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NISE 授業づくりサポートシート（試案版, 教員 A） 

Ⅰ 指導案づくり 

１ 指導体制 

   授業者 教諭 A 

  

２ 前時までの子どもの実態や単元設定の理由など 

（１）前時までの子どもの実態 

（全般的な児童の実態） 

・本学級は、２年生１名（Ａ児）と３年生１名（Ｂ児）の計２名が在籍している。 

・学習では、同じ内容を繰り返し意識して学び、利用することで、比較的身につきやすい。 

・体験的な学習に関心が高く、集中して取り組むことができるため、比較的長く記憶に残る傾向 

がある。 

   ・Ａ児は困ったことがあると、発言が減ったり主体的に動けなくなったりする場面が見られる。	
・Ｂ児は知的障害を伴う自閉スペクトラム症のある児童で、気持ちの切り替えがむずかしかった 
り、集中が続かなかったりする場面が見られる。 

（本単元に関わる児童の実態）  

・両児童とも、ものさしを使って直線を引くことができる。 

 ・前期では、前年度の復習（直接比較、間接比較、任意単位）の上に、普遍単位（Ａ児：ｃｍ、

Ｂ児：km〔きょりと道のり〕）の学習を行った。 

・両児童は、直接比較の場面で、起点を揃えることを覚えていた。 

・Ａ児は、間接比較に関する思考がすぐにはできない場面が見られた。 

・Ｂ児は、１ｍを大きく超える長さや曲面の長さの計測には巻き尺を使うと便利であるという意

味理解と、実際の計測ができていた。 

 

（２）単元設定の理由と本単元において身につけさせたい力 

・本単元では、前期の学習内容の発展的な位置付けとして、身の回りにあるものの長さについ 

て、より細かなｍｍを取り上げ、様々な長さの単位に関する比較や測定、計算問題に取り組 

めるようにしたいと考えた。また、場面に応じた適切な道具を使用して長さを比較したり測 

定したりできるようにすることで、他の学習や生活場面にも活かせるようにしたいと考え 

た。 

 

（３）年間指導計画における位置づけ 

・本学級では、同じ内容を繰り返し学び、利用することで、学習内容が身につきやすくなると 

いう児童の特徴から、下記の学習を前期と後期に分け、年間２回ずつ学習するように設定し 

ている。なお、前期では基礎的な内容を扱い、後期は発展的な内容として位置付けている。 

「じかんとじこく」：４月/１０月、「ながさ」：５月/１１月、「水のかさ」：６月/１２月、「か 

たち」：７月/１月、「重さ」：９月/２月）。週２時間、２人が揃う算数の時間を利用して、一 

緒に学ぶ場面を設定している。 
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★学習指導要領との対応 

 本単元の目標・内容は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の知的障害である児童生徒に対する教育を行う特別

支援学校の各教科の目標・内容から、小学部算数科の以下に関するものに対応している。 

Ｃ 測定 ○３段階 目標  

ア 身の回りにある長さや体積などの量の単位と測定の意味について理解し、量の大きさについての感覚を豊にす 

るとともに、測定することなどについての技能を身に付けるようにする。 

  イ 身の回りにある量の単位に着目し、目的に応じて量を比較したり、量の大小及び相等関係を表現したりする力 

を養う 

  ウ 数量や図形の違いを理解し、算数で学んだことのよさや楽しさを感じながら学習や生活に活用しようとする態 

度を養う。 

Ｃ 測定 ○３段階 内容  

 ア 身の回りのものの量の単位と測定に関わる数学的活動を通して、次の事項を身に付けるよう指導する。 

〔知識及び技能〕 

○ア 長さ、広さ、かさなどの量を直接比べる方法について理解し、比較すること。 

〔思考力, 判断力, 表現力等〕  

○ア 身の回りのものの長さ、広さ及びかさについて、その単位に着目して大小を比較したり、表現したりするこ 

と。  

 

（４）指導全般における基本方針 

  ・活動的な内容を多く取り入れることで、学習内容を身に付きやすくし、主体的に授業に参加で 
きるようにする。 

・Ａ児は、困ったことがあると、発言が減ったり主体的に動けなくなったりする場面が見られる	
が、教師の支援が多すぎると、それに依存して一層消極的になってしまうため、できる限り児	
童自らで支援を求められるように、必要に応じて声をかけるようにする。	

・Ｂ児は、気持ちの切り替えがむずかしかったり、集中が続かなかったりする場面が見られるた 
め、活動の切り替え時に気持ちを整えるような声かけをしたり、身体を動かしながら活動でき 
る内容を取り入れたりする。 

  ・少人数だが、互いに関わりが生まれるような場面を出来る限り設けるようにする。 

 

３ 単元名 

  「ながさ」～はかって進め！宝島～ 

 

４ 単元目標 

  ○身の回りにある文房具や生活用品などを取り上げ、ｍｍやｃｍ、ｍといった長さの単位と測定の

意味について理解し、測定することなどについて、定規や巻尺などを使用する技能を身に付けるよ

うにする。（知識及び技能 ３段階 ア） 

○身の回りにある文房具や生活用品などを取り上げ、ｍｍやｃｍ、ｍといった長さの単位に着目し、

目的に応じて長さを比較したり、長さの長短を表現したりする力を養う。（思考力,判断力,表現力

等 ３段階 イ） 

○長さや単位の違いを理解し、長さで学んだことのよさや楽しさを感じながら生活や他の学習に活
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用しようとする態度を養う。（学びに向かう力,人間性等 Ｃ測定 ３段階 ウ） 

 

５ 単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

○ものの長さについて、

適切な方法で比較・測

定することができてい

る。 

○適切な道具で長さを比較したり、

表現したりすることができてい

る。 

○学んだ知識をもとにし

て、進んでものの長さを

比較・測定しようとして

いる。 

○単位の関係を考えなが

ら計算することができ

ている。 

 

６ 児童の実態と本単元の評価基準 

児

童 
児童の実態 

本単元の評価基準 

知識及び技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

Ａ ・前期の学習では、間接比較の方法を忘れ 

ていたのでやり直した。 

・数値表示のある物指しであれば、cm単 

位の読み取りが可能。 

・計算は、繰り上がり（下がり）のない１ 

桁同士の計算が可能。 

・学習意欲は高いが、つまずくと途端に委 

縮してしまう。 

 

①：複数の場面で自

分の力で長さを比

較、測定、計算する

ことができている。 

②：声かけがあれば

長さを比較・測定・

計算することができ

ている。 

③：教師と共に長さ

を比較、測定、計算

することができてい

る。 

①：自らの判断で適切

な道具を選び、長さを

比較したり表現したり

することができてい

る。 

②：声掛けがあれば適

切な道具を選び、長さ

を比較したり表現した

りすることができてい

る。 

③：教師と共に適切な

道具を選び、長さを比

較したり表現したりす

ることができている。 

①：分からない時は

教師に尋ねながら

学習活動に参加す

ることができてい

る。 

②：声かけがあれば

学習活動に参加す

ることができる。 

③：教師の直接的な

支援があれば学習

活動に参加するこ

とができている。 

Ｂ ・前期の学習では、cm単位やｍ単位での 

読み取りができていた。 

・mm 単位の読み取りは理解できている 

が、細かいものを見ることがあまり得意 

でないため、読み間違いも見られる。 

・前期の学習では、計算に関しては、簡単 

な単位の換算問題にも取り組めていた。 

・学習意欲は、扱う内容やその日の調子に 

よっても大きく異なる。 

 

①：複数の場面で自

分の力で長さを比

較、測定、計算する

ことができている。 

②：声かけがあれば

長さを比較・測定・

計算することができ

ている。 

③：教師と共に長さ

を比較、測定、計算

することができてい

る。 

①：自らの判断で適切

な道具を選び、長さを

比較したり表現したり

することができてい

る。 

②：声掛けがあれば適

切な道具を選び、長さ

を比較したり表現した

りすることができてい

る。 

③：教師と共に適切な

道具を選び、長さを比

較したり表現したりす

ることができている。 

①：最後まで自分

の力で学習活動に

参加し続けること

ができている。 

②：声かけがあれ

ば学習活動に参加

し続けることがで

きている。 

③：教師の直接的

な支援があれば学

習活動に参加し続

けることができて

いる。 

 

７ 教材についてのメモ 

 ・長さの比較、実測問題、単位の換算や計算に関するワークシートを児童の実態に合わせて２種 
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類を準備する。 

・本単元では、より細かなｍｍ単位の学習に際し、実物投影機を使うことで児童の興味・関心を 

喚起していこうと考える。（Ａ児にとっては細かい部分に注視する際の支援、Ｂ児にとっては、 

関心意欲の向上につなげたい） 

・本単元のまとめとなる本時では、ワークシートを使った復習に加え、ゲーム的な要素のある活 

動にすると児童が主体的に活動できると考えた。 

 

８ 単元計画 

 学習内容・学習活動 重点目標の評価規準 評価方法 

１ ○長さの測り方の復習 

・Ａ児：30cm まで、Ｂ児：１mまで 

・問題を出し合う 

・指定された長さを測ることがで

きる（知） 

・測るものに合わせて、適切な定規

を選ぶことができる（思） 

実測観察など 

２ ○ミリメートルの世界を見てみよう 

・mm の学習 

・mm の単位換算（１cm＝10mm を理解する） 

・○cm○mm という長さの線を引い

て読み取ったりできる（知） 

・１cm＝10mm の意味が理解できる

（知） 

実測観察、 

プリントなど 

３ ○単位換算の復習 

・mm 、cm、m の単位換算 

・問題を出し合う。 

・基本的な長さの単位換算を理解

できる（知） 

 

プリントなど 

４ ○長さの計算をしよう 

・Ａ児：mm と cm を使った計算 

Ｂ児：mm、cm、m を使った計算 

・基本的な長さの計算問題を正し

く解くことができる（知） 

プリントなど 

５ 

本

時 

○長さに関する様々な問題を解く 

・これまで学習してきたことを使いなが 

ら、各児童が様々な問題に答えていく。 

・積極的に問題を解き、主体的に 

活動に参加することができる

（主） 

・測るものに合わせて適切な道具 

を選ぶことができる（思） 

実測観察、 

プリントなど 

 

９ 本単元と他教科等との関連 

・いろいろなものの長さについて、定規や巻き尺を使って測定したり、線を引いたりする活動

を、図工の製作活動につなげる。 
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10 本時 

（１）本時の目標 

      ・積極的に問題を解き、主体的に活動に参加することができる（主体的） 

・これまで学んだことを活用し、適切な道具を選び長さを測ることができる（思考・判断・表 

現） 

 

 

（２）単元に関する個々の児童の実態と本時目標 

 本時目標 指導の手立て 

Ａ 

児 

①：主体的に活動に参加し、適切な道具を選んで長 

さを測ることができる。 

②：適切な道具を選んで長さを測ることができる。 

③：教師の直接的な支援があれば適切な道具を選ん 

で長さを測ることができる。 

・自信をもって取り組めるよう、賞賛や励ましの声かけを 

多くする。 

・先回りした声かけが思考の依存を強めてしまうため注意 

する。   

・困った時は本人から声をあげるよう促していく。 

・理解しやすくなるよう、できるだけ実物または代替の教 

材を用意する。 

Ｂ 

児 

①：主体的に活動に参加し、適切な道具を選んで長 

さを測ることができる。 

②：適切な道具を選んで長さを測ることができる。 

③：教師の直接的な支援があれば適切な道具を選ん 

で長さを測ることができる。 

・学習の緩急をつけるため、タイミングを見て次の活動に 

参加しやすいよう声かけをする。 

・集中が切れてくると自分の世界に入り込んでしまうため、 

適宜気分転換できる場面を作る。 

・理解しやすくなるよう、できるだけ実物または代替の教 

材を用意する。 

 

（３）本時（○○月○○日５校時）の展開：時刻の数字は「分間」。あくまでも目安の時間。 

時 刻 学習活動 ○支援と留意点 □評価方法 

【評価規準】 

１０ 

導入 

・日直のあいさつで授業を始める。 
 

○背筋を伸ばし、顔を上げるよう声をか 
け、姿勢を正したらあいさつをする。 

 

・本時の学習内容を知る。 

 

 

・学習のめあてを読む。 
 
 
 
 
 
 
・学習の進め方を知る。 

○本時の学習の進め方がやや複雑なの

で、導入の時間をこれまでの授業よ

り長く取るようにする。 

○「長さ」に関する問題を解いてい

き、最後まで正解すると、宝物を獲

得できる活動であることを説明し、

児童の学習意欲を引き出す。 

○学習のめあてを黒板に掲示する。 

 

 

○学習の進め方を説明する。（※注１） 

 

３０

展開 

・「長さ」に関する問題を各自で解いて

いく。 

・それぞれのスタート位置から学習を

開始する。 

○本単元で児童がこれまで解いてきた 

プリントを黒板に掲示しておき、児 

童が自分で復習しながら進めていけ 

るようにする。 

＊主体的に

活動に参加

できている

か。 

めあて  ①じぶんでかんがえてうごこう。 
②こまったとき、てつだってほしいときはじぶんからこえをかけよう 
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・全て正解したら宝箱の中身を確認する 

○ワークシートは各児童に合わせて難 

易度の違う問題を準備する 

○学習が軌道に乗る第１～２問の間は、 

必要な指示を丁寧に伝えていく。 

○必要に応じて測定するものに応じた 

道具を選ぶよう必要に声をかける。 

○使い終わった道具は、箱の中に戻す 

よう声をかける。 

○各児童が全て正解したところで、宝 

物を渡す。 

＊適切な道

具を選ぶこ

とができて

いるか。 

 

５ ・振り返り 

 

○各児童のがんばりを認め、評価する。 

○学習したことを他の場面でどのよう 

に使えるか問いかける。 

 

・あいさつ ○背筋を伸ばし、顔を上げるよう声をか 
け、姿勢を正したらあいさつをする。 

 

 

  

○問題の内容 

第１問：紙テープを用いた比較 

第２問：方眼紙を用いた比較 

第３問：定規で長さを読み取る 

第４問：定規で長さを測る 

第５問：単位の換算 

第６問：巻尺や定規で長さを読み取る 

第７問：ｍｍ、ｃｍ、ｍを用いた計算 
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黒板 

Ｂ児の

座席 

Ａ児の

座席 

ホワイトボード 

長 

机 

（４）場面設定・教材等   

  ○教室レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで単元中に A児が 

解いたワークシート 

これまで単元中に B児が 

解いたワークシート 

宝箱までの道のりを示したイラスト 

比較や測定の際に児童が使用する道具 

児童が取り組む問題や正誤を知るための

ワークシートが入っている封筒 

黒板の両端（各児童の前）に

は、これまで単元中に児童が

解いてきたワークシートを掲

示し、児童が必要に応じて自

主的に学習を振り返りながら

進められるようにする。 

 

ホワイトボードには封筒を貼り付け、

封筒の中には問題が書かれたワーク

シートや問題の正誤が書かれたワー

クシートを入れておく。 

児童が問題を解く際に使用する道具

を置いておく。 
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【児童の学習の進め方について（B児の例のみ掲示）】※注１ 

①各児童、教師から手渡された第１問目の問題を

解く。（紙テープを用いた２つの長さの比較） 

図：第１問目を解く児童 

②第１問目の正解だと思う答えを、宝島の絵のスタ

ート位置にある３つの選択肢から選ぶ。選んだ方向

へコマを一マス進めた後、島に書かれている番号を

確認する。（例：「Aが長い」を選んだら 34の島） 

 

 

写真：Ｂ児の宝島の絵 

 

 

写真：コマを動かす児童の様子 

③進んだ島に書かれている番号と同じ番号の封筒

を開け、中身を確認する。 

写真：正誤を知るためのワークシート 

④正解の場合は、「よくできました」というメッセ

ージと、次の問題が書かれている❶のワークシート

が入っているので、第２問目に進む。（方眼紙のマ

ス目を用いた３つの長さの比較） 

→不正解の場合は❷の紙が入っているので、もう一

度第１問目を解き直し、改めて正解だと思う答えを

選び、進んだ先の番号の封筒を確認する。 

 

 

後日挿入 

 

 

図：❶第２問目の     図：❷不正解の場合 

ワークシート       ワークシート           

⑤第２問目、第３問目までは同様の流れで学習を

進める。（30ｃｍ定規を用いて線の長さを読み取

る） 

図：第３問目のワークシート 

 

⑥第４問目以降は、正誤の確認を教師が行うた

め、問題を解いたら教師に声をかけ、正誤を判断

してもらう。（１ｃｍ定規を用いて長さを測る） 

図：第４問目のワーク 

シート      写真：長さを測る児童の 

様子 
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⑦ 

第４問目を正解すれば、左右どちらの島に進むか

を自分で選ぶ。その後はこれまで同様、進んだ島に

書かれている番号と、同じ番号の封筒の中に入っ

ているワークシートの問題を解き、正誤を教師の

判断してもらう。（※以下最後まで同様の流れ） 

写真：４問目以降の進み方 

⑧（ｍｍ、ｃｍ、ｍを用いた単位の換算） 

図：第５問目のワークシート 

⑨（巻き尺を用いて周囲の長さを読み取る） 

 

 

図：第６問目のワーク 

シート      

                  

写真：教師に手伝って 

もらう児童の様子 

⑩（ｍｍ、ｃｍ、ｍを用いた計算） 

図：第７問目のワークシート 

⑪ 

第７問目まで問題を解き、最後まで正解できたら、

教師から宝物を受け取る。 

 

 

 

 

  

 

写真：最後まで正解し、宝物を受け取る児童 
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Ⅱ 指導後のふりかえりシート 

１ 本時の学習評価 

 本時の目標／評価基準 学習評価   児童の様子（全て書か

ず、空欄でもよい） 

次時の目標についてのメ

モ（変更の有無など） 

Ａ ①主体的に活動に参加し、適切な 

道具を選んで長さを測ることが 

できる。 

②適切な道具を選んで長さを測る 

ことができる。 

③教師の直接的な支援があれば、 

適切な道具を選んで長さを測る 

ことができる。 

Ａ ・終始笑顔で取り組み、

主体的に活動に参加して

いた。また、測るものに応

じた適切な道具を選び、

長さを測ることができて

いた。 

単位の異なる（cm と mm）

長さの計算で、単位に色

付けをしなくても良いよ

うに定着を図る。 

Ｂ ①主体的に活動に参加し、適切な 

道具を選んで長さを測ることが 

できる。 

②適切な道具を選んで長さを測る 

ことができる。 

③教師の直接的な支援があれば、 

適切な道具を選んで長さを測る 

ことができる。 

Ｂ ・１ｃｍ定規を用いて長

さを測る場面では巻き尺

を用いており、巻き尺を

用いた読み取りにも混乱

が見られた。教師が声を

かけ、めあてを確認する

と、教師に支援を求め、

長さを測ることができて

いた。 

巻き尺の使用場面及び読

み取りについて引き続き

学習が必要である。 

 

２ 本時の評価 

（当初予定していた本時の内容を変更した点） 

・学習の進め方がやや複雑だったので、授業のはじめに進め方をしっかりおさえるために、導入の時間 

を多めに取るように変更した。その結果、児童たちは、自主的に問題を解いていくという授業の大ま 

かな流れを理解して学習を進めることができていた。 

・問題を解く活動以外に時間を要する部分もあったため、当初予定していた問題数を少なくした。 

 

３ 単元の評価 

（１）児童に関する評価 

○Ａ児について 

・長さを測ったり長さを比べたりする活動に慣れ、解ける問題を増やすことができた。単位の異なる（cm

と mm）長さの計算問題では、単位が区別できていない場面が何度か見られたため、区別できるよう単位

に色付けをすると計算ができた。今後は、より長いものの測定や単位の換算に加え、単位の異なる長さ

の計算の定着を図る必要がある。 

・計算が苦手で、長さの計算問題に対して不安があったようだが、第３時以降、家庭で改めて１桁同士

の足し算に取り組んだ結果、授業では指を使ってスムーズに計算できていた。「10＋○」も学校で再度説

明したことを、本時で活かすことができていた。 
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○Ｂ児について 

・長さの比較や単位の換算、計算問題では、正解することが多く、自信を持って学習を進めることがで

きていた。測定では、基本的には、ものの長さや形状に応じて適切な用具を用いて図ることができるが、

１m 定規で測れるものについて、巻き尺を用いるなどの場面も見られた。また、第１時以降、巻き尺の

目盛りの読み方を改めて確認したが、本時でも読み取りに混乱が見られた。（80cm を８m と読む）。巻き

尺の適切な使用場面と目盛りの読み方については、引き続き学習が必要である。 

 

（２）授業に対する評価 

・長さの学習を積み重ねることで、他教科の学習場面で、定規を使って長さを測ることができるように

なった。本単元の学習により、児童たちは、これまで定規は「線を引くもの」という役割についての認

識が強かったが、「長さを測るもの」という認識がされるようになったと感じた。 

・単元当初から本時の大まかな内容について伝えていたこともあり、両児童ともに前日から本時を楽し

みにしており、普段は「算数」と表記するホワイトボードの時間割に「たからじま」と書いていた。本

時では、導入で授業の流れを説明すると、児童たちは「おもしろそう！」と発言し、教室を動き回りな

がら長さを測ったり、問題を解いたりしている間は、終始笑顔で取り組んでいた。特にＡ児は、当初想

定していた以上に、積極的に問題を解いて学習に取り組む場面が見られたため、学習への動機付けや学

習の進め方の工夫が大きく影響することを再認識した。 

・授業の初めにめあてを確認したことで、児童たちはわからない問題があると、自分から「わかりませ

ん」「手伝ってください」と教師に伝えることができ、概ねめあてを達成できていた。 
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NISE 授業づくりサポートシート（試案版, 教員 B） 

Ⅱ 指導後のふりかえりシート 

１ 指導体制  

   授業者 教諭 B 

 

２ 前時までの子ども実態や単元設定の理由など 

① 前時までの子ども実態（本単元に関連する実態について書き出す） 

・本学級は、２年生を除く５学年の児童６名が在籍しており、実態はさまざまである。 

・「書くこと」の学習については、それぞれの実態に応じて日々取り組んでいる。翌日の時間割を視写する

ことが、全員の日課になっている。高学年の児童は、毎日の振り返りを日記に２、３文～長文で書いてい

る。 

・平仮名や片仮名、漢字の学習は、文字の表記が難しい児童は、点結びや迷路などの学習を行うなど、実態

に応じて書字の学習を行っている。 

・絵日記や作文、観察カード、想像文等で経験したことや考えたことを書く学習も行っている。書くことへ

の抵抗感や苦手意識の強い児童は少ない。 

② 単元設定の理由 

・本校で最も大きな行事の一つである「歌のつどい」がある。家族や地域の多くの方々が集まる。児童は歌

のつどいに向け、日々練習を積み、友達と協力して音楽を作り上げていく過程を楽しんでいる。そこで、歌

のつどいを題材にすることで自分の思いや気持ちを言語化・文章化し、意欲的に書く活動に取り組めるよう

にしたいと考え、本単元を設定した。 

③ 年間指導計画における本単元の位置づけの確認と学習指導要領との対応(教育委員会に届け出ているものと

の対応をしっかりおさえます) 

・ 年間指導計画における本単元の位置づけ：「書くこと」は年間指導計画には、相手意識をもって運動会

の招待状を書く、遠足や宿泊学習の後に楽しかったできごとを作文に書く、一年間のまとめとして思い

出に残ったことを作文に書くなどの学習を位置づけている。その一つとして、本単元を設定した。 

 

★学習指導要領との対応（どの指導要領のどの指導内容と対応しているかを書きます。） 

 本単元の目標・内容は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の知的障害のある児童生徒に対する

教育を行う特別支援学校の各教科の目標・内容から、小学部国語科の以下に関するものと、小学校学習指

導要領国語科の以下に関する内容と対応させている。 

 〔知識及び技能〕 

・３段階ウ（イ）出来事や経験したことを伝え合う体験を通し，いろいろな語句や文の表現に触れるこ

と。 

 〔思考力，判断力，表現力等〕 

・２段階 Ｂ 書くこと ア 経験したことのうち身近なことについて、写真などを手掛かりにして、伝

えたいことを思い浮かべたり、選んだりすること。 

・３段階 Ｂ 書くこと ア 身近で見聞きしたり、経験したりしたことについて書きたいことを見付

け、その題材に必要な事柄を集めること。 

���



【資料２】 

 

・３段階 Ｂ 書くこと ウ 見聞きしたり、経験したりしたことについて、簡単な語句や短い文を書く

こと。 

・３段階 Ｂ 書くこと エ 書いた語句や文を読み、間違いを正すこと 

→以上の①、②、③に挙げたことより、単元「きつつき」を設定した。 

 

④基本的な指導・支援方針 

 ・導入は、学級全体で行い、同じ目的をもって学習に取り組めるようにする。手紙を書く活動は、交流学習の

時間や実態を考慮して、個別に進めていく。 

 

