多
面
的
・
多
角
的

な
見
方
か
ら
の
意
見
が
出
る
よ
う
、
お
お
か
み
の
気
持

ち
の
変
化
を
丁
寧
に
考
え
さ
せ
た
い
。

▼
児
童
の
反
応
例

　〈く
ま
に
対
し
て
〉

　・
く
ま
は
、
優
し
い
な
。
心
が
広
い
な
。

　〈自
分
に
対
し
て
〉

　・
俺
は
、
な
ん
て
ひ
ど
い
こ
と
を
し
て
い
た
ん
だ
ろ
　

う
。

　〈自
分
に
対
し
て
〉

　・
自
分
も
、
く
ま
み
た
い
に
、
み
ん
な
に
優
し
く
し

な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
な
。

　〈う
さ
ぎ
や
き
つ
ね
に
対
し
て
〉

　・
意
地
悪
を
し
て
、
ご
め
ん
な
さ
い
。

　〈道
徳
的
価
値
の
面
か
ら
〉

　・
優
し
く
さ
れ
る
と
、こ
ん
な
に
う
れ
し
い
ん
だ
な
。

　〈道
徳
的
価
値
の
面
か
ら
〉

　・
思
い
や
り
の
心
を
も
っ
た
お
お
か
み
に
な
り
た
い

な
。

主題

　しんせつに　すると

ねらい

　うさぎやきつねなどに意
地悪をしていたおおかみ
が、くまに親切にされて心
を入れ替える姿を通して、
相手に親切にすることのよ
さについて考えさせ、相手
のことを思いやり、優しく
接しようとする実践意欲と
態度を育てる。

あらすじ

　おおかみは、１本橋を渡
るとき、自分より小さな動
物に会うと、相手に戻らせ
ていい気分になっていた。
ある日、自分より大きなく
まに出会ったとき、くまは
おおかみを抱き上げて渡ら
せてくれた。その後、おお
かみはどの動物も抱き上げ
て橋を渡し、以前よりいい
気分になったのだった。

　・朗読

　本教材に描かれている、
自分よりも小さな動物たち
に意地悪をするおおかみ
や、そんなおおかみに優し
くするくまの姿は、児童の
実態に近く共感しやすいだ
ろう。
　指導に際しては、「自分
より弱いもの・小さいもの
に対して体力的な優位性を
誇示して優越感に浸ってい
たおおかみが、自分よりも
体力的に優位なくまが、自
分の予想に反して、親切な
行いをしてくれたことに心
を動かされ、改心する」と
いう気持ちの変容について
話し合う中で、親切な行動
のよさを感じ取らせるよう
にする。

指導にあたって

他の教育活動や現代的な
課題等との関わり

・いじめ問題
・図書館活用

研
究
編

  

教科書のてびきに沿ったワーク
シートをご用意しました。その
ままコピーして使うことができま
す。クラスの実態に応じてアレン
ジできるよう、データでもご提供
いたします。

ワ
ー
ク
シ
ー
ト

  

授業を行うのに必要な情報を精
選し、教科書紙面上に掲載しま
した。授業中の手控えとして活
用することができます。特別支
援教育の観点からの留意点な
ど、児童がつまずきそうな箇所
についても解説しています。

朱
書
編

一人一台のタブレット端末
を、道徳の授業でどのよう
に活用できるのか。活用事
例やヒントを掲載していま
す。

デ
ジ
タ
ル

活
用
ガ
イ
ド

39 38

2  12 の「成長した姿」の項目の
中から、特にその児童に当ては
まると思うものを選びます。

1  コピー &ペーストで、名簿デー
タを入力します。

3  成長が顕著に見られた
教材を選びます。

ウェブ体験版は、
こちらからご覧いただけます。

＊タブレット端末で読み取ってください。
　スマートフォンでは、機種によって
　ご利用いただけないコンテンツがあります。
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表
紙
絵　

酒
井 

以   

さ
か
い
・
さ
ね

表
紙
の
言
葉

小
学
生
だ
っ
た
頃
、

夕
立
が
く
る
前
の
匂
い
や

プ
ー
ル
サ
イ
ド
の
ア
リ
、

グ
ラ
ウ
ン
ド
の
透
明
な
砂
粒
、
窓
際
の
席
、

野
花
の
細
か
い
産
毛
を

撫
で
る
の
が
好
き
で
し
た
。

大
人
よ
り
も
た
く
さ
ん
出
会
う

毎
日
の
不
思
議
や
、
揺
れ
る
感
情
を

自
分
の
中
で
大
事
に
で
き
た
ら
、

も
し
他
の
誰
か
に
共
感
し
て
も
ら
え
た
な
ら

も
っ
と
い
い
な
と
思
い
な
が
ら

絵
を
描
き
ま
し
た
。

大
阪
府
在
住

京
都
嵯
峨
芸
術
大
学
短
期
大
学
部
卒
。

児
童
書
の
挿
絵
や
表
紙
な
ど
、
多
数
手
が
け
て
い
る
。
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