３ 単元名 

  「てがみを かいて しらせよう ～相手に思いが伝わる文章を書こう～」 

 

４ 単元の目標 

 ○歌のつどいに向けて自分が活動してきたことを伝え合い、いろいろな語句や文で表現する。 

  （知識及び技能 ３段階 ウ（イ）） 

 ○歌のつどいに向けた活動の中から自分のしてきたことを、具体的な言葉で表現し、手紙を書く。 

  （思考力，判断力，表現力等 ２段階 Ｂ 書くこと ア） 

 ○いろいろな語句や文の表現として、丁寧な言葉と普通の言葉との違いを知り、丁寧な言葉で文章を書く。 

  （知識及び技能 ３段階 ウ（イ）） 

 ○歌のつどいに向けた活動の中から相手に伝えたいことを明確にし、必要な事柄を集めて手紙を書く。 

  （思考力，判断力，表現力等 ２段階 Ｂ 書くこと ア） 

 ○書いた文章を読み返して、教師の指導を受けながら、正しいものに書き直す。 

  （思考力，判断力，表現力等 ３段階 Ｂ 書くこと エ） 

 ○丁寧な言葉と普通の言葉との違いを知り、丁寧な言葉で文章を書く。 

  （知識及び技能 （１）キ １・２年、３・４年） 

 ○書いた文章を読み返して、間違いを正したり、文章の続き方や表現が的確か確かめたりする。 

  （思考力,判断力,表現力等 Ｂ 書くことエ １・２年、３・４年） 

 ○歌のつどいに向けた活動の中から相手に伝えたいことを明確にし、必要な事柄を集めて手紙を書く。 

  （思考力,判断力,表現力等 Ｂ 書くことア １・２年） 

 ○手紙をもらったり返事を書いたりする楽しさを感じながら、思いを伝えようとする。 

  （学びに向かう力,人間性等） 

 

５ 単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・自分の経験したことを伝え合

い、いろいろな語句や文で表現し

ている。 

・丁寧な言葉と話し言葉との違い

に気を付けて、丁寧な言葉で文章

・歌のつどいを知らせる手紙につ

いて、書く相手や書く事柄を決め

ている。 

・書いた文を読み返して間違えを

正したり、必要な情報が書かれて

・歌のつどいを見に来てほしいと

いう思いをもって、手紙を書こう

としている。 
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を書いている いるかなどを確かめたりしてい

る。 

・宛名の書き方が分かり、正しく

書いて手紙を完成させている。 

 

６ 児童の実態と目標 

 個別の指導計画（抜粋） 本単元目標（個人毎に 3レベル立てる）／評価基準 

児童 長期目標 短期目標 知・技 思・判・表 主体的 

A 周りの人の行動

を見て、自分で

何をするかを考

え、自信をもっ

て動けるように

する。 

・拗音・促音

等を含めた平

仮名を正しく

読み、文字ブ

ロックを使っ

て３音程度の

言葉を構成す

るとともに、

音を聞いて文

字に表す。 

A：自分のしたことを

文章で伝える。 

B：（到達目標のレベ

ル）自分のしたこと

を単語で伝える。 

C：自分のしたことを

提示された選択肢の

中から選ぶ。 

A：したことを自

分で文章に書く。 

B：（到達目標のレ

ベル）教師の手本

を見ながら、文章

を視写する。 

C：教師と一緒に

確かめながら文章

を書く。 

A： 

B：（到達目標のレベ

ル）教師と歌のつど

いについて話しなが

ら、質問に答えた

り、自分の言いたい

ことを言ったりす

る。 

C： 

B 声掛けを受け、

自分がやるべき

ことをやる。 

・２年生まで

の漢字を確実

に覚え、日常

生活の中で進

んで使う。 

Ａ：丁寧な言葉と話

し言葉との違いを考

えながら、丁寧な言

葉で文章を書く。 

Ｂ：（到達目標のレベ

ル）教師の確認を得

ながら、丁寧な言葉

で文章を書く。 

Ｃ：教師と一緒に文

章を考えながら、丁

寧な言葉で書く。 

Ａ：書いた文章を

読み返して間違い

に気づき、直す。 

Ｂ：（到達目標の

レベル）教師の助

言を受けて間違い

に気づき、直す。 

Ｃ：教師と一緒に

文章を読み返し、

間違いを確認しな

がら直す。 

A： 

B：（到達目標のレベ

ル）相手意識をもっ

て相手に伝わるよう

な手紙を書こうとす

る。 

C： 

C 人と話すとき

は、相手の方を

見る、話しかけ

られたら返事を

する、質問には

答えるなど、人

との基本的なや

りとりの仕方を

身に付ける。 

・出来事を詳

しく思い出

し、そのとき

の気持ちを交

えながら、順

序よく作文す

る。 

・３年生まで

の漢字の読み

書きを定着さ

Ａ：丁寧な言葉と話

し言葉との違いを考

えながら、丁寧な言

葉で文章を書く。 

Ｂ：（到達目標のレベ

ル）教師の確認を得

ながら、丁寧な言葉

で文章を書く。 

Ｃ：教師と一緒に文

章を考えながら、丁

Ａ：書いた文章を

読み返して間違い

に気づき、直す。 

Ｂ：（到達目標の

レベル）教師の助

言を受け間違いを

確認し、助言通り

に直す。 

Ｃ：教師と一緒に

文章を読み返し、

A： 

B：（到達目標のレベ

ル）相手意識をもっ

て相手に伝わるよう

な手紙を書こうとす

る。 

C： 
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せ、４年生の

新出漢字をで

きるだけ書く

ようにする。 

寧な言葉で書く。 間違いを確認しな

がら直す。 

D 周囲からの問い

かけに対し、自

分の意思を伝え

る表現力を身に

つける。 

・経験したこ

とを順序よ

く、気持ちを

交えて文章に

表す。 

Ａ：丁寧な言葉と話

し言葉との違いを考

えながら、丁寧な言

葉で文章を書く。 

Ｂ：（到達目標のレベ

ル）教師の確認を得

ながら、丁寧な言葉

で文章を書く。 

Ｃ：教師と一緒に文

章を考えながら、丁

寧な言葉で書く。 

Ａ：書いた文章を

自分で読み返し、

助詞や単語の間違

いを正したり、相

手に失礼な表現に

なっているか確認

したりする。 

Ｂ：（到達目標の

レベル）教師の助

言を受け間違いに

気づき、自分で適

切な表現に直す。 

Ｃ：教師の助言を

受けて間違いを確

認し、助言通りに

直す。 

A： 

B：（到達目標のレベ

ル）必要に応じて、

もらった手紙を読み

返しながら、その返

事を進んで書こうと

する。 

C： 

E 友達に自分の気

持ちを伝える力

を身につける。 

・出来事を順

序よく文章に

表す。 

Ａ：丁寧な言葉と話

し言葉との違いを考

えながら、丁寧な言

葉で文章を書く。 

Ｂ：（到達目標のレベ

ル）教師の確認を得

ながら、丁寧な言葉

で文章を書く。 

Ｃ：教師と一緒に文

章を考えながら、丁

寧な言葉で書く。 

Ａ：書いた文章を

読み返して間違い

に気づき、直す。 

Ｂ：（到達目標の

レベル）教師の助

言を受けて間違い

に気づき、直す。 

Ｃ：教師と一緒に

文章を読み返し、

間違いを確認しな

がら直す。 

A： 

B：（到達目標のレベ

ル）書いた手紙をポ

ストに投函するとい

うイメージをもちな

がら、やり取りを楽

しむ。 

C： 

 

 

７ 教材についてのメモ 

 ・てがみで しらせよう（光村図書出版 小学校国語 1年下）＜共通教材＞ 

 ・手紙の書き方（郵便局）＜共通教材＞ 

 ・「ありがとう」をつたえよう（光村図書出版 小学校国語３年下） 

 ・手紙で伝えよう（光村図書出版 小学校国語４年上） 
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８ 単元計画 

 学習内容・学習活動 重点目標の評価規準 評価方法 

１ ○「歌のつどいのことを手紙で知らせ

よう」というめあてをもち、学習計画

を立てる。 

・前担任から届いた手紙を読む。 

・歌のつどいについて、お互いの取組

状況について話す。 

・返事を書きたいという気持ちをも

つ。 

○歌のつどいを見に来てほしい

という思いをもって、手紙を書

こうとしている。 

発言 

対話 

観察 

２ ○手紙を出す相手を決め、書く内容を

話し合う。 

・手紙を出す相手を決める。 

・手紙を出した経験を発表し、手紙を

書くために必要な事柄について話し合

う。 

・手紙に書く内容を考える。 

○手紙を書く相手を決め、必要

な事柄や伝えたい事柄について

考えている。 

発言 

対話 

観察 

３ 

４ 

○手紙の書き方を知って、歌のつどい

について知らせる手紙を書く。 

・必要な項目についてワークシートに

記入する。 

・伝えたいことを明確にし、教師と一

緒、または一人で文章に書く。 

・相手意識をもって、文末表現に気を

付けて手紙を書く。 

○手紙を送る相手に、自分の思

いが明確になるよう簡単な構成

を考えている。 

○丁寧な言葉と普通の言葉との

違いに気を付けて、文章を書い

ている。 

発言 

ワークシート 

手紙 

５ ○手紙を清書する。 

・ワークシートや下書きをもとに、て

いねいに清書する。 

・書いた文章を読み返して、間違え等

を確認する。 

○書いた文を読み返し、間違え

を正したり、必要な情報が書か

れているか、適切な文末表現に

なっているかなどを確かめたり

している。 

手紙 

６ ○宛名の書き方を知り、封筒に宛名を

書いて仕上げる。 

・見本を見ながら、宛名を書く。 

・自分の名前を書く。 

○宛名の書き方が分かり、正し

く書いて手紙を完成させてい

る。 

封筒 

 

 

９ 本単元と他教科等との関連 

 （他教科との横断的なつながりなどを書いて下さい。例えば本単元でまなんだことを生単の「○○」単元で
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試す、など） 

 ・本単元で書いた手紙は、実際に郵便局に行き、切手を買ってポストに投函する。国語科の学習から生活科

の学習へ関連付け、郵便の仕組みについて、体験を通して学ぶ機会とする。 

 

１０ 本時 

（１）本時の目標 

  ・手紙を書く相手を決め、手紙を書くために必要な事柄や歌のつどいについて伝えたい事柄を考える。

（思・判・表） 

 

（２）単元に関する児童の実態と本時における各児童の目標 

 児童の実態 本時の目標／評価基準 指導の手立て・配慮 

A 書ける平仮名は増えたが、50音の

読み書きは完全には習得できてい

ない。書くことは好きで、迷路や

点結びが的確にできるようになっ

た。友達と同じことをやりたいと

いう気持ちが強い。 

Ａ：誰に・何を伝えたいのか、友

達の考えを受けて決める。 

Ｂ：（到達目標のレベル）誰に・

何を伝えたいのか教師と一緒に考

える。 

Ｃ：誰に手紙を書くのか、教師と

一緒に考える。 

手紙を書きたいという思い

は強いので、話をよく聞い

て、思いを整理していく。 

B 読むことはできるが、書くことに

困難さが見られる。自分の名前を

書くだけでも、集中力と時間を要

する。言葉はよく知っており、会

話のやりとりはスムーズにでき

る。 

Ａ：教師の声かけを受けずに、手

紙に書く事柄を進んで考える。 

Ｂ：（到達目標のレベル）手紙を

書く相手を決め、声かけを受けな

がら、書く事柄を考える。 

Ｃ：声かけを複数回受けながら、

学習に参加する。 

集中が切れやすいので、

「誰に」「何を」「どんな」

というキーワードを提示

し、簡潔に考えられるよう

にする。 

C 文章を書くことが好きで、感想文

や作文など、一人で言葉をつなげ

て文章化できるが、誤字が多い。

漢字の学習も好きだが筆圧が強

く、思うように運筆が進まない。

昨年度、３年「ありがとうを伝え

よう」の学習で、妹に手紙を出

し、ポストに投函すると手紙が届

くということを体験している。 

Ａ：手紙を書く相手を決め、歌の

つどいについて伝えたいことを、

相手に伝わる言葉で表現する。 

Ｂ：（到達目標のレベル）手紙を

書く相手を決め、教師の問いかけ

に答えながら伝えたいことを整理

する。 

Ｃ：教師と一緒に、手紙を書く相

手、事柄を決める。 

書くことが好きで、伝えた

い思いも強いと思われるの

で、伝えたい事柄がたくさ

ん出てきたときには、整理

できるような問いかけをす

る。 

D 気持ちを表現することが苦手で、

会話で言葉に詰まることが多い。

毎日振り返りを書くことで、出来

事や気持ちを文章に表すことがで

きるようになってきた。 

Ａ：手紙に書く事柄を、進んで複

数考える。 

Ｂ：（到達目標のレベル）前担任

に返事を書くという目的をもち、

必要な事柄や伝えたい事柄を考え

手紙の返事を書くことを確

認し、返事を書くために必

要な事柄は何か問いかけ

る。 
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る。 

Ｃ：教師と一緒に、手紙に書く事

柄を考える。 

E １年生の漢字の読み書きに困難さ

が見られ、文章の内容理解も難し

い。片仮名の想起も難しい場合が

ある。出来事を順序よく話すこと

はできるが、それを文章で書くこ

とは難しい。昨年度、３年「あり

がとうを伝えよう」の学習で、大

好きな祖母に手紙を書き、手紙が

届いて相手に喜んでもらえたとい

う経験をしている。 

Ａ：手紙に書く事柄を、進んで複

数考える。 

Ｂ：（到達目標のレベル）前担任

に返事を書くという目的をもち、

必要な事柄や伝えたい事柄を考え

る。 

Ｃ：教師と一緒に、手紙に書く事

柄を考える。 

手紙という形式を意識でき

るように、昨年度の学習の

経験を思い出るような問い

かけをし、返事を書きたい

という思いをもてるように

する。 

 

（３）本時（10 月 24 日５校時）の展開 

時刻 

（時配） 

学習活動 （※予想される

児童の反応） 

○支援と留意点 

□評価方法 【】評価規準 

□評価方法 【】評価教材・教

具 

10 ・日直があいさつをする。 

・前時の学習を振り返り、

手紙の続きがあることを知

る。 

・手紙をもらったときの気

持ちや出した経験につい

て、みんなで出し合う。 

・今日のめあてを確認す

る。 

 

 

 

○前時に読んだ前担任から届

い 

た手紙の続きを披露する。 

○ＣさんとＥさんには、昨年

度行った手紙を出す学習につ

いて問いかける。 

 

10 ・誰に手紙を書くか決め

る。 

・歌のつどいについての手

紙を書くことを確認する。   

 

 

 

○前担任に手紙の返事を出す

という学習にしたいが、家族

などの名前が出てもよしとす

る。 

○歌のつどいのことを知らせ

たいという思いが出るような

投げかけをする。 

□発言 

□対話 

□観察 

【思・判・表】 

２０ ・手紙を書くときに必要な

事柄を考える。 

・歌のつどいについて、手

○１年生の教科書の手紙文を

提示し、手紙の書き方（初め

のあいさつ・本文・結びのあ

□発言 

□対話 

□観察 

もらった⼈が うれしくなるような ⼿紙のかきかたを べんきょうしよう 
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紙に書きたい事柄を考え

る。 

いさつ）を確認する。 

○ＣさんとＥさんから、手紙

を出すときには宛名を書くこ

とや切手を貼ること等を自発

的に説明することが予想され

る。実際に手紙を出す活動に

つなげるためにも、宛名を書

くことや切手を貼ることが視

覚的に残るように板書をす

る。 

○歌のつどいについて頑張っ

ていることやできるようにな

ったことなど、具体的な様子

を子どもたちから聞き出す。 

【思・判・表】 

５ ・次時の学習内容を確認す

る。 

・日直があいさつをする。

○全員が姿勢を正すまで待

つ。 

  

 

（４）場面設定・教材など 

・学習プリントなどは実物を別紙添付する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

Ｅ Ｄ Ｂ 

Ａ 

Ｔ 
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Ⅱ 指導後のふりかえりシート 

１ 学習評価 

 本時の目標／評価基準 学習評価   児童の様子（全て書か

ず、空欄でもよい） 

次時の目標についてのメ

モ（変更の有無など） 

A Ａ：誰に・何を伝えたいのか、友

達の考えを受けて決める。 

Ｂ：（到達目標のレベル）誰に・

何を伝えたいのか教師と一緒に考

える。 

Ｃ：誰に手紙を書くのか、教師と

一緒に考える。 

B  担任や他児と歌のつ

どいについて話すこと

で、前担任に歌のつど

いについての手紙を書

きたいという言葉を引

き出すことができた。 

 また、担任が具体的

に質問することで、手

紙に書く内容をいくつ

か考えて言うことがで

きた。 

 Aさんはこれまで一語

文を書くことが中心であ

ったので、2、3語文を

書くことがねらえるかど

うかと、そのための手立

てを検討する。 

B Ａ：教師の声かけを受けずに、手

紙に書く事柄を進んで考える。 

Ｂ：（到達目標のレベル）手紙を

書く相手を決め、声かけを受けな

がら、書く事柄を考える。 

Ｃ：声かけを複数回受けながら、

学習に参加する。 

B  担任や他児と歌のつ

どいについて話すこと

で、前担任に歌のつど

いについての手紙を書

きたいという言葉を引

き出すことができた。 

 また、担任が具体的

に質問することで、手

紙に書く内容をいくつ

か考えて言うことがで

きた。 

 B さんは注意や微細運

動の特徴から、書くこと

に時間がかかる。これら

の特徴に配慮した書く課

題設定を検討していく。 

C Ａ：手紙を書く相手を決め、歌の

つどいについて伝えたいことを、

相手に伝わる言葉で表現する。 

Ｂ：（到達目標のレベル）手紙を

書く相手を決め、教師の問いかけ

に答えながら伝えたいことを整理

する。 

Ｃ：教師と一緒に、手紙を書く相

手、事柄を決める。 

A  担任が、Cさんが昨

年度に行った手紙を出

す学習について、段階

的に問いかけること

で、手紙やその出し方

について説明すること

ができた。 

 また、手紙を書く相

手を前担任、歌のつど

いに来てもらえるよう

な内容にしたいと決め

ることができた。 

 Cさんはまとまった文

章を書くのが苦手で、書

く内容が多くなってしま

う。そのためワークシー

トを工夫するなど検討し

ていく。 

���



【資料２】 

 

D Ａ：手紙に書く事柄を、進んで複

数考える。 

Ｂ：（到達目標のレベル）前担任

に返事を書くという目的をもち、

必要な事柄や伝えたい事柄を考え

る。 

Ｃ：教師と一緒に、手紙に書く事

柄を考える。 

A  担任が、Cさんが昨

年度に行った手紙を出

す学習について、段階

的に問いかけること

で、手紙やその出し方

について説明すること

ができた。 

 また、手紙に書く、

歌のつどいについて、

いくつかの事柄を出す

ことができた。 

 Dさんはまとまった文

章を書くのが苦手で、書

く内容が多くなってしま

う。そのためワークシー

トを工夫するなど検討し

ていく。 

E Ａ：手紙に書く事柄を、進んで複

数考える。 

Ｂ：（到達目標のレベル）前担任

に返事を書くという目的をもち、

必要な事柄や伝えたい事柄を考え

る。 

Ｃ：教師と一緒に、手紙に書く事

柄を考える。 

B  担任や他児と歌のつ

どいについて話すこと

で、前担任に歌のつど

いについての手紙を書

きたいという言葉を引

き出すことができた。 

 また、担任が具体的

に質問することで、手

紙に書く内容をいくつ

か考えて言うことがで

きた。 

 Eさんは苦手意識のた

めか、書くこと自体を拒

否することが多くある。

そのためまずは本人が書

いたことを積極的にほめ

たり、認めたりしてい

く。 

 

２ 授業の評価 

・（箇条書きで、簡単に今日の授業についてのふりかえりと、次時へどのように展開していくか、変更点はない

かなどをメモする） 

・計画時は、2時間目までに手紙を出す相手と内容を決めるよう計画していたが、本時で前担任に歌のつどいに

ついて書くことを決めることができた。計画よりも早く内容を進めることができ、各児童も B基準を満たす学

習の姿を示すことができた。 
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NISE 授業づくりサポートシート（試案版，教員 C） 

Ⅰ 指導案づくり 

１ 指導体制  

  授業者 教諭 C 

 

２ 前時までの子ども実態や単元設定の理由など 

①前時までの子ども実態 

 ・本学級は、知的特別支援学級であり２年から６年生までの７人が在籍しており実態は様々である。 

 ・実際に体験しながら行う学習には興味関心が高まりやすく、集中して学習に取り組む姿勢が見られる。 

 ・本を読むことが好きな児童が多いが、目的意識をもって文章を読み内容を読み取る児童が少ない。 

②単元設定の理由 

・説明書のように、目的意識をもって文章を読み内容を読み取ることは生活の中で多く機会が生じ、実生活で

も必要とされる能力であると考えられる。 

・順序を表す言葉は 

・きつつきは説明文を体験しながら学ぶことに適切であり、通常学級の実践を参考にしながら授業を行うこと

ができる。 

   

③年間指導計画における位置付け 

・国語 説明文 題材名「きつつき」 

        作文（校外学習、文化祭など） 

 

→以上の①、②、③に挙げたことより、単元「きつつき」を設定した。 

 

★学習指導要領との対応（どの指導要領のどの指導内容と対応しているかを書きます。） 

本単元の内容・目標は、国語科学習指導要領の内容から、小学部国語科の以下に関するものと対応している。 

１〔知識及び技能〕 

（２）情報の扱い方に関する事項 

 ア 共通、相違、事柄の順序など情報と情報との関係について理解すること。（１、２年） 

２〔思考力、判断力、表現力等〕Ｃ読むこと 

構造と内容の把握（説明的な文章） 

ア時間的な順序や事柄の順序などを考えながら、内容の大体を捉えること。（１、２年） 

 

④基本的な指導・支援方針 

 ・学習の意欲を高めながら、学級全体で学習を行う。言語活動や作業などの課題は個々の発達段階に応じて個

別に設 

定していく。 
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３ 単元名 

  きつつき（ひろがることば 小学校国語２下 教育出版） 

 

４ 単元の目標 

○「読むこと」において、きつつきを作るために必要な材料や、作り方の手順や気を付けることなどを捉えて

いる。 

  （思考、判断、表現 C 読むこと （１）ア１、２年） 

○おもちゃ作りを通して、説明書などの文章の共通点について理解している。 

  （知識及び技能（２）ア１、２年） 

○進んできつつきやおもちゃの作り方について順番を考えながら内容を捉え学習課題に沿ってまとめようとし

ている。 

   （主体的に学習に向かう態度） 

 

５ 単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・順番を表す言葉を文章の中から

見つける。 

・順番を表す言葉や記号を使っ

て、説明する。 

・きつつきを作るために必要なも

の手順を理解している 

・きつつきを作る中で気を付ける

ことを答えることができる。 

・文章を読み、きつつきなどのお

もちゃを作ることができる。 

・自分できつつきやおもちゃの作

り方について順番に気を付けて読

んだり、まとめたりしようとす

る。 

 

６ 児童の実態と目標 

 個別の指導計画（抜粋） 本単元目標（個人毎に 3 レベル立てる）／評価基準 

児童 長期目標 短期目標 知・技 思・判・表 主体的 

A ・２学年の教科

学習を精選しな

がら進める。 

説明文を読ん

で、順番を考

えながら読ん

だり、大事な

内容を読み取

ったりする。 

A：おもちゃ作りを通

して、順序を表す言

葉の役割を理解した

上で、説明書などの

文章の共通点につい

て理解している。 

B：おもちゃ作りを通

して、説明書などの

文章の共通点につい

て理解している。（到

達目標のレベル） 

C： おもちゃ作りを

通して、説明書など

の文章の共通点につ

A：「読むこと」に

おいて、きつつき

を作るために必要

な材料や、作り方

の手順や気を付け

ることなどを捉え

他のおもちゃつく

りに生かすことが

できる。 

B：「読むこと」に

おいて、きつつき

を作るために必要

な材料や、作り方

の手順や気を付け

B：進んできつつき

やおもちゃの作り方

について順番を考え

ながら内容を捉え学

習課題に沿ってまと

めようとしている。

（到達目標のレベ

ル） 
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いて理解している。 ることなどを捉え

ている。（到達目

標のレベル） 

C： 「読むこと」

において、きつつ

きを作るために必

要な材料や、作り

方の手順や気を付

けることなどをヒ

ントや支援をもと

に考え、捉えてい

る。 

B ・物語文、説明

文の読み取りを

行う。 

説明文を読ん

で、順番を考

えながら読ん

だり、大事な

内容を読み取

ったりする。 

A：おもちゃ作りを通

して、説明書などの

文章の共通点につい

て理解している。 

B：おもちゃ作りを通

して、説明書などの

文章の共通点につい

て知っている。（到達

目標のレベル） 

C： おもちゃ作りを

通して、順番を表す

言葉や記号に触れて

いる。 

 

A：「読むこと」に

おいて、きつつき

を作るために必要

な材料や、作り方

の手順や気を付け

ることなどを捉え

ている。 

B：「読むこと」に

おいて、きつつき

を作るために必要

な材料や、作り方

の手順や気を付け

ることなどをヒン

トや支援をもとに

考え、捉えてい

る。（到達目標の

レベル） 

C：きつつきの内

容を読んで、作成

するのに必要な材

料や、作り方の手

順や気を付けるこ

となどを教師と一

緒に確認する。  

B：進んできつつき

やおもちゃの作り方

について順番を考え

ながら内容を捉え学

習課題に沿ってまと

めようとしている。

（到達目標のレベ

ル） 

 

C ・文章を読ん

で、内容につい

て簡単な質問に

説明文を読ん

で、順番を考

えながら読ん

A：おもちゃ作りを通

して、説明書などの

文章の共通点につい

A：「読むこと」に

おいて、きつつき

を作るために必要

B：進んできつつき

やおもちゃの作り方

について順番を考え
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答える。 だり、大事な

内容を読み取

ったりする。 

て理解している。 

B：おもちゃ作りを通

して、説明書などの

文章の共通点につい

て知っている。（到達

目標のレベル） 

C： おもちゃ作りを

通して、順番を表す

言葉や記号に触れて

いる。 

 

な材料や、作り方

の手順や気を付け

ることなどを捉え

ている。 

B：「読むこと」に

おいて、きつつき

を作るために必要

な材料や、作り方

の手順や気を付け

ることなどをヒン

トや支援をもとに

考え、捉えてい

る。（到達目標の

レベル） 

C： きつつきの内

容を読んで、作成

するのに必要な材

料や、作り方の手

順や気を付けるこ

となどを教師と一

緒に確認する。 

ながら内容を捉え学

習課題に沿ってまと

めようとしている。

（到達目標のレベ

ル） 

 

D ・いつ、どこで

などを意識しな

がら文章を読

む。 

説明文を読

み、順序を思

い出したり、

大事な部分を

教師と一緒に

確認したりす

る。 

A：おもちゃ作りを通

して、説明書などの

文章の共通点につい

て知っている。 

B：おもちゃ作りを通

して、順番を表す言

葉や記号について知

る。（到達目標のレベ

ル） 

C： おもちゃ作りを

通して、順番を表す

言葉や記号に触れて

いる。 

 

A：「読むこと」に

おいて、きつつき

を作るために必要

な材料や、作り方

の手順や気を付け

ることなどをヒン

トや支援をもとに

考え、捉えてい

る。 

B：きつつきの内

容を読んで、作成

するのに必要な材

料や、作り方の手

順や気を付けるこ

となどを教師と一

緒に確認する。

（到達目標のレベ

ル） 

B：進んできつつき

やおもちゃの作り方

について順番を考え

ながら内容を捉え学

習課題に沿ってまと

めようとしている。

（到達目標のレベ

ル） 
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C： きつつきの内

容を読んで、教師

と一緒に作成を通

して確認する。 

E ・文章を読み、

内容の読み取り

を行う。 

説明文を読ん

で、順番を考

えながら読ん

だり、大事な

内容を読み取

ったりする。 

A：おもちゃ作りを通

して、順序を表す言

葉の役割を理解した

上で、説明書などの

文章の共通点につい

て理解している。 

B：おもちゃ作りを通

して、説明書などの

文章の共通点につい

て理解している。（到

達目標のレベル） 

C： おもちゃ作りを

通して、説明書など

の文章の共通点につ

いて知っている 

 

A：「読むこと」に

おいて、きつつき

を作るために必要

な材料や、作り方

の手順や気を付け

ることなどを捉え

他のおもちゃつく

りに生かすことが

できる。 

B：「読むこと」に

おいて、きつつき

を作るために必要

な材料や、作り方

の手順や気を付け

ることなどを捉え

ている。（到達目

標のレベル） 

C： 「読むこと」

において、きつつ

きを作るために必

要な材料や、作り

方の手順や気を付

けることなどをヒ

ントや支援をもと

に考え、捉えてい

る。 

B：進んできつつき

やおもちゃの作り方

について順番を考え

ながら内容を捉え学

習課題に沿ってまと

めようとしている。

（到達目標のレベ

ル） 

 

F ・４教科の基礎

の定着を図る。 

説明文を読ん

で、順番を考

えながら読ん

だり、大事な

内容を読み取

ったりする。 

A：おもちゃ作りを通

して、説明書などの

文章の共通点につい

て理解している。 

B：おもちゃ作りを通

して、説明書などの

文章の共通点につい

て知っている。（到達

目標のレベル） 

A：「読むこと」に

おいて、きつつき

を作るために必要

な材料や、作り方

の手順や気を付け

ることなどを捉え

ている。 

B：「読むこと」に

おいて、きつつき

B：進んできつつき

やおもちゃの作り方

について順番を考え

ながら内容を捉え学

習課題に沿ってまと

めようとしている。

（到達目標のレベ

ル） 
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C： おもちゃ作りを

通して、順番を表す

言葉や記号に触れて

いる。 

 

を作るために必要

な材料や、作り方

の手順や気を付け

ることなどをヒン

トや支援をもとに

考え、捉えてい

る。（到達目標の

レベル） 

C： きつつきの内

容を読んで、作成

するのに必要な材

料や、作り方の手

順や気を付けるこ

となどを教師と一

緒に確認する。 

G ・語彙を増や

す。 

説明文を教師

と一緒に読

み、順番につ

いて触れる。 

A：おもちゃ作りを通

して、順番を表す言

葉や記号に触れ、確

認している。 

B：おもちゃ作りを通

して、順番を表す言

葉や記号に教師と一

緒に触れている。（到

達目標のレベル） 

C：おもちゃ作りを教

師と一緒に確認しな

がら行う。 

A：「読むこと」に

おいて、きつつき

を作るために必要

な材料や、作り方

の手順や気を付け

ることなどをヒン

トや支援をもとに

考え、捉えてい

る。 

B：きつつきの内

容を読んで、作成

するのに必要な材

料や、作り方の手

順や気を付けるこ

となどを教師と一

緒に確認する。

（到達目標のレベ

ル） 

C： きつつきの内

容を読んで、教師

と一緒に作成を通

して確認する。 

B：進んできつつき

やおもちゃの作り方

について教師やみん

なと一緒に取り組み

学ぼうとしている。

（到達目標のレベ

ル） 
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７ 教材についてのメモ 

 ・児童の実態に合わせ 3種類のプリントまたはタブレットを用意。 

 ・きつつきの作成キットを準備する 

  

８ 単元計画 

 学習内容・学習活動 重点目標の評価基準 評価方法 

１ 学習計画を確認しよう   

２ 

 

どんな順番で作るのか確認し、文章の

中から  

・順番を表す言葉を文章の中

から見つける。（知・技） 

・きつつきを作るために必要

なものや、手順を理解してい

る（思・判・表） 

ワークシート 

３ 

 

コイルばねを作るとき、コイルばね、

きつつきをとりつける順番、ポイント

を読み取ろう 

・きつつきを作る中で気を付

けることを読み取り、答える

ことができる。 

（思・判・表） 

ワークシート 

４ きつつきらしいうごきとちょうちょの

うごきはどこが違うか考えよう 

・きつつきを作る中で気を付

けることを読み取り、考えて

答えることができる。（思・

判・表） 

ワークシート 

５ 

本時 

順番を表す言葉を使ってきつつきの作

り方をまとめよう。 

・順番を表す言葉を使って、

作り方をまとめる。（知・

技） 

タブレット 

６ 

７ 自分の作りたいおもちゃを決めて、作

り方を調べよう。 

 タブレット 

８ 作り方を説明できるように、順番を表

す言葉を使ってまとめよう。 

・順番を表す言葉を使って、

作り方をまとめる。（知・

技） 

ワークシート 

タブレット 
９ 

１０ まとめたものを利用して説明しよう ・順番を表す言葉を使って、

作り方を説明する。（知・

技） 

タブレット 

１１ ・順番を表す言葉の通りに、実際作っ

てみよう。 

・文章を読み、きつつきなど

のおもちゃを作ることができ

る。（思・判・表） 

ワークシート 

タブレット １２ 

１３ 

１４ 

 

９ 本単元と他教科等との関連 

 ・２年生活、３～６年は理科や生活単元学習でタブレットの使い方を学習できるようにする。 
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１０ 本時 

（１）本時の目標 

  ・順番を表す言葉を使って、作り方の説明をする（知・技） 

 

（２）単元に関する児童の実態と本時における各児童の目標 

 児童の実態 本時の目標 指導の手立て 〇評価基準

◎評価方法 

A 学年の教科書の文章を使用して個

別で読む学習を行っている。教科

書の内容の簡単な部分は読み取る

ことができるが、重要な部分のみ

を抜き出すことは難しい。 

失敗すること、間違うことへの拒

否感が強く、その後の課題に取り

組むことが困難になることがあ

る。 

自分で決めたことに関しては進ん

で学習する姿勢が見られる。 

・順番を表す言

葉を使って、作

り方の説明する

方法や文章を考

える。 

・ワークシートを数種類作成し、

使いやすいものを自分で選択でき

るようにする。 

・ヒントカードを準備し、順番を

表す言葉を確認できるようにす

る。 

・間違えや失敗を少なくできるよ

うに、発問を検討して行うように

する。 

・課題の選択場面では自己決定で

きるようにし、学習意欲を維持で

きるようにする。 

 

〇順番を表

す言葉を使

って、発表

資料を作

る。 

◎使用した

タブレット 

B 第２学年の教科書の文章を使用し

て個別で読む学習を行っている。

読むことに苦手意識を持ってお

り、学習に気持ちが乗らないこと

があるが、体験型や目標がはっき

りしている学習には進んで取り組

むことができる。自分で決めたこ

とには最後まで取り組もうとする

姿が見られる。 

・順番を表す言

葉を使って、作

り方を説明する

文章を考える。 

・ワークシートを数種類作成し使

いやすいものを自分で選択できる

ようにする。 

・本人の発言を受け止めながら、

気持ちを汲んで言葉かけをおこな

う。 

・集中が継続できるように、様子

を見ながら適宜言葉かけをする。 

・ヒントカードを準備し、自由に

使用できるようにする。 

〇順番を表

す言葉を使

って、発表

資料を作

る。 

◎使用した

タブレット 

C 第２学年の教科書の文章を使用し

て個別で読む学習を行っている。

読むことが好きで、自分の言葉で

内容を説明することができてい

る。他方で、文章を自分なりに解

釈することもありポイントがずれ

てしまうこともある。 

 

・順番を表す言

葉を使って、作

り方を説明する

文章を考える。 

・ワークシートを数種類作成し、

使いやすいものを自分で選択でき

るようにする。 

・ポイントや重要な言葉（特に順

番を表す言葉）について確認でき

るような掲示物を作成して自分で

確認できるようにする。 

〇順番を表

す言葉を使

って、発表

資料を作

る。 

◎使用した

タブレット 

D 第１学年の教科書の文章を使用し ・順番を表す言 ・ワークシートを数種類作成し、 〇順番を表
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て個別で読む学習を行っている。

読みは既知の単語であれば読むこ

とができるが、逐次読みになるこ

とが多く教師がヒントを出しなが

ら一緒に読むことで内容を読み取

ることができる。 

葉を使って、作

り方を説明する

文章を教師と一

緒に考える。 

 

 

 

使いやすいものを自分で選択でき

るようにする。 

・教科書の中の大事な部分にはマ

ーカーで印をつけるなどしてポイ

ントに注目できるようにする。 

・考え込む場面や、注意がそれる

場面では言葉かけをする。 

す言葉を使

って、教師

と一緒に発

表資料を作

る。 

◎使用した

タブレット 

E 第２学年の教科書の文章を使用し

て個別で読む学習を行っている。

日常使われる言葉の文章は読める

が、昔話など日常使用する言葉と

違う文章になると語彙の少なさか

らか読み取りが難しくなる。 

先へ進みたい気持ちが強く、質問

の途中で答えたり友達が答えてい

るのを遮って答えたりすることが

ある。 

・順番を表す言

葉を使って、作

り方を説明する

文章を考える。 

・ワークシートを数種類作成し、

使いやすいものを自分で選択でき

るようにする。 

・意味を知らない単語については

辞書を使って調べたり、教師が解

説したりして理解して読めるよう

にする。 

・答え方のルールを掲示し目で見

て確認できるようにしておく。 

〇順番を表

す言葉を使

って、発表

資料を作

る。 

◎使用した

タブレット 

F 第２学年の教科書の文章を使用し

て個別で読む学習を行っている。

初めて読む文章では、逐次読みに

なることが多く、読めない字やわ

からない単語があると詰まってし

まうことがある。 

・順番を表す言

葉を使って、作

り方の説明する

文章を考える。 

・ワークシートを数種類作成し使

いやすいものを自分で選択できる

ようにする。 

・読めない漢字には事前に読み仮

名を振り自信をもって読めるよう

に準備をする。 

〇順番を表

す言葉を使

って、発表

資料を作

る。 

◎使用した

タブレット 

G 絵本の読み聞かせなどで読む学習

を行っている。絵本に顔を向けて

聞くことができている。気に入っ

た絵などを指さしたり、じっと見

つめたりする様子が見られる。 

・順番を表す言

葉を使って、作

り方を説明する

文章を教師と一

緒に考える。 

 

・ワークシートを数種類作成し使

いやすいものを自分で選択できる

ようにする。 

・ワークシートのサイズに合った

シールを準備し、確認しながら貼

って説明を完成できるようにして

いく。 

・自分で発表できるような教具を

準備する。 

〇順番を表

す言葉を使

って、教師

と一緒に発

表資料を作

る。 

◎使用した

タブレット 

 

（３）本時（１０月１７日 ３校時）の展開 

時刻 

(時配) 

・児童の学習内容と活動 

〇予想される児童の反応 

・支援と留意点  □評価方法 【】

評価規準 

教材・教具 

１０ ・日直があいさつをする ・姿勢の崩れている児童には、姿勢の確認 ・姿勢の確認掲示 
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２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

７～10 

・前時までの学習内容を確認す

る。 

・今日の学習内容を確認する。 

ワークシートを見ながら、順番

通りにきつつきを作ろう。 

 

・順番を表す言葉の確認をする 

〇「まず」「はじめに」「つぎに」

「さいごに」 

 （１）（２）① ②などを発表

する。 

 

 

 

・きつつきの作り方を、タブレッ

トのアプリを使用してまとめてい

く 

〇作り方の写真を撮りながら説明

する資料を作る。 

 

〇タブレットの使用や、つくり方

が分からなくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・どこまで達成したか確認する 

・日直と一緒にあいさつする。 

・自由にタブレットを使用する 

 

掲示を示したり、言葉をかけたりする。 

・学習計画表や、作成してきた掲示物を使

用して 

・S1は G児の支援を行う。 

 

 

・A児は失敗することに不安が強いため、

様子を見ながらヒントを出したり、アドバ

イスを出したりする。 

・B児の様子を見ながら、指名する。 

・全員が発表できるように指名する。 

・残り１０分程度自由時間を設けることを

伝える。 

 

・活動する時間をタイマーで提示する 

・必要に応じてグループにし、たがいに確

認しながら作業するよう言葉かけする。 

・S1は G児と一緒に活動する。 

・G児、D児のタブレットには事前に選択

できるカードを作成しておく。 

・事前に写真の撮り方や、アプリの使用の

仕方は指導しておく 

・写真の撮り方に関しては指摘しない 

（目標外のことについては授業に差し支

えなければ指導はしない。） 

・順番を表す言葉を使用していない場合に

は、掲示物などを使用して確認するように

促す。 

・児童がタブレットの操作に苦労している

場合は支援する。 

・活動を継続したい希望があった場合は許

可する。 

・発表の支援をする 

・学習計画表 

・学習掲示物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイマー 

タブレット 

きつつきの材料 

 

（４）場面設定・教材など 

・学習プリントなどは実物を別紙添付する。 
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Ⅱ 指導後のふりかえりシート 

１ 学習評価 

 本時の目標／評価規準・基準 学習

評価   

児童の様子（全て書かず、空欄で

もよい） 

次時の目標についてのメ

モ（変更の有無など） 

A ・順番を表す言葉を使って、作り

方の説明する方法や文章を考え

る。 

〇順番を表す言葉を使って、発表

資料を作る。 

◎使用したタブレット 

〇 ・タブレットを使うことで、意欲

が高まっていた。 

・絵文字や色を変えるなど自分な

りの工夫をして、まとめることが

できていた。 

 

B ・順番を表す言葉を使って、作り

方を説明する文章を考える。 

〇順番を表す言葉を使って、発表

資料を作る。 

◎使用したタブレット 

〇   

C ・順番を表す言葉を使って、作り

方を説明する文章を考える。 

〇順番を表す言葉を使って、発表

資料を作る。 

◎使用したタブレット 

〇 ・コイルばねつくりに苦心してい

たが、あきらめないで取り組んで

いた。 

 

D ・順番を表す言葉を使って、作り

方を説明する文章を教師と一緒に

考える。 

〇順番を表す言葉を使って、教師

と一緒に発表資料を作る。 

◎使用したタブレット 

〇 ・ワークシートでの活動より、自

発的に作成することができてい

た。 

⇒タブレットの使用が有効 

 

E ・順番を表す言葉を使って、作り

方を説明する文章を考える。 

〇順番を表す言葉を使って、発表

資料を作る。 

◎使用したタブレット 

〇   

F ・順番を表す言葉を使って、作り

方の説明する文章を考える。 

〇順番を表す言葉を使って、発表

資料を作る。 

◎使用したタブレット 

〇 ・手順が分かるまでは時間がかか

る。 

 

G ・順番を表す言葉を使って、作り 〇 ・教師と一緒に活動できた。  
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方を説明する文章を教師と一緒に

考える。 

〇順番を表す言葉を使って、教師

と一緒に発表資料を作る。 

◎使用したタブレット 

 

２ 授業の評価 

・（箇条書きで、簡単に今日の授業についてのふりかえりと、次時へどのように展開していくか、変更点はない

かなどをメモする） 

・ 本時を展開した後で、作業に集中してしまい肝心のまとめる作業が中途半端になってしまっていたので、実

際に次の時間は作業と撮影を優先させ実施してみた。その場面でも作業に集中し写真撮影を忘れがちになる

児童がいたが、声掛けを適宜入れることで撮影できた。同時に予備セットを準備し、まとめの段階で写真が

足りないと感じた児童にはその場面を提供することができた。⇒作成活動が入る場合には、作業の事前確認

と臨機応変な対応も必要になる。見通しがあるようでその通りに行かない場面もあるので、混乱する児童が

出ることも予想される。 

・ 作成の教示の場面でプリントを強調しすぎたため、教科書を参考にする児童が少なくなってしまってい

た。教科書の写真なども見るよう教示する必要があった。⇒自分から気づいた児童がいた時点で教示するべ

きであった。 

＜参観者意見＞ 

・作業工程の中で、コイルばね作りは手先の巧緻性の学習にもなったのではないか、事前に取り組んでもよかっ

たのでは（参観者より） 

→児童によっては検討してもよかった。授業での新鮮味を考えてしまうが他の先生はどう考えるか。 

・タブレットを使用すると個人の自由度が上がる分、取り組むべき活動に集中しなかったり、終了できなくなっ

たりすることが多くなってしまうこともあるので使用したいものの活用できづらい実態もある。（参観者より） 

→本授業では、事前に学習時間に自由にタブレットを使用する時間があることを提示したことで、その時間を

心待ちにしながら授業に集中できた児童もいた。いつも タブレットを使用する中で、学習に使用するタブレ

ットの利便性に児童も気づいており学習に使うツールの一つとして機能できていると感じる。（書く、描くこ

とは苦手だが、入力や写真撮影ならできる等）通常の教育活動の中でもルールを守ることは徹底している。児

童の性格もルールを守ることをよしとしている児童が多いこともある。 

・知的支援学級での学習の中で題材設定の難しさを感じる、（参観者より） 

 

＜ワークシートの使い方＞ 

※私は、授業を作成するにあたっては目標（身に付けさせたい技能、技術）を始めに考えることが多いです。

その後それを学ぶために必要な題材とツールを考えることが多いです。大切にしているのは学ぶためにはどん

な工夫が必要か、児童の実態によって異なるのでその点について考えます。場合によっては、学ぶ必然性や必

要性を意図的に設定することもあります。（今回の授業ではおもちゃを作るために読み取り方を学ぶ等）児童が

楽しく、合理的に学べればと思っています。 

授業の中で気を付けていることは、学ばせたいこと以外に児童が混乱したり、困ったりする場面を極力減らす

ようにもしています。これらのことを考え支援などを設定していきます。 
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NISE 授業づくりサポートシート（試案版「いろいろな三角形」） 

Ⅰ 指導案づくり 

１ 指導体制  

授業者 （T1） 小学校 教諭 

 

２ 前時までの子ども実態や単元設定の理由など 

（１）前時までの子ども実態 

本特別支援学級には、１年生男児２名、３年生男児１名、４年生男児１名、６年生男児１名の計５名が在

籍している。算数の授業は、児童の認知能力に応じて、児童を２つのグループ（１年生グループと３～６年

生グループ）に分けて行っている。今回の報告では、３～６年生グループに対して行った授業について扱

う。 

本グループの児童３名（３年男児：A児、４年男児：B児、６年男児：C児）は、丸や三角、四角などの区

別はできているが、図や形としてかいて表したり、それらの形を生かしていろいろな絵をかいたり、図形を

組み立てたり分解したりするなどの作業において困難さが見られることがある。また、それぞれの辺や角の

特徴や図形の名称については、児童によって学習進度や理解の差があり、作図する際に使う道具の扱いにつ

いてもそれぞれ個人差がある。 

 

（２）単元設定の理由 

これまで、３名の児童は、それぞれの理解の状況に応じて、図形を学習してきている。A 児は、正三角形の

色板を使って形を構成したり、点を結んで三角形や四角形の形を作図したりすることが困難であったが、少し

ずつ自分の力でできるようになってきた。しかし、２年生で学習した角や直角三角形などの概念が十分に理解

できていないところがある。B 児は、三角と四角の区別はついており、簡単な三角や四角の形をかいたり、見

本を見て正三角形の色板で同じ形を作ったり、定規を使って点と点を結んで形をつくったりすることができる

ようになってきた。しかし、自分で定規を使って直線を引いたり、格子状に並んだ点を結んで形をかいたりす

ることには困難さが見られる。三角形や四角形についての概念についてもまだ十分に理解できていない。C 児

は、４年生の平面図形や角の大きさなどの学習をしてきており、定規やコンパスを使って作図するなどの活動

では、丁寧に取り組むことができる。しかし、いろいろな三角形や四角形の概念について、辺の長さや角の特

徴から形を分類することには、まだ困難さが見られる。 

そこで、二等辺三角形や正三角形、角に焦点をあてた本単元の学習を通して、図形についての理解を深め、

形を構成する力や認識する力を高めたいと考えた。直角三角形、正三角形、二等辺三角形の辺の数や長さ、角

の大きさなどの特徴を調べ、その特徴を生かして紙を折り曲げる、図形をかく・並べるなどの操作活動をしな

がら、身の回りにある図形への関心を深め、日常生活に生かせる知識の定着につなげたい。 

そのために、まずは辺に見立てた竹ひごを使って、モデルと同じいろいろな三角形や四角形を作ることで三

角形と四角形の異なる点を確認する。また、四角形である長方形と正方形の学習の際に、直角三角形の学習を

行ったことを振り返り、これからの 2種類の三角形の学習に関心を高められるようにする。そして、方眼マス

に書かれた図形をもとに、辺の長さによって二等辺三角形と正三角形の仲間分けができることを理解させ、実

際に図形を作図したり組み立てたりすることで、いろいろなイラストがかけることにつなげていく。円や正方

形を使って二等辺三角形や正三角形をかく際には、みんなで課題を解決していく場面を設け、一緒に考えて解
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決していく楽しさを味わわせたい。また、角について注目させるために、お互いの選んだ角と同じ大きさの角

を見つける活動を通して、重ねることで角の大きさが比べられることへの理解につなげていきたい。そして、

最後には児童が三角形の特徴をそれぞれまとめた後、単元の導入で見せた三角形を敷き詰めた模様を見せ、学

習をしてきたことで二等辺三角形や正三角形を見つけたり組み合わせたりできるようになったという達成感

を味わせたい。これらの学習を通して、図形のおもしろさや美しさを感じ、日常生活においてのほかの図形や

それらの図形を生かした活動への興味・関心につなげていく。 

（３）学習指導要領との対応 

本単元の単元の内容・目標は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の知的障害のある児童生徒に

対する教育を行う特別支援学校の各教科の目標・内容のうち、小学部算数科の以下に関するものと対応し

ている。 

3 段階 

（1）目標 

 B 図形 

 ア 身の回りのものの形の観察などの活動を通して、図形についての感覚を豊かにするとともに、も

のについて、その形の合同、移動、位置、機能及び角の大きさの意味に関わる基礎的な知識を理解

することなどについての技能を身に付けるようにする。 

イ 身の回りのものの形に着目し、ぴったり重なる形、移動、ものの位置及び機能的な特徴等につい

て具体的に操作をして考える力を養う。 

ウ 図形や数量の違いを理解し、算数で学んだことのよさや楽しさを感じながら学習や生活に活用し

ようとする態度を養う。 

（2）内容 

  B 図形 

[知識及び技能] 

ア（ア）㋐ ものの形に着目し、身の回りにあるものの特徴を捉えること。 

㋑ 具体物を用いて形を作ったり分解したりすること。 

[思考力、判断力、表現力等] 

ア（イ）㋒ 身の回りにあるものの形の観察などをして、ものの形を認識したり、形の特徴を捉え

たりすること。 

 

また、本単元の目標・内容は、小学校学習指導要領の内容から、算数科の以下に関するものを参照してい

る。 

第 1 学年 

 B 図形 

 [思考力、判断力、表現力等] 

イ（ア） ものの形に着目し、身の回りにあるものの特徴を捉えたり、具体的な操作を通して形の構

成について考えたりすること。 

第 3学年 

B 図形 

[知識及び技能] 

ア（ア） 二等辺三角形、正三角形などについて知り、作図などを通してそれらの関係に次第に着目
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すること。 

ア（イ） 基本的な図形と関連して角について知ること。 

[思考力、判断力、表現力等] 

イ（ア） 図形を構成する要素に着目し、構成の仕方を考えるとともに、図形の性質を見いだし、身

の回りのものの形を図形として捉えること。 

 

→以上の（１）、（２）、（３）に挙げたことより、単元「いろいろな三角形」を設定した。 

 

（４）基本的な指導・支援方針 

・児童が達成感を味わうことができるように、頑張ったことを互いに確認し励まし合う時間を設ける。 

・授業に用いる教材（ワークシート等）は、基本的に同じであるが、図形をかく箇所では児童に合わせたも

のを準備する。 

・授業の最初の５分間に、ふりかえりプリントで前時の学習の振り返りを行う。 

 

３ 単元名 

いろいろな三角形 

 

４ 単元の目標 

〇三角形や二等辺三角形、正三角形の定義や性質を理解し、定規やコンパスを使って三角形をかく技能につ

いて身につけるようにする。                                                                  

（知識及び技能） 

〇辺の長さや角の大きさといった図形を構成する要素に着目し、二等辺三角形や正三角形の特徴を捉えて選

択したりその特徴を説明したりする力を養う。                                         

（思考力・判断力・表現力等） 

  〇身近にある形の中から三角形や二等辺三角形・正三角形に気付き、進んで生活や学習に活用しようとす

る態度を養う。                                                                    

（学びに向かう力、人間性等） 

 

５ 単元の評価規準 

①知識・技能 ②思考・判断・表現 ③主体的に学習に取り組む態度 

・三角形は、辺の長さによって分

類されることを理解している。 

・二等辺三角形と正三角形は、角

の大きさに特徴があることを理

解している。 

・三種類の三角形を作図する技能

を身に付けている。 

・二等辺三角形と正三角形の特徴

について図形を構成する要素に

着目して簡単に説明できる。 

・三種類の三角形を見比べて、特

徴に合致したものを選ぶことが

できる。 

・身近にある形の中から進んで二

等辺三角形や正三角形を見つけ

ようとする。 

・二等辺三角形や正三角形でいろ

いろな模様やほかの形を作るこ

とができることを生活に生かそ

うとする。 
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６ 児童の実態と目標 

 個別の指導計画（抜粋） 本単元目標（個人毎に 3 レベル立てる）／評価基準 

児童 長期目標 短期目標 ①知・技 ②思・判・表 ③主体的 

A 児 ・当該学年

の学習内

容の基礎

が理解で

きる。 

・自分の考

えをかい

たり発表

したりす

る。 

◎：三角形の特徴を理

解・記憶し、いくつ

かの方法で作図する

ことができる。 

〇：三角形の特徴を理

解・記憶し、作図す

ることができる。 

△：三角形の特徴を理

解・記憶することが

できる。 

◎：三角形の特徴やか

き方を自分で考えて

説明することができ

る。 

〇：三角形の特徴を説

明できる。 

△：辺の長さや角の大き

さを比べて三角形を

分類することができ

る。 

◎：特徴を生かしていろ

いろな三角形をかい

たり学んだことを生

活の中で使ったりす

る。 

〇：学習したいろいろ

な三角形をかいたり

生活の中で見つけた

りする。 

△：補助を受けながら三

角形をかいたり生活

の中で見つけたりす

る。 

B 児 ・１年生の

学習内容

の基礎が

理解でき

る。 

・問題をよ

く読んで

考える。

仲間との

学習を協

力して行

う。 

◎：三角形の特徴につい

て理解・記憶するこ

とができる。 

〇：定規や方眼マスを

使って三角形をかく

ことができる。 

△：三角形をかくことが

できる。 

◎：辺の長さや角の大き

さで三角形を分類す

ることができる。 

〇：辺の長さを比べて

三角形を分類するこ

とができる。 

△：辺の長さを比べるこ

とができる。 

◎：特徴を生かしていろ

いろな三角形や四角

形をかいたり学んだ

ことを生活の中で見

つけたりする。 

〇：自分から問題に取

り組んだり、三角形

を見つけたりかいた

りしようとする。 

△：補助を受けて問題に

取り組んだり、三角

形を見つけたりかい

たりしようとする。 

C 児 ・３年生ま

での学習

内容の基

礎が理解

できる。 

・ノートや

ワークシ

ートに大

事なこと

をかいた

り覚えた

りしよう

とする。 

◎：三角形と四角形の仲

間の特徴を理解・記

憶し、いくつかの方

法で作図することが

できる。 

〇：三角形と四角形の

仲間の特徴を理解・

記憶し、作図するこ

とができる。 

△：三角形と四角形の仲

◎：三角形と四角形の種

類や特徴を自分で工

夫してまとめ、それ

ぞれの特徴を説明す

ることができる。 

〇：三角形と四角形の

種類や特徴をまと

め、それぞれの特徴

を説明することがで

きる。 

◎：三角形と四角形の特

徴を生かして図形を

かいたり学んだこと

を生活の中で使った

りする。 

〇：いろいろな三角形

や四角形を生活の中

で見つけたりかいた

りする。 

△：補助を受けて図形を

���



【資料 4】 

 

間の特徴を理解・記

憶することができ

る。 

△：三角形と四角形の種

類や特徴をまとめる

ことができる。 

かいたり生活の中で

見つけたりする。 

 

７ 教材についてのメモ 

「わくわく算数 ３年下」（啓林館） 

＜児童用＞ 

・竹ひご（６ｃｍと８ｃｍ各 11 本ずつ、１０ｃｍと１２ｃｍ各７本ずつ） 

・画用紙（ひごで作った図形を貼り付ける） 

・色紙（３枚） 

・二等辺三角形（２種類）と正方形（２種類）・・模様作り用各１２枚ずつ×３人分（色画用紙４種類） 

・ワークシート（毎時） 

・ふりかえりプリント 

・ふりかえりプリントを集約するためのまとめボード（厚紙） 

・自己記録用の記録用紙 

＜教師用＞ 

 ・拡大資料（教科書） 

・定規、コンパス、三角定規２種類（児童と同じ大きさ） 

・ワークシート拡大版（毎時） 

・二等辺三角形と正三角形（教示用） 

 

８ 単元計画 

 学習内容・学習活動 重点目標の評価規準 評価方法 

１ ひごを使って、いろいろな三角形と四

角形を作り、その特徴を確認する。 

いろいろな三角形や四角形を作

成し、大まかな特徴を見つけ

る。（①） 

観察、ワークシート 

２ 二等辺三角形と正三角形の特徴を知

り、三角形を分類する。 

二等辺三角形と正三角形の特徴

を見つけ、分類できる。（①、

②） 

ワークシート 

３ 

本時 

定規やコンパスを使って、３つの辺の

長さが違う三角形や二等辺三角形、正

三角形をかき、イラストを作る。 

ドットやマス目を使った方法、

コンパスを使った方法で三角形

をかくことができる。（①、②） 

観察、ワークシート、発

表 

４ 円や色紙（正方形）を使って、二等辺

三角形や正三角形を作る。 

円や色紙の特徴から、二等辺三

角形や正三角形を見つけること

ができる。（①、③） 

観察、ワークシート 

５ 角について知り、角の大きさを比べ

る。 

いろいろな形の角を見つけたり、

重ねて角の大きさを比べたりす

ることができる。（②、③） 

観察、ワークシート 

６ 二等辺三角形や正三角形の角の大きさ 二等辺三角形や正三角形の角の 観察、ワークシート 
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の特徴を調べる。 特徴を見つけることができる。

（①） 

７ 身の回りにある三角形を調べたり、同

じ大きさの形をしきつめて模様を作っ

たりする。 

二等辺三角形や正三角形を含め

た三角形の形の特徴を利用し

て、形を見つけたり模様を作っ

たりすることができる。（①、

③） 

観察、ワークシート 

 

９ 本単元と他教科等との関連 

 〇 生活単元学習 

・ 折り紙を折る作業過程において、正三角形や二等辺三角形があることに気付く。 

・ 友達の誕生会や季節の飾りで、二等辺三角形や正三角形をかいたり切ったものを並べたりして、飾りを

作ることができる。 

 〇 図画工作 

・ 正三角形をならべたり貼り付けたりして、模様の一部に仕上げることができる。 

 

１０ 本時 

（１）本時の目標 

ドットやマス目を使った方法、コンパスを使った方法で三角形をかくことができる。 

 

（２）単元に関する児童の実態と本時における各児童の目標 

 児童の実態 本時の目標／評価基準 指導の手立て・配慮 

A 児 定規やコンパス

をゆっくり使っ

て円をかくこと

ができる。 

[知・技] 

◎：提示文を読んで、定規とコンパスで二等辺三角形

と正三角形をかいている。 

〇：コンパスを使って教師の説明を聞きながら順序に

沿って二等辺三角形と正三角形をかいている。 

△：補助を受けながら、提示された長さの辺をかいて

いる。 

・かき方の順序が分か

るヒントカードを準

備する。 

[思・判・表] 

◎：定規とコンパスを使い、２つ以上の形が合わさっ

たイラストのかき方について、発表用シートをもと

にかきながら説明することができる。 

〇：（◎の前半部と同様）発表用シートを見ながら説明

することができる。 

△：（◎の前半部と同様）発表用シートを完成させるこ

とができる。 

・発表用シートに言葉

を書き込んで説明の

練習ができるように

する 
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B 児 三角形と四角形

の区別はでき

る。微細運動に

困難さがあるた

め、道具を使っ

て作図をするの

は少し困難さが

ある。 

[知・技] 

◎：ドットやマス目を数えながら 1人で三角形や四角

形をかいている。 

〇：ドットやマス目を数えて教師の説明を聞きながら

三角形や四角形をかいている。 

△：補助を受けながら三角形や四角形をかいている。 

・定規を固定させる教

具の工夫をすること

で、直線がかけるよ

うにする。 

[思・判・表] 

◎：ドットやマス目を使い、２つ以上の形が合わさっ

たイラストのかき方について、発表用シートをもと

にかきながら説明することができる。 

〇：（◎の前半部と同様）発表用シートを見ながら説明

することができる。 

△：（◎の前半部と同様）発表用シートを完成させるこ

とができる。 

・発表用シートに言葉

を書き込んで説明の

練習ができるように

する。 

C 児 定規やコンパス

を使って作図を

することはでき

る。形の区別は

できるが、文章

を読んで理解し

たり、説明をし

たりすることに

少し困難さがあ

る。 

[知・技] 

◎：提示文を読んで、定規とコンパスで二等辺三角形

と正三角形をかいている。 

〇：提示文を読んで、支援を受けながら定規とコンパ

スで二等辺三角形と正三角形をかいている。 

△：提示文と完成図を見て、定規とコンパスで図形を

かいている。 

・かき方の順序が分か

るヒントカードを準

備する。 

[思・判・表] 

◎：定規とコンパスを使い、２つ以上の形が合わさっ

たイラストのかき方について、発表用シートをもと

にかきながら説明することができる。 

〇：（◎の前半部と同様）発表用シートを見ながら説明

することができる。 

△：（◎の前半部と同様）発表用シートを完成させるこ

とができる。 

・発表用シートに言葉

を書き込んで説明の

練習ができるように

する。 

 

（３）本時の展開 

時刻 

（時配） 

学習活動 （※予想される児童の

反応） 

支援と留意点 □評価方法 【】評価教材  

・教材教具 

導入 

（10分） 

１ ふりかえりプリントで前時の

学習の振り返りをする。 

  

 

２ 本時の問題とめあてを確認す

る。 

・共通の復習内容も含めなが

ら、それぞれの児童に合わ

せた復習プリントを用意す

る。 

 

・ふりかえりプリント 

・前時のまとめ（掲示用） 

 

 

・正三角形と二等辺三角形の

説明をかいた視覚教材 
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・いろいろな長方形や正方形

（家の土台）のかいたイラス

ト 

展開 

（30分） 

３ 定規やコンパスを使って二等

辺三角形や正三角形をかく練習

をする。（屋根の設計図をか

く） 

①定規で自由に三角形と四角形を

かく。 

②A 児・C児：コンパスを使っ

て、二等辺三角形と正三角形を

かく。  

B 児：ドットやマス目を使って

二等辺三角形と正三角形をか

く。 

 

４ 提示された長方形や正方形

（家の土台）の上に二等辺三角

形や正三角形（屋根）をかく。 

〇チャレンジシートに与えられた

各方法でかく。 

〇発表用シートに言葉を入れて発

表の練習をする。 

〇お互いのかいているところを見

せ合う。 

 

５ イラストのかき方を発表す

る。 

 

 

・それぞれの課題ごとにワー

クシートを作り、クリアで

きたら次の課題に進めるよ

うにする。 

 

 

・B児がコンパスに興味をも

った場合は、簡単に使い方

を教え、白紙に自由にかか

せるようにする。 

 

・かき方が分からない児童に

は、１つずつヒントを与え

たり、一緒に考えたりし

て、発表シートまで取り組

めるように時間配分を考え

る。 

 

 

 

 

 

・発表の仕方は、実際にかい

てみながら発表するなどし

てもよいことを説明し、児

童に選択させる。 

 

 

 

 

 

・A 児、C児用ワークシート 

・B児用ワークシート 

・白紙 

□ワークシート 【知・技】 

 

 

 

 

・A 児、C児用チャレンジシ

ート 

・B児用チャレンジシート 

・A児、C児用発表シート 

・B児用発表シート 

 

 

 

 

 

 

□行動観察 【思・判・表】 

終末 

（5分） 

６ それぞれのよかったところを

伝え、頑張りを認め合い、次回

の学習への意欲につなげる。 

  

 

 

 

 

 

 

家の大きさに あわせた 

三角やねを かこう。 
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（４）場面設定・教材など 

１）配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）視覚教材 

・正三角形の説明をかいた視覚教材                      ・二等辺三角形の説明

をかいた視覚教材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B 児 
A 児 

C 児
 

黒板 

T１ 
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３）ワークシート等 

・A児、C児用ワークシート                            

 

 

・B 児用ワークシート 
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 ・A 児、C児用チャレンジシート 

 

 

 ・B 児用チャレンジシート 
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・A児、C児用発表シート 

 

 

 

 ・B 児用発表シート 
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Ⅱ 指導後のふりかえりシート 

１ 学習評価 

 本時の目標／評価基準 学習評価   児童の様子（全て

書かず、空欄でも

よい） 

次時の目標について

のメモ（変更の有無

など） 

A 児 [知・技] 

◎：提示文を読んで、定規とコン

パスで二等辺三角形と正三角形

をかいている。 

〇：コンパスを使って教師の説明

を聞きながら順序に沿って二等

辺三角形と正三角形をかいてい

る。 

△：補助を受けながら、提示され

た長さの辺をかいている。 

〇：コンパスで辺の

長さをとった後、

何をかくのか分か

っていない様子が

見られた。その場

で教えるとその箇

所はかくことがで

きたが、続きを進

んでかくことがで

きていなかった。 

分からないこと

や緊張などの影響

からいつものよう

に集中できていな

い様子であった。

いろいろな道具を

使うことで、混乱

しているようにも

見られた。児童自

身は一生懸命頑張

っていた。 

 ふりかえりプリン

トでも、コンパスの

使い方に慣れる問題

も取り入れる。 

同質の問題で繰り

返しかく練習をする

ことで、かき方の順

序を覚え、自信をも

ってかけるようにす

る。 

[思・判・表] 

◎：定規とコンパスを使い、２つ

以上の形が合わさったイラスト

のかき方について、発表用シー

トをもとにかきながら説明する

ことができる。 

〇：（◎の前半部と同様）発表用シ

ートを見ながら説明することが

できる。 

△：（◎の前半部と同様）発表用シ

ートを完成させることができ

る。 

未評価：三角形をか

く時間を十分に確

保したため、発表

をするまでに至ら

なかった。 

  かくことに慣れて

きた段階で、発表を

する機会を取り入れ

ていく。 

B 児 [知・技] 

◎：ドットやマス目を数えながら 1

人で三角形や四角形をかいてい

る。 

〇：ドットやマス目を数えて教師

の説明を聞きながら三角形や四

角形をかいている。 

△：補助を受けながら三角形や四

角形をかいている。 

〇：教師が頂点を２

つ指定するとその

2点を直線で結ぶ

ことができた。

「点を結んで直線

を引く」について

は指示があると取

り組んでいた。 

 一対一での指示

には反応し、素直

に頑張る様子が見

られた。二等辺三

角形と正三角形の

区別はできてい

た。 

斜めドットやマス

目を数えながら三角

形や四角形をかく活

動を続けていく。さ

らに、コンパスを使

って図形をかくこと

に挑戦させる。 
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[思・判・表] 

◎：ドットやマス目を使い、２つ

以上の形が合わさったイラスト

のかき方について、発表用シー

トをもとにかきながら説明する

ことができる。 

〇：（◎の前半部と同様）発表用シ

ートを見ながら説明することが

できる。 

△：（◎の前半部と同様）発表用シ

ートを完成させることができ

る。 

未評価：図形をかく

時間を十分確保し

たため、発表をす

るまでに至らなか

った。 

  かくことに慣れて

きた段階で、発表を

する機会を取り入れ

ていく。 

C 児 [知・技] 

◎：提示文を読んで、定規とコン

パスで二等辺三角形と正三角形

をかいている。 

〇：提示文を読んで、支援を受け

ながら定規とコンパスで二等辺

三角形と正三角形をかいてい

る。 

△：提示文と完成図を見て、定規

とコンパスで図形をかいてい

る。 

〇：初めは提示文を

読んで、一番にか

くとよい辺が分か

っていなかった。

一度教えると定

規、コンパスを使

って自分のペース

で丁寧にかくこと

ができた。 

 初めは教師が教

える必要があった

が、分かった後は

進んで作業に取り

組むことができ

た。きれいにかく

ことにこだわるこ

とで、時間はかか

るが正確な図形を

かくことができ

た。 

 いろいろな図形を

組み合わせてかく時

間も取り入れる。次

時でも操作活動にな

るため、一人ででき

そうであれば進めて

いけるようにする。 

[思・判・表] 

◎：定規とコンパスを使い、２つ

以上の形が合わさったイラスト

のかき方について、発表用シー

トをもとにかきながら説明する

ことができる。 

〇：（◎の前半部と同様）発表用シ

ートを見ながら説明することが

できる。 

△：（◎の前半部と同様）発表用シ

ートを完成させることができ

る。 

未評価：二等辺三角

形や正三角形をか

く時間を十分に確

保したため、発表

をするまでに至ら

なかった。 

  かくことに慣れ、

他の二人が十分に理

解できてきた段階

で、発表をする機会

を取り入れていく。 

 

２ 授業の評価 

〇本日のふりかえり 

・ 子ども達は、それぞれ熱心に、定規やコンパスを使って図形をかく作業に取り組むことができた。ただ、
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集中や活動の進み具合が児童間で違ったために、三角形のかき方を発表するまで行きつかなかった。そのた

め、お互いの取組を認め合う時間をもてなかった。最後に、ワークシートを見せ合う場面だけでも設定する

必要があった。 

・ それぞれの実態に合わせた活動を取り組んでいくために、机を離した状態で行ったが、３人それぞれに対

しての個別の指導が必要であり、教師の動きが多くなった。三人の机を近づけて、活動の見届けがしやすく

する机の配置にした方がよかった。 

・ A 児、C児と B児用のワークシートを用意したのはよかった。B児用は三角形、四角形だけにするか、二人

と同じように二等辺三角形や正三角形もかく形にするかで迷い、後者で作成したところ、マス目やドットの

とり方が難しい形になってしまった。B児はドットを自分で頂点を選んで三角形をかくことも十分理解できて

いなかったことから、三角形と四角形だけをかく計画通りのワークシートにする必要があった。 

〇今後の展開 

・ 児童たちは、「いろいろな三角形」の授業を進める中で、授業開始時に行う５分間のふりかえりプリントの

際に、プリントへの注意が逸れる場面が見られた。そのため、単元計画の４以降、５分間のふりかえりプリ

ントにおいて、以下の記録用紙を机の左上に貼り付け、タイマーの音が鳴るたびに、児童がふりかえりプリ

ントに従事していたか否かを記録する自己記録手続きを導入する。タイマーの音は２分ごとに鳴るよう設定

する。つまり、ふりかえりプリント開始から２分後と４分後にタイマーが鳴り、児童が自己記録できるよう

にする。 

 

じかん ポイント ○・×

２分 プリントにとりくんでいましたか？

４分 プリントにとりくんでいましたか？
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NISE 授業づくりサポートシート（試案版「100 までのかずにチャレンジ」） 

Ⅰ 指導案づくり 

１ 指導体制  

  授業者 （T1） 小学校 教諭 

 

２ 前時までの児童の実態や単元設定の理由など 

① 前時までの児童の実態 

本学級は、１年生男児１名、２年生男児１名、４年生男児１名、５年生男児１名の計４名が在籍してい

る。算数の授業は、児童の実態に応じて、３つのグループ（１年生グループと４年生グループと２・５年生

グループ）に分けて行っている。今回の報告では、２・５年生にグループに対して行った授業について扱

う。 

本グループの児童２名（２年生男児：D児、５年生男児 B児）は、百玉そろばんなどを使って５ずつや 10

ずつで数えることができ、100 までの数においては、数の大小もよく理解できている。また、お金について

は 10 円玉と 1円玉の数を数えて何円あるかを答えたりを金額にあわせて硬貨を提示したりすることができ

る。しかし、２けたの数の十の位が何を表しているのか理解できておらず、多くのものを数えるときに１ず

つ数えてしまうことで全体数が正しく数えられないなど、数の仕組みの理解や日常生活につながる算数の力

はまだ十分に身についていないと思われる。 

② 単元設定の理由と本単元において身につけさせたい力 

   これまでの学習では、百玉そろばんや数図ブロックなど、10 のかたまりが分かりやすい教材については

正しく数えることができている。しかし、自分の力で多くのものを数えるときは、10 ずつのかたまりに分

けながら数える方法を用いることができていない。また、２けたの数が「10 がいくつで 1がいくつ集まっ

た数」なのか、その仕組みを説明することも難しい。そこで、具体的なものの数や模型のお金を使った具

体的な操作から、数を数える便利な仕組みとして「位」があるということが理解できるようにしていきた

い。 

③ 年間指導計画における本単元の位置づけ 

本単元は、１年生での「100 までの数」を通して十分でなかった部分を補うものとして、２年生の「100 を

こえる数」につながる単元として設定する。 

④ 学習指導要領との対応 

  本単元の目標・内容は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の知的障害のある児童生徒に対する教

育を行う特別支援学校の各教科の目標・内容のうち、小学部算数科の以下に関するものと対応させている。 

  ３段階  

（１）目標 

    Ａ 数と計算 

     ア 100 までの数の概念や表し方について理解し、数に対する感覚を豊かにするとともに、加法、

減法の意味について理解し、これらの簡単な計算ができるようにすることについての技能を身に付け

るようにする。  

イ 日常の事象について、ものの数に着目し、具体物や図などを用いながら数の数え方や計算の仕方を

考え、表現する力を養う。  
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ウ 数量の違いを理解し、算数で学んだことのよさや楽しさを感じながら学習や生活に活用しようとす

る態度を養う。 

（２）内容 

 Ａ 数と計算  

〔知識及び技能〕  

ア（ア）㋒ 数える対象を２ずつや５ずつのまとまりで数えること。 

㋓ 数を 10 のまとまりとして数えたり、10 のまとまりと端数に分けて数えたり書き表したり

すること。  

〔思考力、判断力、表現力等〕 

ア（イ）㋐ 数のまとまりに着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、学習や

生活で生かすこと。 

 

また、小学校学習指導要領の内容から、算数科の以下に関するものを参照している。 

  第１学年 

  A 数と計算 

 〔知識及び技能〕 

  ア（オ） ２位数の表し方について理解すること。   

（キ） 数を、十を単位としてみること。    

（ク） 具体物をまとめて数えたり等分したりして整理し、表すこと。 

  〔思考力、判断力、表現力等〕 

  イ（ア） 数のまとまりに着目し、数の大きさの比べ方や数え方を考え、それらを日常生活に生かすこ

と。 

 

⑤ 指導全般における基本方針 

・ 子ども達の意欲が続くように、毎時間問題を解決するたびに、次の新しいチャレンジに挑戦する流れ

をストーリー仕立てにし、初めに単元のゴールを確認できるようにしておく。 

・ 授業の最初の 5分間にふりかえりプリントで前時の振り返りを行う。１回目の授業では、これまでの

学習のふりかえりを行う。 

 

３ 単元名 

  100 までのかずにチャレンジ 

 

４ 単元の目標 

〇 1 円玉や 10 円玉について 10 のまとまりを作りながら数えたり、そのまとまりと端数の数をもとに 2位数

で表したりする。        

（知識及び技能 ３段階 ア（ア）） （知識及び技能 第１学年 ア） 

〇  5円玉や 50 円玉に着目し、100 までの数の金額の硬貨を出す方法や速くて正確に数える方法について

考えようとする。                 

（思考力、判断力、表現力等 3段階ア（イ））（思考力、判断力、表現力等 第 1 学年 イ） 

 〇 10 のまとまりで数えることや 5円玉や 50 円玉を使って金額を表す方法の良さに気付き、実践してみよう
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とする。                                                       

（学びに向かう力、人間性等） 

 

 

５ 単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・数える対象を２ずつあるいは

５ずつで 10 のまとまりを作りな

がら数え、100 までの数を読んだ

り書き表したりすることができ

る。 

 

・4 種類の硬貨を使って 100 まで

の数の金額の硬貨を出す方法につ

いて考えることができる。  

・２ずつや５ずつ数えて 10 のまと

まりを作りながら数えることや 5

円玉、50 円玉を使うことが速く正

確に金額を提示できることに気付

き、試そうとしている。 

 

 

６ 児童の実態と本単元の評価基準 

児

童 
児童の実態 

本単元の評価基準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

D 指示をすれば 100 ま

での数を１ずつ、２

ずつ、５ずつ、10

ずつで数えることは

できるが、指示がな

ければ１ずつ数えて

しまう。位の仕組み

はまだ理解できてい

ないが、数の大小に

ついては理解できて

いる。お金について

は、１円玉と 10 円

玉を使って、２位数

の金額を提示するこ

とはできる。 

①：100 までの数を２ずつ

あるいは５ずつで 10 の

まとまりを作りながら

数えたり書き表したり

することができる。 

②：ヒントカードを見

て、100 までの数を２ず

つあるいは５ずつで 10

のまとまりを作りなが

ら数えたり書き表した

りすることができる。 

③：教師に教えてもらい

ながら、100 までの数を

２ずつあるいは５ずつ

で 10 のまとまりを作り

ながら数えたり書き表

したりすることができ

る。 

①：100 までの数の金額の

硬貨を正確に速く数える

ことができる数え方を考

えることができる。 

②：ヒントカードを見て、

100 までの数の金額の硬

貨を正確に速く数えるこ

とができる数え方を選ぶ

ことができる。 

③：教師に教えてもらいな

がら、100 までの数の金

額の硬貨を正確に速く数

えることができる方法を

ヒントカードから選ぶこ

とができる。 

 

①：自ら進んで、10 のま

とまりを作りながら数

えることや 5円玉や 10

円玉を使う方法の良さ

に気付いて試そうとし

ている。 

②：教師に教えてもらう

ことで、意欲的に 10 の

まとまりを作りながら

数えることや 5円玉や

10 円玉を使う方法の良

さに気付いて試そうと

している。 

③：教師に声かけをされ

教えてもらうことで、

10 のまとまりを作りな

がら数えることや 5円

玉や 10 円玉を使う方法

の良さに気付いて試そ

うとしている。 
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B 指示をすれば 100 ま

での数を１ずつ、５

ずつ、10 ずつ数え

ることはできるが、

２ずつ数え続けるこ

とは難しい。位の仕

組みはまだ理解でき

ていないが、数の大

小については理解で

きている。お金につ

いては、１円玉と

10 円玉を使って、

２位数の金額を提示

することはできる。 

①： 100 までの数を２ず

つや５ずつで 10 のまと

まりを作りながら数

え、読んだり書き表し

たりすることができ

る。 

②：教師や教材の助けな

く、100 までの数を 10

のまとまりを作りなが

ら数え、読んだり書き

表したりすることがで

きる。 

③：ヒントカードをもと

に教師に教えてもらい

ながら、100 までの数を

２ずつあるいは５ずつ

で 10 のまとまりを作り

ながら数えたり書き表

したりすることができ

る。 

①：100 までの数の金額の

硬貨を正確に速く数える

ことができる数え方を考

えることができる。 

②： ヒントカードを見て、

100 までの数の金額の硬

貨を正確に速く数える数

え方を選ぶことができ

る。 

③：教師に教えてもらいな

がら、100 までの数の金

額の硬貨を正確に速く数

えることができる数え方

をヒントカードから選ぶ

ことができる。 

①：自ら進んで、10 のま

とまりを作りながら数

えることや 5円玉や 10

円玉を使う方法の良さ

に気付いて試そうとし

ている。 

②：教師に教えてもらう

ことで、意欲的に 10 の

まとまりを作りながら

数えることや 5円玉や

10 円玉を使う方法の良

さに気付いて試そうと

している。 

③：教師に声かけをされ

教えてもらうことで、

10 のまとまりを作りな

がら数えることや 5円

玉や 10 円玉を使う方法

の良さに気付いて試そ

うとしている。 

 

 

７ 教材についてのメモ 

・ 「大きいかず」（啓林館 小学校算数１年） 

・ 模型のお金（１円玉、５円玉、10 円玉、50 円玉） 

・ ヒントカード（お金の変換の仕方が書かれたカード） 

・ それぞれのワークシート 

 

 

８ 単元計画 

 学習内容・学習活動 重点目標の評価規準 評価方法 

１ たくさんの１円玉を 2円ずつや 5円ず

つで数えたり、10 円玉に変換したりす

る活動を通して、100 円までの金額につ

いて 10 円玉を使って表す。 

２円ずつ、５円ずつ数えて 10 円

に変換し、位取り記数法の仕組

みを理解して、２けたの数で表

すことができる。 

観察、ワークシート 

 

２ １円玉と 10 円玉だけを使う方法や５円

玉と 50 円玉を使う方法で、100 円まで

の金額を表す。 

２位数をいろいろな硬貨の組み

合わせで表したり、できるだけ

速く提示できる方法を見つけた

りすることができる。 

観察、ワークシート 
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３ ４種類の硬貨（１円玉・５円玉・10 円

玉・50 円玉）を使って、買い物ゲーム

をする。 

100 円までの数を５円玉や 50 円

玉を使って、できるだけ少ない

数の硬貨で提示することができ

る。 

観察、ワークシート 

 

 

 

９ 本単元と他教科等との関連 

 ・ 本単元で学習したことを生かして、ものを数える場面では、「２ずつ」「５ずつ」数えることを積極的に

使うよう促す。また、生活単元学習において、買い物学習に行く際に、下２桁の金額を出すなど、実際の生

活で生かせるようにしていく。 

 

 

１０ 本時（第 2次） 

（１）本時の目標 

 ・ 4 種類の模型の硬貨を使って、２位数の金額のいろいろな表し方を考え、その中で速く正確に出せる方法

を見つける。 

（思考力、判断力、表現力） 

 

 

（２）本時の目標 

 本時の目標／評価基準 指導の手立て 

D ①：同じ金額になる硬貨の組み合わせを考えたり、

硬貨の枚数をできるだけ少ない方法で表したりする

ことができる。 

②：ヒントカードを見て、同じ金額になる硬貨の組

み合わせを考えたり、硬貨の枚数をできるだけ少な

い方法で表したりすることができる。 

③：同じ金額になる硬貨の組み合わせについて教師

に教えてもらいながら、硬貨の枚数をできるだけ少

ない方法で表したりすることができる。 

 

 やり方が分かれば、１人で取り組むことがで

きるため、ヒントを出しながらも答えは１人で

導けるようにしていきたい。気分によって左右

されることが多いため、意欲を高めるような導

入を行う。 

 

B ①：同じ金額になる硬貨の組み合わせを考えたり、

硬貨の枚数をできるだけ少ない方法で表したりする

ことができる。 

②： ヒントカードを見て、同じ金額になる硬貨の組

み合わせを考えたり、硬貨の枚数をできるだけ少な

い方法で表したりすることができる。 

③：教師に教えてもらいながら、同じ金額で硬貨の

枚数を少なくなる硬貨の組み合わせを選ぶことがで

 考え方を理解できるようにするために、集中

して話を聞けるよう発問をしながら授業を行

う。やり方を思い出せるように、ヒントカード

はいつ見てもよいこととする。 
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きる。 

 

（３）本時（１０月８日３校時）の展開 

時間

（分） 

学習活動 ○支援と留意点 □評価方法 【】評価規準 

・教材教具 

１０ 

 

 

 

〇前時の復習ミニプリントに

取り組む。 

〇前時の学習を振り返りなが

ら、本時の問題とめあてを確

認する。 

 

 

 

 

 

〇復習ミニプリントは、すぐに

始められるように準備してお

く。 

〇前回のミッションであった

「1円玉 43 枚を 2 種類の硬貨で

表す」についての学習内容を掲

示物で振り返られるようにして

おく。 

・復習ミニプリント 

・前時を振り返る掲示物 

  

    

１５ 〇財布に入るためには、どう

したらよいか考える。 

・硬貨の数を少なくする必

要があることに気付く。 

〇同じ金額になる硬貨の組み

合わせについて考える。 

 

〇その中で、より硬貨が少な

い方法を考え、ワークシート

に自分の考えをかく。 

〇 意見が出てこない場合は、

前時の掲示で、１円玉 10枚が

10 円玉 1枚になったことを確認

させる。 

 

〇10 円は 10 円玉、５～１０円

は５円玉などを使う方が便利で

あることに気付かせるようにす

る。 

 

・10 円が 10 こ入ったケース 

・硬貨（１円玉、５円玉、10

円玉、50 円玉） 

□ワークシート【思・判・

表】 

・硬貨を置くボード 

・ヒントカード 

                

１５ 〇カードに書かれた金額をで

きるだけ硬貨が少なくなる

ように、硬貨を提示する。 

 

 

〇財布に入ること以外に、硬

貨が少ない方がよいことの良

さについて考える。 

〇個人で考える時間と、一緒に

考える時間を確保し、できるだ

け「５円玉」「50 円玉」を使う

ような硬貨の出し方を硬貨の枚

数に注目させる。 

〇意見が出てこない場合は実際

に多い場合と少ない場合で確か

めてみる。 

・問題カード 

・ヒントカード 

・硬貨（１円玉、５円玉、10

円玉、50 円玉） 

        

５ 〇それぞれ分かったことや頑

張ったことを発表し、次回

の学習への意欲につなげ

る。 

〇次回の予告状で、「100 円まで

屋」で 100 までの数の問題に挑

戦することを知らせる。 

 

 

 

 たくさんのお金がさいふに入るほうほうをかんがえ

よう。 
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（４）場面設定・教材など 

 ・ 模型のお金を多く使うことから、操作活動を行う作業用の机を別に用意する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 指導後のふりかえりシート 

１ 本時の学習評価 

 本時の目標／評価基準 学習

評価   

児童の様子（全て書か

ず、空欄でもよい） 

次時の目標についての

メモ（変更の有無等） 

D ①：同じ金額になる硬貨の組み合わせを考え

たり、硬貨の枚数をできるだけ少ない方法で

表したりすることができる。 

②：ヒントカードを見て、同じ金額になる硬

貨の組み合わせを考えたり、硬貨の枚数をで

きるだけ少ない方法で表したりすることがで

きる。 

③：同じ金額になる硬貨の組み合わせについ

て教師に教えてもらいながら、硬貨の枚数を

できるだけ少ない方法で表したりすることが

できる。 

③  意欲的に１円玉を 10

枚ずつ数えていた。し

かし、１円玉５枚を５

円玉１枚にすることに

ついて、自身で気付く

ことが難しいようだっ

た。最後に、50 円玉や

５円玉を使ってお金を

財布に入れる際には、

お金が入ることに驚く

様子が見られた。 

多くの１円玉につい

て、５円玉や 10 円玉

に変換することに気付

かせるために、次時の

開始時に実際に操作さ

せた後で本時の学習に

進めるようにする。 

B ①：同じ金額になる硬貨の組み合わせを考え

たり、硬貨の枚数をできるだけ少ない方法で

表したりすることができる。 

②： ヒントカードを見て、同じ金額になる硬

貨の組み合わせを考えたり、硬貨の枚数をで

③  10 円玉の枚数の答え

方（例：３枚）と金額

の答え方（例：30 円）

を混乱している状況が

見られた。教師が声を

 硬貨の枚数と金額の

区別が十分でないた

め、１円玉 10枚で 10

円玉にすることを目標

にした課題に限定し、

黒板 

作業台 

B 児 D 児 

担任 
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きるだけ少ない方法で表したりすることがで

きる。 

③：教師に教えてもらいながら、同じ金額で

硬貨の枚数を少なくなる硬貨の組み合わせを

選ぶことができる。 

かけると、10 円玉や１

円玉を数える活動にお

いて、教師と一緒であ

れば取り組む様子が見

られた。 

D 児とは別課題に取り

組ませる。 

２ 本時の評価 

・ 子どもたちは、「買い物にいくために」と意欲的に取り組んでいた。各ミッションをクリアすることに意欲

をもって取り組んだため、ミッションがつながるストーリー仕立てが有効であった。 

・ 具体的な操作を入れることで、子どもたちも意欲的に取り組む様子が見られた。２人とも到達目標は③と

なってしまったが、子どもたちにとって有効な支援や新たな課題を見つけることができた。 

・ 1 回目の授業が終わった時点で、５円玉と 50 円玉の紹介や１円玉、10 円玉との関係についても触れておく

必要があった。また、１円玉 10枚で 10 円玉１枚になることについても、前回のヒントカードを残してお

き、それを利用したほうがよかった。 

 

３ 単元の評価 

（１）児童に関する評価 

 ・ D 児は、学習のヒントを与える際、文字情報に弱いため、ヒントカードだけでは難しいようであった。ま

た、掲示物に注意がそれてしまうなど、集中が途切れる場面も見られた。視覚的な情報を使って考えさせる

よりも、実際に操作させることで意欲的に取り組む様子が見られた。最終課題では、与えられた２つの課題

を自分なりに理解して取り組む様子が見られ、硬貨の変換も１人でスムーズにできるようになった。 

・ B 児は、現在の段階では声かけが必要であり、気持ちが切り替わると頑張る姿が見られた。教師の声かけに

は必ず反応し、的確に答える場面も多かったため、最終課題は D児とは別に設定した。１つ１つ教師の説明

や一緒に考えることが必要であったが、クリアできたときは満足そうにしていた。 

 

（２）授業の評価 

・ 100 までの数の仕組みを理解する目的があった本単元であったが、お金の変換を取り入れすぎたことで、児

童が混乱する場面もあった。そのため、B児に対しては内容を精選して進めた。 

・ 硬貨を数えたり硬貨を変換したりする操作活動を通して、D児 B児ともに少しずつ 100 までの数と金額とが

結びついたようであった。 

・ 身近な場面の中で身近にあるものを使うことで、児童にとっての算数の学習が具体的に生活に役立つもの

になると感じた。 
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【資料 6】 研究 B-3 研究総括質問紙調査（一部省略） 

１ （１年次の授業研究について）国立特別支援教育総合研究所（以下、研究所と記す）から提示された

「サポートキット」を基にした学習指導案作成はいかがでしたか？（選択肢から一つ選択） 

① 「サポートキット」の意図が理解できず、難しかった。 

② 「サポートキット」の意図は理解できたが、煩雑だった。 

③ 「サポートキット」の意図は理解できたが、作成過程が違ったので戸惑った。 

④ 「サポートキット」の意図が理解できて、示された方法で作成できた。 

⑤ 「サポートキット」の意図が理解できて、これまでよりも楽に作成できた。 

⑥ 「サポートキット」の意図が理解できて、これまでよりも考えて作成ができた。 

⑦ その他（具体的に                           ） 

２ （１年次の授業研究について）集団化と個別化の課題に迫るために「集団化から個別化」と「個別化か

ら集団化」の展開をして授業研究をしたのはいかがでしたか？（選択肢から一つ選択） 

① 研究の意図が理解できず、授業づくりや授業参観の視点がもてずに難しかった。 

② 研究の意図は理解できたが、授業準備がたいへんだった。 

③ 研究の意図は理解できたが、これまでに無い授業展開が要求されたので戸惑った。 

④ 研究の意図は理解できて、研究仮説を踏まえた授業づくりができた。 

⑤ 研究の意図が理解できて、研究仮説に自らの考えを含めた授業づくりができた。 

⑥ 研究の意図が理解できて、研究仮説に問題提起する授業づくりができた。 

⑦ その他（具体的に                           ） 

３ （２年次の授業研究について）研究所が改訂した新しいバージョンの「サポートキット」を基にした

学習指導案作成はいかがでしたか？（選択肢から一つ選択） 

① 「サポートキット」の意図が理解できず、難しかった。 

② 「サポートキット」の意図は理解できたが、煩雑だった。 

③ 「サポートキット」の意図は理解できたが、作成過程が違ったので戸惑った。 

④ 「サポートキット」の意図が理解できて、示された方法で作成できた。 

⑤ 「サポートキット」の意図が理解できて、これまでよりも楽に作成できた。 

⑥ 「サポートキット」の意図が理解できて、これまでよりも考えて作成ができた。 

⑦ その他（具体的に                           ） 

４ （２年次の授業研究について）授業者の視点と学習者の視点の双方向から授業研究をするためにビデ

オカメラで撮影する授業研究を行ったのはいかがでしたか？（選択肢から一つ選択） 

① 研究の意図が理解できず、ビデオカメラの撮影が煩わしかった。 

② 研究の意図は理解できたが、ビデオカメラの撮影の効果は感じられなかった。 

③ 研究の意図は理解できたが、ビデオカメラで撮影した資料を活用しきれなかった。 

④ 研究の意図が理解できて、ビデオカメラで撮影した資料を参考にすることができた。 

⑤ 研究の意図が理解できて、ビデオカメラで撮影した資料を授業づくりに生かせた。 

⑥ 研究の意図が理解できて、ビデオカメラで撮影した資料を基に授業改善ができた。 
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⑦ その他（具体的に                           ） 

５ （２年次の授業研究について）指導と評価の一体化のために観点別評価を取り入れて、スモールステッ

プの指導内容から評価基準を設定したのはいかがでしたか？（選択肢から一つ選択） 

① 観点別評価とスモールステップが理解できず、難しかった。 

② 観点別評価とスモールステップは理解できたが、煩雑だった。 

③ 観点別評価とスモールステップは理解できたが、作成過程が違ったので戸惑った。 

④ 観点別評価とスモールステップが理解できて、示された方法で作成できた。 

⑤ 観点別評価とスモールステップが理解できて、これまでよりも楽に作成できた。 

⑥ 観点別評価とスモールステップが理解できて、これまでよりも考えて作成ができた。 

⑦ その他（具体的に                           ） 

６ （２年間の研究を通して）本研究を終えるに当たり、最も学べたことは何ですか？（選択肢から一つ

選択） 

① 学習指導案作成の方法 

② 集団化と個別化の二つの視点を取り入れた授業展開の方法 

③ 観点別評価の方法 

④ スモールステップの指導内容を踏まえた指導と評価の方法 

⑤ ビデオカメラで撮影して振り返る授業改善の方法 

⑥ 授業者と参観者で協議してリフレクションをする授業研究の方法 

⑦ その他（具体的に                           ） 
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知的障害特別支援学級担任のための
授業づくりサポートキット（小学校編）

2019～2020年度 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 基幹研究
「知的障害特別支援学級担当者サポートキットの開発̶授業づくりを中心に̶」

研究成果物

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所　知的障害教育研究班
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　このサポートキットは、小学校の知的障害特別支援学級を担任したば
かりか、あるいは知的障害教育に携わる経験が浅い先生方向けに、授業
づくりのヒントを得られるよう作成しました。
　小学校の知的障害特別支援学級の担任には、小学校の通常の教育課程
に加え、特別支援学校小学部学習指導要領にある「知的障害者である児
童に対する教育を行う特別支援学校の各教科」を参考資料とし、児童の
実態に応じた教育課程を編成することが求められます。また、在籍児童
の知的障害の状態や、人数、学年はさまざまであり、指導計画の作成や
授業づくりなども一人ひとりの実態に応じて行うため、担任として求め
られる専門性は高く、幅広いのです。
　しかし、だからこそ、教師の創造性を発揮し、一人ひとりのニーズに
応じた授業づくりを行う醍醐味や面白さがあり、また、児童の反応が
返ってきたときの充実感は大きいものです。
　子どもの「ん？」と真剣に考える表情や、「できた！」という自信
満々の笑顔。本書が、そんな姿を引き出す授業づくりの一助となれば幸
いです。
　なお、本書には、授業づくりに特化した重要な内容を厳選して掲載し
ていますが、都道府県や市区町村の教育委員会・教育センターからも、
特別支援学級の運営や個別の指導計画の書き方などに関する特別支援学
級担任向けの資料が各種発行されています。こうした情報と併用しなが
ら、ご活用ください。
　また、同僚や他校の知的障害特別支援学級担任、特別支援教育コー
ディネーターや特別支援教育支援員、管理職の方々と本書を共有し、活
用いただければ幸いです。

研究代表者　涌井 恵（独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所）

はじめに

「すけっと」は、「助っ人」という日本語と、英語のアクロニム Sukett; Support Kits to Empower Teacher Teams
（教員チームをエンパワメントするためのサポートキット）をかけてつけたものです。
このサポートキットが先生方の授業づくりの助けとなり、指導力を高め元気づけるものとなるよう願っています。
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もくじ

これだけは知っておきたい！実践編
授業づくりにあたって、知っておきたい実務的な知識について概説しています。

知的障害のある児童の指導のイロハ 6
知的障害のある児童の「国語科」指導のコツ 10
知的障害のある児童の「算数科」指導のコツ 16
授業づくりの流れとポイント解説 24
読み物：「指導内容ステップ表」のすすめ 35
読み物：行動観察のヒント 37
読み物：困った行動を減らすには 39

もっと知りたい！理論編
教育課程や学習評価に関する国の動向について概説しています。

教育課程の編成 47
学習評価の基本的理解 52

すぐに役立つ！資料編
授業づくりだけでなく、教室環境や連絡帳などの写真を掲載しています。
また動画URLなどを掲載しています。

環境整備、教材・教具の工夫 59
ウェブページ ～すけっとばすけっと～ 74
読み物：知的障害のある児童の学習におけるICT活用 77
参考文献 81

NISE授業づくりサポートシートでばっちり！事例編
NISE授業づくりサポートシートの記入例から、実際の事例をイメージすることができます。

NISE授業づくりサポートシートと使い方 2
事例１　国語科「書くこと」 8
事例２　国語科「読むこと」 27
事例３　算数科「測定」 46

＊「年間指導計画」の例が別のファイルにあります。

別冊
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の主な使い方

知的障害特別支援学級の授業づくりが知りたい

　　　 の知的障害特別支援学級の授業の質を高めたい

　　　 の知的障害特別支援学級の授業の質を高めたい

知的障害の特徴➡

実践編

NISE授業づくり
サポートシートを
使った研究授業

研修での
NISE授業づくり

サポートシートの活用

授業づくりの具体的手順➡

実践編・事例編

教室環境や教材の例➡
資料編

動画講義
「すけっと　どうが」を
使った校内研修

本冊子の
地域内の周知

教育課程や学習評価➡

理論編

NISE授業づくり
サポートシートを使った授業づくり➡

事例編

指導事例➡

事例編

その他 役立ち情報➡

読み物

● 年に数回、NISE授業づくりサポートシートを使って授業づくりを行うと、知的
障害特別支援学級の授業づくりの理解が深まります。ぜひ、活用してください。

● NISE授業づくりサポートシートを使った研究授業は、知的障害特別支援学級の
授業づくりの研修に役立ちます。また、動画講義は校内研修に活用できます。

● NISE授業づくりサポートシートは、研修で授業づくりに関する演習を行う際の
教材として役立ちます。

校内

地域
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これだけは知っておきたい！

実 践 編
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知的障害とは？

　知的障害とは「知的機能の発達に明らかな遅れ」と「適応行動の困難性を伴う状態」が
「発達期」に起こる障害のことをいいます。「知的機能の発達に明らかな遅れ」とは、認知発
達や言語発達などの知的機能に関わる側面において、全般的に同年齢の子どもの平均的水準
と比較して有意に遅れがあることを指します。また、「適応行動の困難性を伴う状態」とは、
他人とのコミュニケーション、日常生活や社会生活、安全、仕事、余暇利用などの社会適応
に関する能力について、同年齢の者に標準的に要求される水準に至っていない状態のことを
指します。なお、「発達期」とは18歳以下を指すことが一般的です。知的障害の多くは、胎児
期、出生時および出生後の比較的早期に起こります。
［出典：文部科学省「教育支援資料 ３ 知的障害」https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/
material/1340250.htm］ 

実態把握の重要性

　知的障害のある子どもへの指導を始めるに当たっては、本人の行動観察や各種の発達検
査、保護者などからの聞き取りにより、認知面、言語面、対人・社会面、運動面の発達全般
に関する情報を収集し、その子の発達像を捉えます。それをもとに、指導の内容や方法、支
援の工夫を考えていきますが、その際には、できていないことだけでなく、できていること
や、好きなことを足がかりに指導を組み立てていくことが重要です。

知的障害のある児童の
指導のイロハ

Point

●  「知的障害」は、どのような障害で、どのような学習上の特性があり、どのような教
育的支援が必要なのか、理解しましょう！

●  特性や実態は、一人ひとり異なります。授業づくりの第一歩は、「実態把握」で
す！

● 一人ひとりの個性を発揮するために、学級全体の特徴を把握しましょう！
●  自立と社会参加に向けて、個々の児童が主体的に授業に取り組むことや、学校生活、
社会生活を送ることができるように、実態に応じた教育課程を編成しましょう！

実 

践 

編

知
的
障
害
の
あ
る
児
童
の
指
導
の
イ
ロ
ハ
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　具体的な実態把握の方法や内容については、各都道府県などの教育センターより各種の資
料が発行されています。個別の指導計画の書き方についての資料などに、実態把握に関して
記載してあるものもあります。また、各自治体で決まった書式を採用している場合もありま
す。巻末の資料などを参考に、ご自身の自治体の資料も活用してみてください。

知的障害のある児童生徒の特性・教育的対応

　ここでは、知的障害のある児童生徒の学習上の特性や、教育的対応の基本について押さえ
ておきましょう。
　〈図１〉では「知的障害のある児童生徒の学習上の特性等」を、〈図２〉では「知的障害の
ある児童生徒の教育的対応の基本」についてまとめています。

〈図１〉知的障害のある児童生徒の学習上の特性等
［出典：特別支援学校学習指導要領解説各教科等編（平成30年３月 p26）　※赤字と青字は筆者らによる］

知的障害のある児童生徒の学習上の特性等
特別支援学校学習指導要領解説各教科等編：平成30年3月 p26
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/1386427.htm

● 学習によって得た知識や技能が断片的になりやすく、実際の生活
の場面に生かすことが難しい

　⇒実際の生活場面に即しながら、繰り返し学習する
　⇒継続的、段階的な指導が重要

● 成功体験が少ないことなどにより、主体的に活動に取り組む意欲
が十分に育っていないことが多い

　⇒ 頑張っているところやできたところを細かく認めたり、称賛し
たりする

　⇒ 抽象的な内容の指導よりも、実際的な生活場面の中で具体的に
思考や判断、表現ができるようにする指導が効果的
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知的障害のある児童生徒の教育的対応の基本
特別支援学校学習指導要領解説各教科等編：平成30年3月 p27

（１） 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第１章第３節の３の（１）のク及び
（３）のアの（オ）に示すとおり、児童生徒の知的障害の状態、生活年齢、学習 
状況や経験等を考慮して教育的ニーズを的確に捉え、育成を目指す資質・能力を
明確にし、指導目標を設定するとともに、指導内容のより一層の具体化を図る。 

（２） 望ましい社会参加を目指し、日常生活や社会生活に生きて働く知識及び技能、習
慣や学びに向かう力が身に付くよう指導する。 

（３） 職業教育を重視し、将来の職業生活に必要な基礎的な知識や技能、態度及び人間
性等が育つよう指導する。その際に、多様な進路や将来の生活について関わりの
ある指導内容を組織する。

（４） 生活の課題に沿った多様な生活経験を通して、日々の生活の質が高まるよう指導
するとともに、よりよく生活を工夫していこうとする意欲が育つよう指導する。 

（５） 自発的な活動を大切にし、主体的な活動を促すようにしながら、課題を解決しよ
うとする思考力、判断力、表現力等を育むよう指導する。

（６） 児童生徒が、自ら見通しをもって主体的に行動できるよう、日課や学習環境など
を分かりやすくし、規則的でまとまりのある学校生活が送れるようにする。 

（７） 生活に結びついた具体的な活動を学習活動の中心に据え、実際的な状況下で指導
するとともに、できる限り児童生徒の成功経験を豊富にする。

（８） 児童生徒の興味や関心、得意な面に着目し、教材・教具、補助用具やジグ等を工
夫するとともに、目的が達成しやすいように、段階的な指導を行うなどして、児
童生徒の学習活動への意欲が育つよう指導する。 

（９） 児童生徒一人一人が集団において役割が得られるよう工夫し、その活動を遂行で
きるようにするとともに、活動後には充実感や達成感、自己肯定感が得られるよ
うに指導する。 

（10） 児童生徒一人一人の発達の側面に着目し、意欲や意思、情緒の不安定さ などの課
題に応じるとともに、児童生徒の生活年齢に即した指導を徹底する。

〈図２〉知的障害のある児童生徒の教育的対応の基本
［出典：特別支援学校学習指導要領解説各教科等編（平成30年３月 p27）　※赤字と青字は筆者らによる］
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知的障害特別支援学級における教育課程の編成

　小・中学校の特別支援学級に在籍する障害のある子どもの場合、その教育課程について
は、（ア）当該学年の内容、（イ）下学年の内容、（ウ）特別支援学校（知的障害）の学習
指導要領で示されている内容の3種類から、いずれかを選択し（１つの学級において複数の教
育課程を届け出る場合もある）、児童の障害の程度や学級の実態に応じた教育課程を編成す
ることになります。
　知的障害のある子どもの指導に当たっては、知的障害の特性に配慮した指導の組み立てが
必要です。学んだことを定着させ、「真に生活で使える知識・技能」とするためには、抽象
度を下げ、できるだけ具体的で生活に根ざした活動の中で、繰り返し学ぶことが大切です。
真に生活で使える知識・技能とは、新しい学習指導要領において育成を目指している「生き
て働く知識・技能」と言い換えることもできます。
　従来より、知的障害教育では、自立と社会参加のため、実際の生活で使える知識・技能の
習得を目指してきましたが、新しい学習指導要領においても、よりいっそうその重要性が示
されたといえます。
　詳しくは、理論編の「教育課程の編成」（47ページ）をご覧ください。どのような編成を
とっているにしても、知的障害の特性に応じた教育的対応が基本かつ重要であることに変わ
りありません。
　また、具体的な教育課程の編成の方法については、各都道府県などの教育センターより特
別支援学級担任向けに各種の資料が発行されています。

［参考文献：文部科学省（2018）「特別支援学校学習指導要領解説各教科等編（平成30年３月 p26）」　
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/1386427.html］

74ページから76ページ
などを参考に、ご自身の
自治体の資料も活用して
みてくださいね！
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国語科をとおして育成を目指す資質・能力

　国語科は、さまざまな言語活動をとおして言葉を正確に理解し、適切に表現する資質・能
力を育成することを目指す教科です。国語科で育成を目指す資質・能力はほかの教科と同じ
く３つの柱で整理されています。

知識及び技能
（1）言葉の特徴や使い方に関する事項
（2） 情報の扱い方に関する事項　※知的障害者である児童生徒に対する教育を行う

特別支援学校の各教科では小学部３段階から設定
（3）我が国の言語文化に関する事項
思考力、判断力、表現力等
 Ａ  話すこと・聞くこと　※知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援
学校の各教科では聞くこと・話すこと

 Ｂ 書くこと
 Ｃ 読むこと

　上記のような資質・能力を育む言語活動を、単元・題材の中にどのように組み込むかを考
えつつ、単元をデザインします。

児童の実態把握

　国語科において育成を目指す資質・能力にそれぞれ関連した学習や発達の状況を把握しま
す。児童によっては例えば、話すことに対して聞くことは苦手で、その背景には聞くことに
注意を向け続けることや聞いた内容を理解することが難しい実態がある場合や、ある程度の
数の語彙は知っていても、それをコミュニケーションや考えることに活用することが難しい
場合があります。そこで、次のような項目ごとに個々の児童の実態を把握し、興味・関心も
踏まえて単元名、単元の目標、評価規準、評価基準、計画を立てます。

知的障害のある児童の
「国語科」指導のコツ
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領域ごとの実態把握の観点

言葉の特徴や使い方 ●  身近な名詞、動詞、形容詞と、それが示すものとの対
応をどの程度わかっているか（語彙）。

●  他人の話した内容が何を表しているのか、どの程度わ
かっているか。

●  １文字のひらがな、カタカナ、漢字をどの程度読める
か。

●  ひらがな、カタカナ、漢字それぞれが含まれる単語を
どの程度読めるか。

情報の扱い方 ●  話や文章の中に含まれている複数の情報の関係性を、
どの程度理解できるか。

我が国の言語文化 ●  昔話や言葉遊びをどの程度知っているか、それを楽し
めるか。

●  読み聞かせにどの程度の注意を向け、楽しむことがで
きるか。

話すこと・聞くこと ●   話しかけにどの程度注目して、内容を理解し、答える
ことができるか。

●   どの程度、指示を理解して行動できるか。
●  体験したことや自分の気持ちをどの程度表現できる
か。

書くこと ●  ひらがな、カタカナ、漢字それぞれのなぞり書き、写
し書き、見本なしでの書字がどの程度できるか。

●   書くことで自分の体験などをどの程度表現できるか。
●   文字をどの程度なめらかに書けるか。

読むこと ●   読んだ内容が実際にどのようなことを表しているのか
をどの程度理解できるか。

●   読んだ内容の時系列などをどの程度理解できるか。
●  文章をどの程度なめらかに読めるか。
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国語科における目標と学習評価の計画

　知的障害のある児童に対する国語科における、目標設定から学習評価までの流れを確認し
ておきましょう（詳細は24ページの「授業づくりの流れとポイント解説」を参照してくださ
い）。ここでは、特別支援学校（知的障害）の国語科を用いた教育課程を想定しています。

ステップ 0 授業づくりの前に確認する

　教育委員会に届け出ている教育課程の編成と、それに対応する学習指導要領や年間指導計
画をおおまかに確認しましょう。

ステップ 1 児童の実態を把握する

●  どのような単元を行うのかと、11ページの項目を踏まえて児童の実態を把握します。
●  ここでは例として、小学部国語科３段階の指導目標・内容を行うことを想定しています。

ステップ 2 年間指導計画を確認する

●  計画する単元と他教科等の指導内容や行事との関連性を確認し、本単元のねらいを押さえ
ます。

●  ステップ１で把握した単元前の児童の実態によっては、年度初めに計画していたものを変
更することもあり得ます。

ステップ 3 学習指導要領における目標を確認する

　単元目標は、学習指導要領の記載をもとに設定します。国語科3段階の目標は以下の
ように書かれています。

ア  日常生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに、我が国の言語文化に触
れ、親しむことができるようにする（知識・技能）。

イ  出来事の順序を思い出す力や感じたり想像したりする力を養い、日常生活における
人との関わりの中で伝え合う力を身に付け、思い付いたり考えたりすることができ
るようにする（思考力、判断力、表現力等）。

ウ  言葉がもつよさを感じるとともに、図書に親しみ、思いや考えを伝えたり受け止め
たりしようとする態度を養う（学びに向かう力、人間性等）。
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ステップ 4 児童の実態を踏まえて学習集団全体の単元目標を具体化する

　上記で確認した学習指導要領の目標を単元目標として３観点ごとに具体化します。例えば
「ア」であれば、学級の児童の実態を踏まえて、現時点でわかる必要がある「日常生活に必
要な国語の知識や技能」は何か？ 触れるべき「我が国の言語文化」は何か？ を考えるように
します。例えば、「日常生活に必要な身近な言葉」の場合は、児童がどんな言葉をわかって
いるのか、わかっていないけれど使う可能性がある言葉は何かなど、日常生活をイメージし
つつ設定します。

ステップ 5 個別または小集団ごとに単元目標（評価規準）とできれば評価基準を設定する

　単元の目標に対応した評価規準を個別または実態の似た小集団ごとに設定します。その
際、目標と評価を一体化させることが大切です。例えば、「日常生活に必要な、〇〇といっ
た国語の技能を身につける」という目標であれば、評価規準は「〇〇を理解する」「〇〇を
使うようになる」となります。評価規準は観察可能なものにすることを基本とします。例え
ば、評価規準を「〇〇を理解する」とするならば、個別または小集団ごとに設定した下位目
標には、「〇〇について説明できる」「〇〇を適切な場面で自分から使うことができる」な
どが考えられるかもしれません。
Point

●  ここでも、評価規準を考えながら、併せて単元の内容もイメージしていきます。
●    評価規準を具体化する際は、単元の最後に児童が何をやり遂げているのかをイメー
ジして考えます。例えば、作文を書く単元の場合は、どんな内容について、どの程
度の文が書けるようになることをねらいとするか考えます。

●  一人ひとりの実態を考えた結果、全員同じ評価規準になることもあるでしょう。特
別支援教育では、個のニーズをきちんと捉えることを大切にしています。

●  個別または小集団ごとに下位目標を設定した場合は、それぞれに対応した評価規準
を設定します。可能であれば、評価基準（27、28ページ参照）も設定します。

Point

●  児童の実態や単元目標を具体化しつつ、単元の学習内容をおおまかにイメージしま
す。単元の内容をイメージする際は、実態や目標と併せて、児童の興味・関心を踏
まえます。

●  学級に児童が複数在籍し、なおかつ児童の実態差が大きい場合は、単元全体の目標
のほか、その下位目標を設定します。（➡次のステップ５を参照）
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ステップ 6 単元目標を踏まえた単元計画を立てる

　ここまでイメージしてきた単元の内容と、目標とした資質・能力を踏まえて、単元の内容
を具体化します。例えば、３段階の「知識及び技能」の内容を参考にすると、そこには、言
葉の特徴や使い方に関する事項のアに関しては、次のように書かれています。

ア 言葉の特徴や使い方に関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。
（ア） 身近な人との会話や読み聞かせを通して、言葉には物事の内容を表す働きがあ

ることに気付くこと。
（イ） 姿勢や口形に気を付けて話すこと。
（ウ） 日常生活でよく使う促音、長音などが含まれた語句、平仮名、片仮名、漢字の

正しい読み方を知ること。
（エ）言葉には、意味による語句のまとまりがあることに気付くこと。
（オ） 文の中における主語と述語との関係や助詞の使い方により、意味が変わること

を知ること。
（カ）正しい姿勢で音読すること。

　これを踏まえて、目標とした「日常生活に必要な、〇〇といった国語の技能を身につけ
る」ことができるようにするために、「身近な人との会話や読み聞かせ」が含まれる学習活
動は何か、「言葉には物事の内容を表す働きがあることに気づく」学習活動は何かを考えま
す。同じように、思考力・判断力・表現力等についても考えます。

ステップ 7 単元名をつける

●  児童が興味・関心をもてる単元名をつけ、児童の学習意欲や期待感を引き出しましょう。
●  本時における指導や評価などについては、31～34ページのステップ８～11を参照してく
ださい。

国語科の教材

　知的障害のある児童に対する国語では、児童の日常生活で身近な題材や児童が興味・関心
を示す題材を用い、具体的な場面における言語活動をとおして日常生活に必要な国語の力を
確実に身につけていくことが大切であるとされています。そのため、学級の児童の個々の実
態に応じて、同学年の教材を使って指導目標や内容を変更・調整したり、児童の日常生活に
つながる興味・関心が高い教材を用いたりします。
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（例１）  同学年の教科書を用いて、知的障害のある児童生徒に対する教育を行う
特別支援学校の国語の目標や内容を設定

　小学校国語２下の教科書を題材としますが、児童の実態に応じて、本題材をとおした目標
を変えます。

（例２）児童の日常生活につながる興味・関心の高い教材を使用
　例えば、日常生活でよく使う単語の含まれた指示書に従って宝探しをする活動をとおし
て、言葉をイメージしたり、言葉による関わりを受け止めたりする力を養う活動などが考え
られます。ほかの例では、かるたの活動をとおして、文字と絵の対応を学ぶことを狙うなど
が考えられます。

単元の計画づくりには目
標設定から学習評価まで
０～７ステップあるよ！
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生活に欠かせない算数科の力

　数を数える、計算する、物を集める、比べる、時刻や時間を読み取るなど、算数科で学習
する内容は、日常生活を送ったり、学習を進めたりするうえでの基盤となります。しかし、
知的障害のある児童は、算数科で学習した内容を実際の生活場面で生かすことが難しい場合
があります。
　従って、算数科では、児童が実際の生活場面と学習内容を結びつけながら身につけられる
よう、児童の生活に即した具体的な活動をとおして学習を積み重ねていく必要があります。
そのため、まずは児童の実際の生活場面において、算数科の学習内容をどのように生かすこ
とができるかを考えることから始めましょう。

算数科の特徴

　算数科は学習内容の系統性や連続性が比較的はっきりしており（文部科学省、2008）、指
導の順序性が確保しやすい教科です。そのため、児童の実態や算数科の学習状況をもとにし
て、学習を積み重ねながら内容を考えることができます。なお、既習の学習内容の習得につ
まずきがある場合は、次の学習において、そのつまずきがさらなるつまずきを生む場合もあ
るので、適宜、実態把握と継続的な学習を行うことがとても大切です。

算数科の単元を計画するための児童の実態把握

　知的障害の状態、生活年齢、学習状況やこれまで経験してきたことなど、児童の実態には
個人差があり、算数科の学習状況にも差が見られます。例えば、簡単なかけ算やわり算の計
算問題を解くことができても、具体物の操作を通じて計算の意味を表現できなかったり、日
常生活の必要な場面で、適切な計算方法を用いることができなかったりすることが考えられ
ます。従って、これまでの学習状況とほかの教科等の学習状況も踏まえた実態把握が必要に
なります。算数科の学習状況の把握においては、例えば、次のような観点で領域ごとに児童
の実態を整理します。

知的障害のある児童の
「算数科」指導のコツ
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領域ごとの実態把握の観点

数と計算 ●   加・減・乗・除法の計算がどの程度できるか。
●   小数・分数・整数の関係をどの程度理解しているか。

図形 ●  図形の名称の理解や作成がどの程度できるか。
●  面積や体積の概念や求め方をどの程度理解しているか。

測定 ●  長さ、重さなどの単位をどの程度理解できるか。
●  直接比較と間接比較がどの程度できるか。

データの活用 ●   絵や図、記号に置き換えて大小や個数を分類、比較すること
ができるか。

●  表やグラフをどの程度読み取ることができるか。

数量の変化 ●  割合を用いた数量の関係をどの程度理解できるか。
●   図や式を用いて２つの数量の関係をどの程度理解できるか。

11ページの国語の観点も
確認してみよう！
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学習内容の選定

　知的障害特別支援学級に在籍する児童の算数科の学習内容は、特別支援学校小学部の算数
科および小学校算数科の内容を参考にします。17ページの領域ごとの実態把握の観点のよう
に、領域や指導内容段階表などを参考に児童の実態を整理したうえで、児童の学習状況が学
習指導要領に示されている学習内容のどのあたりに位置するかを確認してみましょう。具体
的な学習内容の選定に当たっては、教育委員会に届けてある教育課程に応じ、学習指導要領
に基づいた学習内容を取り扱うようにしましょう。

特別支援学校と小学校の関連性

　算数科の学習内容は、特別支援学校小学部の算数科と小学校算数科との連続性や関連性が
重視されています。また、新学習指導要領では、知的障害のある児童への算数の目標や内容
を、小学校算数科との関連がわかりやすくなるよう表記や表現が整えられています（高橋、
2019）。実態把握や学習内容を考える際には、以下の〈表１〉の内容の関連性を参考にする
とよいでしょう。

〈表１〉 特別支援学校小学部と小学校算数科との内容の関連性（国立特別支援教育総合研
究所　令和元年度第一期特別支援教育専門研修「知的障害教育における算数・数
学の指導の実際」高橋玲氏講義資料をもとに改変）
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１年に関連
２年に関連
３年に関連
４年に関連
５年に関連
６年に関連

小学部

特別支援学校
のみに示す内容

３段階２段階１段階
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算数科の目標

学習指導要領における算数科の目標

数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活動をとおして、
数学的に考える資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

（１）知識及び技能
（２）思考力・判断力・表現力等
（３）学びに向かう力、人間性等、の３つの柱で整理

Check

下線部の表現の違いに注目！
　特別支援学校学習指導要領（小学部）は、知的障害のある児童の学習上の特性や生
活との関連を踏まえ、小学校学習指導要領に比べると、より基礎的・基本的で、具体
的な目標になっています。

（１）数量や図形などについての基礎的・基
本的な概念や性質などに気付き理解するとと
もに、日常の事象を数量や図形に注目して処
理する技能を身に付けるようにする。 
（２）日常の事象の中から数量や図形を直感
的に捉える力、基礎的・基本的な数量や図形
の性質などに気付き感じ取る力、数学的な表
現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表した
り柔軟に表したりする力を養う。 
（３）数学的活動の楽しさに気付き、関心や
興味をもち、学習したことを結び付けてより
よく問題を解決しようとする態度、算数で学
んだことを学習や生活に活用しようとする態
度を養う。 

（１）数量や図形などについての基礎的・基
本的な概念や性質などに気付き理解するとと
もに、日常の事象を数理的に処理する技能を
身に付けるようにする。 
（２）日常の事象を数理的に捉え見通しをも
ち筋道を立てて考察する力、基礎的・基本的
な数量や図形の性質などを見いだし統合的・
発展的に考察する力、数学的な表現を用いて
事象を簡潔・明瞭・的確に表したり目的に応
じて柔軟に表したりする力を養う。 
（３）数学的活動の楽しさや数学のよさに気
付き、学習を振り返ってよりよく問題解決し
ようとする態度、算数で学んだことを生活や
学習に活用しようとする態度を養う。 

〈図３〉特別支援学校小学部と小学校の学習指導要領の比較
［引用：特別支援学校学習指導要領、小学校学習指導要領　※下線は筆者らによる］

[ 特別支援学校学習指導要領（小学部）] [ 小学校学習指導要領 ]
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算数科における目標と学習評価の計画

　知的障害のある児童に対する算数科の目標設定から学習評価の活用までの流れを確認して
おきましょう。ここでは、特別支援学校（知的障害）の算数科を用いた教育課程を想定して
います。

ステップ 0 授業づくりの前に確認する

　教育委員会に届け出ている教育課程の編成と、それに対応する学習指導要領や年間指導計
画をおおまかに確認しましょう。

ステップ 1 児童の実態を把握をする

●  個別の指導計画や日々の指導の記録、17ページの観点をもとに、児童の実態を把握します。
●  ここでは例として、算数科の３段階の指導目標・内容を行うことを想定しています。

ステップ 2 年間指導計画を確認する

　年間指導計画を確認し、単元のねらいやほかの単元とのつながりをおおまかに把握してみ
ましょう。

ステップ 3 学習指導要領における目標を確認する

　単元目標は、学習指導要領の記載をもとに設定します。算数科の３段階「数と計算」の目
標は、以下のように書かれています。

ア  100までの数の概念や表し方について理解し、数に対する感覚を豊かにするととも
に、加法、減法の意味について理解し、これらの簡単な計算ができるようにするこ
とについての技能を身に付けるようにする（知識及び技能）。

イ  日常の事象について、ものの数に着目し、具体物や図などを用いながら数の数え方
や計算の仕方を考え、表現する力を養う（思考力、判断力、表現力等）。

ウ  数量の違いを理解し、算数で学んだことのよさや楽しさを感じながら学習や生活に
活用しようとする態度を養う（学びに向かう力、人間性等）。
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ステップ 4 児童の実態を踏まえて学習集団全体の単元目標を具体化する

　単元目標を考える際は、上記で確認した学習指導要領に書かれている目標をより３観点ご
とに具体化します。例えば、「ア」であれば、まず、学級の児童が「100までの数の意味や表
し方をどれだけ理解しているか」、また、学級の児童が「日常で数を数えたり、計算を用い
たりすることが生かされる場面はどんなときか」を考えます。
　単元目標の具体化におけるポイントは13ページと26ページのステップ４を参照してくださ
い。

ステップ 5 個別または小集団ごとに単元目標（評価規準）とできれば評価基準を設定する

　単元の目標に対応した評価規準を設定します。目標と評価を一体化させることが大切で
す。例えば、「100までの数の意味や表し方について理解する」という目標であれば、評価
規準は「〇〇を理解する」「〇〇を表すことができる」となります。評価規準は観察可能なも
のにするのを基本とします。例えば、評価規準を「〇〇を理解する」とするならば、下位目
標には、「〇〇について説明できる」「〇〇を適した場面で自分から使うことができる」など
が考えられます。

Point

●  ここでも評価規準を考えながら、併せて単元の内容もイメージしていきます。
●  評価規準を具体化する際は、単元の最後に児童が何をやり遂げているのかをイメー
ジして考えます。例えば、100までの数を用いた加法減法の計算の単元の場合は、
日常のどんな場面で、どれくらいの範囲の数のまとまりについて計算できるように
なることをねらいとするかを考えます。

●  個別または小集団ごとに下位目標を設定した場合は、それぞれに対応した評価規準
を設定します。可能であれば、評価基準（27、28ページ参照）も設定します。

たいせつ！
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ステップ 6 単元目標を踏まえた単元計画を立てる

　ここまでイメージしてきた単元の内容と目標とした資質・能力を踏まえて、単元の学習内
容を具体化します。例えば、３段階の「数と計算」の内容を参考にすると、具体化しやすい
でしょう。そこには、次のように書かれています。

ア  100までの整数の表し方に関わる数学的活動を通して、次の事項を身に付けること
ができるよう指導する。

（ア）次のような知識及び技能を身に付けること。
　　　○　 ア 20までの数について、数詞を唱えたり、個数を数えたり書き表したり、

数の大小を比べたりすること。
　　　○　 イ 100までの数について、数詞を唱えたり、個数を数えたり書き表した

り、数の数列を理解したりすること。
　　　○　ウ 数える対象を２ずつや５ずつのまとまりで数えること。
　　　○　 エ 数を10のまとまりとして数えたり、10のまとまりと端数に分けて数え

たり書き表したりすること。
　　　○　オ 具体物を分配したり等分したりすること。

　これを踏まえて、目標とした「100までの数の意味や表し方について理解する」ことがで
きるようにするために、「10のまとまりで数を数える」活動は何か、「10のまとまりと端数
に分けて数えたり書き表したりする」活動は何かを考えます。

ステップ 7 単元名をつける

●  児童が興味・関心をもてる単元名をつけ、児童の学習意欲や期待感を引き出しましょう。
●  本時における指導や評価などについては、31～34ページのステップ８～11を参照してく
ださい。

なるほど！
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算数科の教材

　知的障害のある児童に対しては、学習内容が具体的に日常生活のどのような事象を意味し
ているのか理解を促す必要があります。例えば、「12個のりんごを４人で分けると１人何個
もらえるか」といった除法の計算をする際、りんごの絵が書かれたカードを並べて、実際に
絵カードを動かしながら計算をすることが考えられます。さらに、具体物を操作するだけで
なく、助数詞など（個・本・cm）の言葉を書いたり、声に出したりすることで、学習内容の
意味の理解を促したり、概念形成の理解を促したりする工夫が大切です。
　また、教材については、児童が興味・関心を示すものを用いることが大切です。例えば、
児童が好きなアニメや漫画のキャラクターの絵を用いて数の計算をしたり、ICT機器の操作が
得意な児童がタブレットを使用して図形の学習をしたりすることなどが考えられます。

２等分と書くワークシート右側に貼るピザの絵を同じ大きさに２つに切る

２等分が分かる「ピザ」

・ 教師がピザの絵を提示し、「ピザを同
じ大きさに２つに分けて」と言う。
・ 子どもは、ピザの絵を半分に折り、ハ
サミで切る。

用意するもの
・ピザの絵
・はさみ
・ワークシート

・ 子どもは、切ったピザの絵を、ワーク
シートの右側の絵に合わせて貼る。
・ 教師は、「ピザを同じ大きさに２つに
分けたね。これを、２等分というよ」
と伝え、子どもは「２等分」と書く。

・ 実際に切ること
で、２等分を実
感できるように
する。

〈図４〉除法の指導例
［出典：栃木県総合教育センター（2018）「知的障害特別支援学級にお
ける算数・数学科の指導の充実～領域『数と計算・数と式』～」］
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ステップ ポイント NISE授業づくりサポートシートとの対応
０ 授業づくりの前に確認する Ⅰ-１
1 児童の実態を確認する Ⅰ-２（１）・（５）、６
２ 年間指導計画を確認する Ⅰ-２（２）・（３）
３ 学習指導要領における目標を確認する Ⅰ-２（４）
４ 児童の実態を踏まえて学習集団全体の単元目標を具体化する Ⅰ-４、５
５ 個別または小集団ごとに単元目標（評価規準）とできれば評価基準を設定する Ⅰ-６
６ 単元目標を踏まえた単元計画を立てる Ⅰ-７、８、９
７ 単元名をつける Ⅰ-３
８ 本時における評価規準と評価基準を設定する Ⅰ-10（１）・（２）
９ 本時の展開を考える Ⅰ-10（３）・（４）
10

授業の評価をする Ⅱ-１、２、３11
改善を積み重ねる Ⅱ-１、２、３

授業づくりの流れと
ポイント解説

　児童たちに「わかった！」「できた！」を実感してもらうための授業づくりは、どこから
始めればよいのでしょうか？ ここでは、授業づくりの基本的な流れに沿って、どんなことを
考えればよいのか、次の０～12のステップごとに押さえていきます。
　各ステップにおけるポイントは、「NISE授業づくりサポートシート」（以下、サポート
シートとする）に記入する内容と対応しています。それぞれのステップでやるべきことを●
で、ポイントを⇒で、留意点を＊で示します。
　下の表ではシートの対応箇所を示していますが、実際に指導案または単元計画を作成して
いく際は、〈図５〉のように各ステップを行きつ戻りつしたり、常に児童の実態把握との兼ね
合いを考えたりする必要があり、作成のプロセスは一直線に進むものとは限りません。０～
12の順番を参考にしつつ、柔軟にサポートシートへの記入を進めていってください。

〈図５〉指導案または単元計画作成のプロセスとその要素

学習指導要領
とのつながり

単元目標
の具体化

評価規準
の設定

評価基準
の設定授業の実施

学習評価や
授業の評価

次時や次単元、
次年度への展開

児童の実態把握
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ステップ 0 授業づくりの前に確認する

●  教育委員会に届け出ている教育課程の編成と、それに対応する学習指導要領の目標と内容
をおさえておきましょう。

ステップ 1 児童の実態を把握する

●  児童の実態把握では、生活年齢や障害の状態、言語・コミュニケーション面などから児童
の実態を把握して、学級の全体像を確認しましょう。
⇒個別の教育支援計画、個別の指導計画、日常の様子などを参考にします。

●  計画したい単元に関する実態を把握し、「前時までの子どもの実態」の欄に書き込みま
しょう。
⇒日常の様子や関連する各教科等の授業の様子などを参考にします。
⇒単元に焦点化した実態把握によって、身につけさせたい資質・能力が明確になります。

ステップ 2 年間指導計画を確認する

●  計画する単元と他教科等の指導内容や行事との関連性を確認し、本単元にはどのようなね
らいがあるのかやほかの単元とのつながりがあるのかを押さえます。これを踏まえて、サ
ポートシート「２（2）単元設定の理由」、「2（３）年間指導計画における位置づけ」を記
述しましょう。
⇒設定理由が明確になり、学びをつないで、学びの文脈をつくり出すことができます。
＊ 届け出ている教育課程の編成に基づいた学習指導要領（小学校または特別支援学校小学
部学習指導要領）に示されている各教科等の内容が、年間指導計画に位置づけられて
いる必要があります。教育課程編成については、「理論編」の47ページ「教育課程の編
成」を参照してください。

ステップ 3 学習指導要領における目標を確認する

●  本単元と対応する学習指導要領の各教科等に示されている目標・内容を、サポートシート
「２（４）学習指導要領との対応」に転記します。
⇒ 各単元の目標は、育成を目指す資質・能力の３つの柱に基づき設定されます（図６参
照）。

 ＊ 知的障害特別支援学校小学部の各教科等の目標および内容に替えた教育課程を編成して
いる場合、「各教科等を合わせた指導」で単元計画を立てるときは、取り扱われる各教科
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等の目標の系統性や内容の関連性を明確にする必要があります。
編成している教育課程による相違点
　編成している教育課程により、以下のような相違点があります。
・特別支援学校（知的障害）の教育課程を採用している場合
 「特別支援学校（知的障害）の学習指導要領」に基づき、必要に応じて「小学校学習指導要
領」も参照します。
・下学年適用の場合
 「小学校学習指導要領」を参照します。この場合、目標の到達度は小学校学習指導要領に示
されたレベルとなり、目標の到達度を個に合わせて調整することはできません。

ステップ 4 児童の実態を踏まえて学習集団全体の単元目標を具体化する

●  【ステップ３】で整理した内容を参考に、児童たちの実態、活動の特徴、使用する教材、
獲得させたい行動やスキルなどを加味して、学習集団全体を対象とした単元の目標を設定
します。より具体的な単元全体の目標を３観点ごとに設定します。
⇒ 単元全体をとおして身につけさせたい育成を目指す資質・能力が明確になります。
⇒ 単元目標は、学習集団全体の目標として設定します。

〈図６〉育成を目指す資質・能力の三つの柱
［出典：中央教育審議会（2016）］
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　 ⇒ 児童を主語にして記述し、語尾は「～する」などの表現にします。
　 ⇒ 学習評価の観点も踏まえて、育成を目指す資質・能力の３つの柱で設定します。
　 ⇒ 学習指導要領に示された各教科等の目標と見方・考え方の関連を確認します。
●  単元全体で身につけさせたい力や、単元終了時に身についていてほしい力や姿などを記載
しましょう。

●  前単元や今後の単元、ほかの各教科等との関連、指導内容の段階的な系統性などを記載し
ましょう。

ステップ 5 個別または小集団ごとに単元目標（評価規準）とできれば評価基準を設定する

●  ここでは、集団全体の単元目標の下位目標として、個別または小集団の単元全体の目標を
設定します。

●  単元全体の目標に対応して、３観点ごとに、個別または小集団ごとにそれぞれ立てます。
これは学習評価のための評価規準にもなっています。

　 ⇒ 単元の目標に対して、児童一人ひとりに身につけさせたい資質・能力が明確になりま
す。

　 ⇒具体的に表現することで、目標達成に向けた手立てが明確になります。
　 ＊ 【ステップ１】で確認した児童の実態に応じて、一人ひとりの目標を設定しましょう。
　 ＊ 単元全体を見通して、個人目標を設定しましょう。
●  ３観点の内容が単元全体では網羅されるようにします。

評価規準（到達目標）と評価基準とは

評価規準 単元で育成を目指す資質・能力に対する到達点を具体的に表したもの。
評価基準 評価規準に対してどのくらい到達できたかを判断するために、いくつかの段階

でさらに具体的な行動で表現したもの。児童の実態に即した評価につながりま
す。児童自身が自己評価（振り返り）をできるように児童がわかる言葉で表し
ておくとよいでしょう。

●  評価基準も評価規準と同様に、観察可能で、測定可能な記述にすることが重要です。
●  目指したい姿を評価規準として設定します。また、可能であれば、評価規準をもとに評価
基準を設定します。評価基準は、評価規準よりも高いレベルの到達度、それよりも低いレ
ベルの到達度を児童の実態から予想し、設定します。このように、予想される児童の到達
の姿として、３つのレベルを想定しておくと、何らかの要因によって児童がうまく課題遂
行できなかったとき、あるいは予想以上の課題遂行を見せたときに、児童の行動やつぶや
き、表情を、教師はより敏感に読み取ることができるようになります。
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●  児童の伸びを把握するには、縦方向の発達と横方向の発達の視点から考えてみましょう。
獲得する行動やスキルのレベルがアップしていく縦方向の発達と、その行動やスキルを発
揮できる場面、相手、題材がさまざまに増えていくといった横方向の発達があります。知
的障害のある子どもの発達はゆっくりで、ときとして一進一退のこともありますが、必ず
児童の変化はあるものです。児童の変化や伸びを細やかに見ていき、指導の改善・工夫に
つなげることが重要です。

●  評価基準は、児童の遂行や理解の程度がどの程度であったのかを計る目盛りの役割をしま
す。児童の実態に応じて、その目盛りの間隔は大きくなったり、小さくなったりするで
しょう。なお、下記の例のように、文章表現により段階づけした評価基準のことを「ルー
ブリック」と言います。

縦方向の発達から考えた評価基準の例

【反応のレベルによる基準】
レベル①： 絵本読みの場面で、「悲しい気持ち」と言う（心情を理解し、表現できている）。
レベル②： 「泣いてる」と言う（心情に関連する行動を理解しているが、心情は表現できて

いない）。
レベル③： 「えーん」と泣きまねをする（心情に関連する行動を理解しているが、心情を言

葉で表現できていない）。

【支援の多少による基準】
レベル①： 子どもの反応を期待して、教師または支援員は３秒ほど待つ。
レベル②：教師または支援員が正答のモデルの一部を音声（例「お茶・・・」）で示す。
レベル③： 教師または支援員が正答のモデルを音声（例「お茶ください」）で示す。

横方向の発達から考えた評価基準の例

【場面や人への般化】
レベル③： ４つ以上の異なる場面でその行動・スキルが見られた。

　 （場面への般化の例…学級で、学年集会で、掃除の場面で、校外学習で／人への
般化の例…担任へ、副担任へ、他児へ、別の他児へ）

レベル②：３つの異なる場面でその行動・スキルが見られた。
　 （場面への般化の例…学級で、学年集会で、掃除の場面で／人への般化の例…担
任へ、副担任へ、他児へ）

レベル①： ２つの異なる場面でその行動・スキルが見られた。
　 （場面への般化の例…学級で、学年集会で／人への般化の例…担任へ、副担任へ）
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ステップ 6 単元目標を踏まえた単元計画を立てる

●  「育成を目指す資質・能力」と「主体的・対話的で深い学び」を意識して組み立てましょう。
　 ⇒ 主体的・対話的で深い学びは、新学習指導要領に示されたもので、児童に育成を目指す

資質・能力が育まれるための、授業改善を活性化していくための視点です。この視点に
沿って単元の計画や改善をすることで、資質・能力を育むことを目標とした授業になっ
ていきます（図７、８参照）。

　 ⇒ 単元や題材など内容や時間のまとまりを見通して、習得・活用・探求という学びの過程
を意識した構成を考えることにつながります。

〈図７〉 資質・能力の育成と主体的・対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」の視点）の関係（イメージ）

［出典：中央教育審議会、2016］
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●  主体的に学習に取り組めるように、学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったり
して自身の学びや変容を自覚できる場面を設定しましょう。

●  対話によって自分の考えなどを広げたり深めたりする場面を設定しましょう。
●  学びの深まりをつくり出すために、児童が考える場面と教師が教える場面をどのように組
み立てるか、考えましょう。

●  主体的・対話的で深い学びの視点を踏まえて、以下のような授業の要素を検討し、サポー
トシートの「８ 単元計画」の欄に記述しましょう。

時数・展開を考えるうえでの留意点
●  児童の興味・関心や考え、思いを取り入れていくことを大切にしましょう。
●  なんのためにこの単元を学習するのかという目的を伝え、学習への意欲を高めていくとと
もに、学んだことを活用する場面などへの見通しをもたせましょう。

●  単元内容で重要な点については、時間数を十分にとり、進行状況によって柔軟に変更でき
るようにしましょう。

●  単元のまとめや振り返りのポイントを確認しておきましょう。
●  サポートシートの「９ 本単元と他教科等との関連」に記述します。
　 ⇒ 単元の学習が、どんな場面につながっていくのか、他教科等の学びとどのようにつな

〈図８〉主体的・対話的で深い学びの実現について
［中央教育審議会（2016）をもとに著者らが作成］
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がっているのかなど、学びを発揮する場面を明確にしていくことで、学びの文脈をつく
り出すことができます。

●  ほかの各教科等や学校行事などとの関連を意識できるようにしましょう。
　 ⇒ 各教科等との関連づけは、単元の学習以外の場面を活用することにつながります。

学習形態を考えるうえでの留意点
●  個別で学習する時間、二人で考える時間、グループで話し合う時間などを、目標や指導内
容、児童一人ひとりの実態に応じて組み合わせましょう。

●  効果的に学習を進めていくために、机の配置や特別教室の活用など、環境を整備しましょ
う。

教材・教具を考えるうえでの留意点
●  児童の興味・関心を引き出したり、「わかった！」「できた！」と実感したりできるように、
ＩＣＴ機器やホワイトボードなどの活用を検討しましょう。

●  単元の内容や目標によって、小学校の各教科等の教科書から適切な題材を教材として活用
することも検討しましょう。

　＊ 教科書を教材として活用するときには、児童の実態や学年に応じて選定し、単元目標を
達成するためのツールとして意識することが必要です。

ステップ 7 単元名をつける

●  学習内容や学習活動がイメージしやすく、わかりやすいものにしましょう。
●  その単元に対して児童が興味や関心をもてる単元名をつけましょう。
　 ⇒ ワクワク感があることは、児童の学習意欲が高まることにもつながります。
　 ＊ ティーム・ティーチングで指導するときは授業者間で、単元の目標や内容、活動を共有

する必要があります。児童にも教師にもわかりやすく端的に表現しましょう。
●  サポートシート「３ 単元名」の欄に書き込みます。

ステップ 8 本時における評価規準と評価基準を設定する

●  【ステップ５】の目標を踏まえて、各時間における授業の内容や指導目標＝評価規準を設
定します（個別または小集団ごとの目標）。学習状況を分析的に捉える観点別学習状況の
評価の３観点が、単元全体で網羅できるように設定しましょう。

●  サポートシート「10（２）単元に関する個々の実態と本時目標」の欄のうち、本時の評価
基準の欄を埋めていきます。

　 ⇒ なお、単元をとおして同じ目標が立つ場合もあれば、前半と後半で異なる領域の目標が
立つこともあります。
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●  評価基準を作成することは必ずしも求められていませんが、１回は作成してみることをお
すすめします。

ステップ 9 本時の展開を考える

●  本時の目標と児童一人ひとりの目標を具体的に設定しましょう。
⇒ 単元の全体目標と本時の目標、個人の目標に、一貫性と整合性が図られているか確認し
ます。

⇒ ねらいを明確にすることで、ティーム・ティーチングで指導する際に、授業者間で授業
に対する共有が図られ、役割分担が明確になります。

⇒ 児童一人ひとりの目標が具体化されていると、授業における目標達成に向けた支援のポ
イントなども明確になります。

●  本時の目標達成に向けて、授業の流れをイメージし、指導略案を作成しましょう。
⇒ 授業の流れを考えていくときには、児童一人ひとりの発達段階や認知の特徴、思考のス
タイルなどを把握し、体験的な活動や具体的な操作活動などを取り入れることが必要で
す。

 ＊ 毎回の授業における「導入→展開→振り返り」について、各教科等に共通する「授業の
型」をつくることによって、児童が学習活動に見通しをもち、主体的に学びに向かうこ
とができます。

 授業の流れを考えるポイント

導入 ・前時の復習から本時につなげる。
・本時のめあてと見通しから意欲につなげる。

展開 ・ 基礎・基本を身につける時間、発問について考える時間、友だちと意見交
換する時間、まとめる時間、発表する時間などの学習活動を工夫する。
・目標達成に向けて適切な学習形態（個別・ペア・グループ）を工夫する。
・ ＩＣＴ機器やホワイトボード、プリントなど、個々の実態に応じた教材・
教具を工夫する。

振り返り ・ 「何を学んだか」「どんな気づきがあったか」「どう考えたか」などについて
振り返り、言語化する。言語化の表現方法は、個々の実態に応じて工夫す
る。
・児童の自己評価も取り入れ、「わかった！」「できた！」ことを引き出す。
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ステップ 10 授業を実施する

する到達度や学習活動中の態度などを記録しましょう。

●  単元のまとまりで、児童一人ひとりの学習評価と教師の授業評価をしましょう。
⇒ 児童の様子を記録しておくことで、授業者は児童の学びを蓄積できます。
⇒ 授業記録は、児童の変容を見取るうえで大きな役割を果たします。
⇒ 単元目標の達成に向けて、次の授業における指導の工夫に生かすことができます。

●  授業者の授業評価として、児童の学習状況などから、次時へどのように展開していくか、
本時の流れや指導形態、目標設定、教材・教具の工夫などについて、変更するかを検討し
ましょう。
⇒ よりよい学びのために軌道修正できること、工夫できることを考えることができます。

●  単元終了時には、児童一人ひとりの目標に基づいた「学習状況の評価」から、児童個々の
総括的な評価をしましょう。さらに、授業者として、児童個々の総括的評価と授業構成、
支援の工夫、授業目標の妥当性などから「授業の評価」をし、「授業の評価」から単元計画
や年間指導計画、個別の指導計画、教育課程の評価につながる「指導の評価」をしていき
ましょう。

教師も振り返り
が大切！
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ステップ 11 授業の評価をする
● 【 ステップ８】で考えた本時の評価基準と、児童の振り返りを参考にしながら、学習に対

●  サポートキットで計画した授業づくりをもとに授業を実施しましょう。
⇒ 一人ひとりの実態に応じて、分かりやすい言葉掛けをしましょう。
⇒計画通りに進めるのが難しい場合には、その場で実施内容を変更してみましょう。
⇒ 児童が学べているか、しっかり観察しましょう。

���



34

〈図９〉授業や単元における学習評価のPDCAサイクル

定着するまで指導する
（何回できたら定着とす
るか事前に決めておく）

新しいレベル②（評価規
準）と評価基準となるレ
ベル①と③を設定する

レベル②（評価規準）と
指導の手立てを見直す

レベル②（評価規準）
に到達できた

次の指導を考える

指導した行動などの般
化を測定する

般化できるよう指導する
（別の人、別の場面でも）

到達　　未到達

Yes
No

授業中の子どもの様子から学習評価を行う
例：評価基準は、レベル①、レベル②、レベル③、
　　評価規準は、レベル②とする。

ステップ 12 改善を積み重ねる

●  単元のまとめの評価をもとに、次年度の年間指導計画に変更すべき点がないかどうかをメ
モしておき、次年度の計画作成のときの参考資料にしましょう。こうして学習評価をもとに
指導の改善を行っていくことが、カリキュラム・マネジメントの一部にもなっていきます。

●【 ステップ10】【ステップ11】で説明した授業や単元における学習評価のPDCAサイクルを
〈図９〉に示しました。
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■ 「指導内容ステップ表」のすすめ
　京都府総合教育センター特別支援教育部（2016）では、平成
26・27年度と小・中学校特別支援学級担任への調査を行い、「学
級の編成上、子どもの発達の段階や学年等の実態が様々であり、
その対応や指導内容が『個に応じた、又は実態に応じた教育課
程』になっているかどうか課題に感じている担任が多い。」と報
告しています。
　この調査からも、集団での学び合いの授業をめざすと個の課題
に迫りきれない、個の課題に迫ろうとすると集団での学び合いが
成立しにくいということに悩んでいる実態があります。
　そこで、「指導内容ステップ表」の活用を提案します。

１「指導内容ステップ表」とは？
　小・中学校の特別支援学級では、学年差と発達差のある学習集団で、個別の課題に応じた指導を
しなければなりません。特に特別支援学級の設置率の向上に伴い、一学級の在籍数が少人数化して
いる傾向があり、共通の学習課題を設定することが難しいということから、各々の学数課題を設定
した個別の学習が中心の学級が多くなっている状況も見られます。
　そこで、共通の学習内容で学び合う授業づくりのために、指導内容を分析してスモールステップ
化します。そのことによって、幅広い学年と発達段階に対応した指導内容を系統的に整理すること
ができます。その例として、小学校知的障害特別支援学級の教科別の指導「体育」の「指導内容ス
テップ表」を示します。

ロープを使った運動（這う・くぐる運動）
教師と友達が張ったロープの下を、引っかからない
ように身体を操作して這ってくぐることができる。 Ａ児 B児 C児 D児 E児 F児

友達が這ってくぐることを意識して、ロープを持っ
て張ることができる。 ○ ○ ○ ○ ○ ○

腕を伸ばしてひきつける力だけで、足を使わずに
這ってくぐることができる。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

腕の引きつけと片方の足のけりを使って這ってくぐ
ることができる。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

腕の引きつけと両足のけりを使って這ってくぐるこ
とができる。 △ ○ △ ◎ ◎ ○

体の交叉パターンと足の親指のけりを使って、円滑
な動作で這ってくぐることができる。 △ △ △ ○ ○ ○

２ 観点別評価に対応した「指導内容ステップ表」
　小・中学校の特別支援学級では、観点別評価の３観点が活用され、指導と評価の一体化を図るこ
とが一般的になってきています。そうなると、「指導内容ステップ表」も、３観点で作成すべきでは
ないかということになります。その例として小学校知的障害特別支援学級の教科別の指導（国語）
「秋の詩」の「指導内容ステップ表」を示します。このようにすると、指導内容を３観点に分けて整
理しつつ、系統的な指導の観点をもつことができます。
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知識・技能 思考力・判断力・表現力 主体的に学習に取り組む態度
① 姿勢や口形、発声や発音に注意
して話す。
②  言葉遊びを通して、言葉の豊さ
に気づく。
③  意味による言葉のまとまりがあ
ることに気づく。
④  様子を想像して音読し、詩の情
景を描ける。

①  詩のまとまりやリズム、言葉の
響きなどに注目し、詩の内容の
大体を捉える。
②  詩に出てくる虫や語り手の視点
になって音読をしたり演じたり
する。

①  進んで身の回りや経験したこと
の中から秋に関する言葉を見つ
け、学習課題に沿って詩の情景
を動作化したり絵に描こうとし
たりしている。

３「指導内容ステップ表」の効果
　実際に、「指導内容ステップ表」を作成して授業づくりをした小学校の特別支援学級担任教師に、
その効果を聞いてみました。「『知識・技能』はスモールステップ化しやすい」「『思考力・判断力・表
現力』は抽象的な表現になりがちなので行動で表れる姿を文章化するといい」「『主体的に学習に取り
組む態度』は細かすぎると違和感がある」などの指摘がありました。
　そして、「指導内容ステップ表」を指導する際におさえるべき観点とすることで、指導内容が焦点
化できる」「特に『知識・技能』がスモールステップ化すると、授業中に課題の上げ下げができる」
「より個に応じた指導ができた」と、指導上の効果が評価されました。以下は、さらにスモールス
テップ化した「指導内容表」です。
 

「秋の詩」の授業における【知識・技能】 A児 B児 C児 D児 E児
1 平仮名で表された語に音節があることに気づく。 ○ ○ ○ ○ ○
2 教師の支援を受けながら物の名前や動作等を話す。 ○ ○ ○ ○ ○
3 物の名前や動作等を自ら話す。 ● ○ ○ ○ ○
4 秋の言葉を中心に関連する下位概念の語句を理解する。 ● ● ● ○ ○
5 秋の言葉を中心として、関連する上位・下位概念を理解する。 ● ● ● ○ ○
6 文字を指で示して追いながら音読をする。 ● ● ○ ○ ○
7 一音ごとに聞き取れる発音で音読をする。 ● ○ ○
8 ひとまとまりの語や文で捉えて音読をする。 ● ● ○
9 言葉の響きやリズムなどに気をつけて音読をする。 ● ●
10 詩で表現されている情景を捉えて音読する。 ● ●

● 単元の評価規準を踏まえて、まずは「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力」の評価
基準を３段階にしてみましょう。

● 「知識・技能」の観点をさらにスモールステップの指導を踏まえて細分化した評価基準を作
成すると、よりきめ細かい指導ができます。

● 「思考力・判断力・表現力」と「主体的に学習に取り組む態度」は、子どもの意識が表れる
場面を行動で示すと客観的な評価ができるようになります。

長江清和（埼玉大学）

【参考文献】京都府総合教育センター特別支援教育部（2016）『特別支援学級の授業づくりガイド』pp40-43 （資料２）アンケート調査まとめ
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■ 行動観察のヒント
　松見（2016）は、特別支援学校（知的障害）の研究紀要等の記述内容から、学習評価の主な方法
として、行動観察が用いられていることを指摘しています。本コラムは、そんな行動観察をより効
果的に行うためのヒントについて紹介します。

標的行動の定義
　行動観察を行う際には、観察対象となる行動（以下、標的行動）の定義を設定する必要がありま
す。また、標的行動の定義は、具体的でなければなりません。
　例えば、標的行動の定義が「文字を書く」であったとします。教師Aは、標的行動について「児童
が『単に』文字を書くこと」と認識していました。一方、教師Bは、「児童が『筆順に従って』文字
を書くこと」と認識していました。この場合、それぞれの教師によって、標的行動に対する観察結
果にばらつきが生じます〈図10〉。
　知的障害特別支援学級に在籍する児童生徒は、特別支援学級だけでなく、通常の学級においても
授業を受けることから、行動観察を行う教師が１名だとは限りません。よって、教師間の観察結果
のばらつきを防ぐため、標的行動には、誰が観察しても同じ行動を観察できる具体的な定義を設定
することが重要です。また、行動観察を行う教師が１名であったしても、具体的な定義を設定する
ことには、場面によって観察結果（評価）がブレないといった利点があります。

記録方法
　行動観察で用いる記録方法には、例えば下記のようなものがあります。この他にもインターバル
記録法や時間サンプリング法といった記録方法があり、それぞれに長所と短所があります。詳細に
ついては、Alberto and Troutman（1999）などの関連書籍を参考にしてください。
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〈図10〉標的行動の定義の曖昧さによる観察結果の不一致

教師B 教師A
筆順どおりに文を
書けていないわ

ちゃんと文字を
書けているな
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　１.  事象記録法：標的行動が生じた回数を記録します（例：児童の授業中の発言回数を数える）。
　２.  持続時間記録法：標的行動に従事した時間を記録します（例：児童がプリントに取り組んだ時

間を計る）。
　３.  潜時記録法：標的行動が生じるまでの時間を記録します（例：チャイムが鳴ってから児童が着

席するまでの時間を計る）。
　ただし、最大８名の児童生徒が授業を受ける知的障害特別支援学級において、上記の記録方法を
用いた行動観察は、教師の負担が大きく、実施が難しい場合もあります。近年では、記録者の負担
を軽減しつつも、上記の記録方法に近似した観察結果が得られる記録方法として、「直接行動評定」
（Briesch, Chafouleas, & Riley-Tillman, 2016）が開発されています。
 「直接行動評定」は、〈図11〉の記録用紙を用いて、児童生徒が標的行動に従事した時間の割合を
記録します。例えば、標的行動を児童がプリントに取り組むとした場合、教師は、児童を観察して
プリント終了後に児童が取り組んだ時間の割合を10段階で記録します。

 

半田 健（宮崎大学）

【引用文献】
・ Alberto, P. A., & Troutman, A. C.（1999）Applied behavior analysis for teachers (5th ed.). Prentice Hall Press, New Jersey. 佐久
間 徹・谷 晋二・大野裕史訳 (2004) はじめての応用行動分析 第２版. 二瓶社.
・ Briesch, A. M., Chafouleas, S. M. & Riley-Tillman, T. C.（2016）Direct behavior rating: Linking assessment, communication, and 
intervention. The Guilford Press, New York.

・ 松見和樹（2016）知的障害教育における学習評価の現状と課題－特別支援学校（知的障害）が作成した研究紀要、実践記録等の検討から－. 
国立特別支援教育総合研究所研究紀要, 43, 89-98.
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〈図11〉直接行動評定の記録用紙
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■ 困った行動を減らすには
　児童が日常生活や授業の中で、活動から外れた行動や、他児へ攻撃的な行動を繰り返すことがあ
ります。このような困った行動、いわゆる問題行動への対応に多くの教師が悩んでいます。ここで
は、どの教師も知っておくべき対応の基本について解説します。

困った行動が起こるには理由がある：児童も困っている
　児童が困った行動を起こすには、児童にとってそうせざるを得ない理由があります。児童も困っ
ているのです。困った行動の理由を見極めて対応することで、その行動を減らすことができます。
　児童が困った行動を起こす理由は、児童に障害があるから、児童が家庭環境で十分に愛情を受け
ていないからなど、さまざま推測できるかもしれません。いく
つかの推測はそのとおりで、それに対して他機関と連携してア
プローチする必要があるかもしれません。
　しかし、それと同時に、児童の学校での学びを促すために、
学校でできることを考えます。児童が授業中に困った行動を起
こすならば、その場の状況や教師からのかかわりを変えること
で改善できる点は必ずあります。児童の背景は視野に入れつ
つ、困った行動が繰り返される状況で実際に何が起こっている
のか、しっかりと捉え、学校で確実にできることも探します。

困った行動が繰り返される状況に注目する
　児童が困った行動が起こす理由は、状況によって異なります。一つひとつの状況を丁寧に観察
し、何が起こっているのかを正確に捉え、困った行動が繰り返される理由を推察します。
　複雑なのは、児童が行っている困った行動は見た目には同じでも、その行動を起こす状況によっ
て、起こす理由が異なることがあります。例えば、ある児童が国語の授業中と給食準備中のどちら
にも同級生をたたいてしまうとしても、たたく理由は、国語の授業中と給食準備中では異なるかも
しれません。

観察した状況を具体的に書くと、次
のように推測できる
［給食準備］
・いやなことがあった
［国語の授業中］
・何をしたらよいかわからない
・ いつからいつまで何をするのかわ
からない
・することがない

どうしたら
いいの？

同じ行動でも異なる理由で起きている
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　また、状況が同じなら、日によって見た目には違う困った行動をするとしても、それらを児童が
行う理由は同じかもしれません。例えば、ある児童がある日は同級生をたたく、ある日は離席して
走り回る、ある日は大泣きするとしても、児童は実は同じメッセージについて行動を変えて訴えて
いるのかもしれません。
　児童がいろいろな場面でいろいろな困った行動をするとしても、1つひとつの状況を冷静に見つめ
て、そこで何が起きているのか、その状況の何が困った行動に影響しているのか、推測するように
します。

困った行動が繰り返される状況を書き出し、見える化する
　児童が困った行動を起こす理由は、その行動を起こす状況を観察することで見えてきます。困っ
た行動が繰り返される状況を何回か観察し、その都度、困った行動の直前の状況と直後の状況を書
き出し、見える化してみましょう。

困った行動が起こる直前の状況観察
　困った行動が起こる直前には、その行動のきっかけとなっている状況があります。直前の状況は
いつ、どこで、何をしているときで、誰がいたのかを正確に捉えます。例えば、児童にとって課題
が難しすぎた、何をしたらよいのかわからなかった、課題が多くていつ終わるかわからなかった、
することがなかった、児童が嫌いなものやいやなことがあった、などが考えられます。

困った行動が起きた直後の状況観察
　困った行動の直後に行われている周囲の対応が、その行動が繰り返されることにつながっている
かもしれません。困った行動のあとに起きていることが、困った行動が繰り返されることにつな
がっているのです。例えば、児童が困った行動をすることで、大人が困った行動を注意するなど、
注目を受けられる場合があります。もしくは、困った行動をすることで、児童を別室で落ち着かせ
ていると、児童は困った行動をすることで課題をしなくて済む場合があります。
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直前の状況
いつ、どこで、

何をして、誰がいた？

困った行動
何をした？

直後の状況
周囲はどんな対応をした？

何が起きた？

直前の状況 困った行動 直後の状況

観察した状況を具体的に書くと、次のように推測できる
・課題の難易度が高い
・何をしたらよいかわからない
・ いつからいつまで何をするのかわからない
・することがない
・嫌いなものやいやなことがあった

���



41

発想の転換：困った行動をなくすことから、してほしいことを促すことへの計画へ
　上記のように困った行動が繰り返されている状況を見える化すると、その状況には困った行動が
起こるきっかけとなっているものがあること、困った行動に対して行っている対応がその行動が繰
り返されることにつながっていることがわかると思います。しかし、それがわかっても、困った行
動に対して周囲が行っている対応は、やめさせたり落ち着かせたりすることを意図するなど、その
状況からせざるを得ない対応であることも多いでしょう。例えば、児童が他児に大声を出すことを
注意することが、その児童に注目する結果になっているとしても、大声を出すのをやめさせない
と、ほかの児童の学びの妨げになると思います。
　そこで、困った行動の対応には発想の転換が必要になります。一般的に、その行動をどうやって
やめさせるか考えると思います。しかし、その場で児童にできるようになってほしい適切な行動を
具体化し、それを促すことを目指します。その状況でできる行動が増えると、児童は次第に困った
行動を行わなくなります。
　とはいえ、その行動をどうやって促せばよいのか悩むかと思います。そのため、児童がその行動
を行うことが促されるよう、その場の環境・状況・対応を変えます。上記の観察で見える化した、
直前の状況と直後の状況を変えるのです。直前の状況、直後の状況といった、環境・状況・対応が
変わると、児童の行動に変化が見られていきます。
　児童に狙った行動を促すための、直前の状況への工夫には、課題の難易度や質を変える、教室環
境を変える、教師から児童への働きかけを変える、などが考えられます。それと併せて、直前の状
況の困った行動のきっかけとなっていることをなるべくなくすようにします。
　一方、直後の状況の工夫では、狙ったことを児童ができたとき、児童が達成感を感じられるよう
にします。まずは児童が学びを実感できるよう、教師が声をかけて、ほめることがよいでしょう。

直前の状況 困った行動 直後の状況

観察した状況を具体的に書くと、次のように推測できる
・ 児童が注目を得られる結果となっている（たとえ、ネガ
ティブな注目でも）
・児童が課題をしなくて済む結果となっている

困った行動を減らすことから

その場でしてほしい適切な行動を増やすことへ

児童が達成感を得られるように

そのために状況を変える工夫を計画する

発想の転換
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　メグミ先生は知的障害特別支援学級の担任です。学級には小学2年生のケイさん、1年
生のモトシさん、3年生のマサコさんの3人が在籍しています。国語の時間に、3人が自

分の課題に対応したプリントを、個別学習する時間を15分程度行っています。メグミ先生は
ケイさんが、その時間になかなかプリントに取りかからないことに悩んでいます。
　個別学習のときはいつも、ケイさんは机に突っ伏して、「できない」と言います。メグミ先
生が起こしてもまた突っ伏してしまいます。何度も繰り返すと、そのうちケイさんは床に寝
転がって、「みんな僕が嫌いなんだ」と大泣きしてしまいます。そうすると、モトシさんは大
きな音が苦手なため、大声を出したり、ケイさんをたたこうとしたりします。
　こうなったらメグミ先生は、ケイさんを落ち着かせるため、モトシさんたちが不安定にな
らないため、ケイさんを教室の隅に連れていき、好きなおもちゃを渡してなだめつつ、ケイ
さんの話を聞き、思いを受け止めるようにしています。また、メグミ先生は普段は、ケイさ
んが床に寝転がって大泣きしないよう、ケイさんが机に突っ伏したら、様子を見たり、励ま
したり、一緒に問題を解いたり、学校は勉強するところと説明したりしますが、大きく改善
しません。
　メグミ先生は個別学習中、ケイさん以外の児童に対応する必要もあるため、手が足りず、
疲れてしまっています。

ステップ１：困った行動を具体化する
　まずは、困った行動を具体的な表現で書き出します。減らしたい行動を具体化することで、その
行動に対する手立てを計画したり、行動が改善しているかどうか評価したりすることができます。
メグミ先生は放課後、ケイさんがこれまでに国語の個別学習の時間に起こした、困った行動を書き
出しました。すると、下記のようになりました。
　ケイさんがこの時間に起こした行動は、ほかにもありました
が、ほかの行動はこれまでに1、2回しか起こしてなかったり、
最近は起こさなくなっていたりしたので、ここまでにしまし
た。また、メグミ先生は行動を書き出したところ、これらの行
動は続いて起こることが多く、机に突っ伏すことが発端になっ
ているように思いました。
　そこで、机に突っ伏す行動が起こらなくなるよう、手立てを
計画することにしました。

ステップ２：困った行動が起こる状況を観察する
　メグミ先生は、ケイさんの机に突っ伏す行動が起こる
状況を、観察して整理することにしました。教卓の中に
メモ用紙とペンを置いておき、机に突っ伏す行動が起き
たら、できる範囲でメモして、放課後にメモを頼りに改
めて思い出し、整理しました。
　すると、記録したある日の様子は次のようになりまし
た。

事 例

・机に突っ伏す　　　　　　　　　
・「できない」と言う　　　　　　
・床に寝転がる　　　　　　　　　
・大泣きする　　　　　　　　　　
・「みんな僕が嫌いなんだ」と言う
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　直前の状況から、ケイさんは国語の個別課題をまったくやらないわけではなく、2～3分は行って
いることがわかりました（メグミ先生は記録するまで、ケイさんが個別課題をまったくやらない、

と思っていました）。また、メグミ先生がモトさん
やマサコさんを指導している最中に、ケイさんは
机に突っ伏しました。そのため、メグミ先生がケ
イさんを起こしたり声をかけたりするなど、ケイ
さんに対応することとなりました。
　このことからメグミ先生は、ケイさんからすれ
ば課題を行っていると声かけられず、課題を行っ
ても張り合いがなく、自分の気を引こうとするの
かもしれないと思いました。メグミ先生は気づい
たことを下記のようにメモしました。

ステップ３：観察と実態から、具体的な指導計画を立てる
　次の国語の単元は、国語１段階の書くことに関する内容を計画していました。プリントを用いた
個別学習を行う計画でしたが、メグミ先生は困った行動の観察から気づいたことを踏まえ、計画を
見直しました。学級３人の書くことに関する実態、興味・関心を改めて書き出してみました。

書くことの実態 興味・関心
ケイ ・ ひらがなで2～3語の短文は書けるよ

うになってきている。
・ 同級生や担任と会話などやり取りす
るのは楽しそう。実体験はさまざま
なことに興味がもてる。

モトシ ・ ひらがなの単語は書けるようになっ
てきた。文にするには、書くことが
具体的にイメージできるよう声かけ
する必要がある。

・ 担任との会話などのやり取りは楽し
んでおり、同級生と一緒にいること
も好きなよう。機械などへの興味が
強い。

マサコ ・ ひらがなで文は書けるが、主題と関
係ないことを書くことが多い。

・ 同級生や担任と会話などやり取りす
るのは楽しそう。実体験はさまざま
なことに興味がもてる。

　メグミ先生は、書くことの実態をもとに、次の単元で3人に目標とすることを具体的に決めまし
た。また、３人の興味・関心と、ケイさんの困った行動の状況観察からわかったことをもとに、指
導内容や手だてについて、下記のように考えました。

直前の状況
・国語の個別課題中
・課題が始まり、2～3分経過
・ メグミ先生、モトシさんや
マサコさんの指導中

困った行動
・机に突っ伏した

直後の状況
・ メグミ先生がケイさんを起
こし、「頑張って、あと少
しだよ」と声をかける

・ ケイさんは国語の課題を行う力はありそう。　　　　　　　　　
・ 自分（メグミ先生）はどうしても課題につまづ
いている児童を対応することとなる。そのた
め、ケイさんからすると、一人で頑張っても相
手にされることはなく、机に突っ伏すと自分を
見てもらえる状況となっている。
・ ケイさんが、学級の全員が、授業で学ぶことか
ら達成感を得てほしい。
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　メグミ先生は、3人の目標を次のようにしました。
　　・ケイさん：ひらがな２～３語の文の書き方を知り、表現する。
　　・モトシさん：ひらがな１～２語の文の書き方を知り、表現する。
　　・マサコさん：ひらがなの文を所定の量に収める書き方を知り、表現する。

　そしてそのために、上記の案を以下のように具体化しました。
　　・ 3人が選ぶ要素：何について書くか、3人に選んでもらう。選択肢は最近行った校外学習から

示す。また、書いた文を誰に聞いてもらうかも、3人に選択肢から選んでもらう。
　　・ 3人の興味・関心：校外学習の選択肢、聞いてもらう相手は、3人が好きそうだった学習、相

手を選択肢にする。
　　・ 活動の見通し：文字や絵を使って、活動の見通しを視覚的に示す。やり方は、本やインター

ネット、知り合いの特別支援学級担任に聞いて、調べる。
　　・ 3人の目標に合わせた作文用紙を用意する（マサコさんには行数を示したプリント、モトシさ

んには単語を穴埋めするプリント、など）。
　　・ 書いている最中、2分ごとこまめにメグミ先生が3人に声かけする。また、書いた内容につい

て、3人がお互いに読み聞かせ合う機会をつくる。

ステップ４：授業を行った評価から、計画を再検討する
　単元を行ったところ、3人は楽しそうに、書く対象とする校外学習や、聞かせる相手を選びまし
た。また、書く活動にも積極的に行ってくれました。しかし、課題もありました。メグミ先生がモ
トシさんと1対1で指導する時間がどうしても多くなってしまいました。

直前の状況
・国語の個別課題中
・課題が始まり、2～3分経過
・ メグミ先生、モトシさんや
マサコさんの指導中

ケイさんの困った行動
・机に突っ伏した

直後の状況
・ メグミ先生がケイさんを起
こし、「頑張って、あと少
しだよ」と声をかける

・ ３人が選ぶ要素をつくるの
はどうか

・ 3人の興味・関心を取り入
れてはどうか

・活動の見通しをつくる

・ 目標を３人の実態に
合わせる

・ 担任や同級生からこまめに
声かけされたり、書いたこ
との達成感を得られるよう
にする

　ケイさんはじめ3人が学習
への興味が高まるようにし
たい。また、担任と1対１で
なく学べる工夫をしたい

　3人の実態に合った目標に
したい

　課題をすることで達成感
が高まるようにしたい

改善策 改善策 改善策
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　そこで、メグミ先生は、ケイさんとマサコさんに別
の指導時間に、授業中に困っている同級生をサポート
する方法を教えました。それにより、国語の時間にモ
トシさんがつまずいているとき、ケイさんやマサコさ
んが教えるようになりました（メグミ先生はモトシさ
んが2人に教えられるばかりにならないよう、モトシさ
んが活躍できる機会もほかの時間につくりました）。
そして、メグミ先生は3人に比較的均等な時間、指導で
きるようになりました。

　メグミ先生はこれまで、3人に指導する手が足りな
い、ケイさんの行動に困らされてばかりいると思って
いた学級が、３人の実態と観察に基づき、指導計画を工夫することで、3人が学びを積み重ねる姿を
見せるようになったことに驚きました。日々、指導の目標・内容に関連する3人の実態や興味・関心
を気にしつつ、指導計画の工夫を重ねています。

　　
 メグミ先生が本事例で行ったこと

ステップ１：困った行動を具体化する
　➡ 紙に困った行動を書き出しました

ステップ２：困った行動が起こる状況を観察する
　➡ 教卓に入れた用紙に、困った行動が起きた状況を書き出しました

ステップ３：観察と実態から、具体的な指導計画を立てる

　➡  単元の目標・内容に関する児童の実態と、児童の興味・関心を再確認したうえで、ス
テップ２の観察した状況を踏まえ、国語の時間の学習を促す状況への工夫を行いました

ステップ４：授業を行った評価から、計画を再検討する
　➡ ステップ３で立てた計画を行った結果を踏まえ、計画を修正しました。

神山 努（国立特別支援教育総合研究所）

ポイント

困った行動を減らすことから

その場でしてほしい適切な行動を増やすことへ

児童が達成感を得られるように

発想の転換
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もっと知りたい！
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　教育課程編成の責任者は学校長ですが、全教職員の協力のもとに編成が行われる必要があ
ります。また、「特別支援学級担当者」には、特別支援学級の教育課程編成の原案づくりを担
うという、中心的役割があります。前年度の教育課程を基本としながら、在籍する児童の障
害の状態や特性、発達段階や能力などを十分に把握して編成することが大切です。

教育課程とは

　教育課程は関連する法令に従い、学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を
児童の心身の発達に応じて、授業時数との関連において総合的に組織した各学校の教育計画
です。
　教育課程は学習指導要領に基づいて編成されるものです。学習指導要領は、学校教育にお
いて一定の水準を確保するために法令に基づいて国が定めた教育課程の基準であり、各学校
の教育課程の編成および実施に当たって従うべきものです。しかし、必要がある場合には、
各学校の判断により、児童の学習状況や実態などに応じて学習指導要領に示されていない内
容を加えて指導することも可能とされています（小学校学習指導要領第１章総則第２の３
(１)ア及びイ）。

特別支援学級の教育課程

　特別支援学級は、障害のある児童を対象として特別に編制された学級です。特別支援学級
の教育課程は、小学校学習指導要領を原則としていることから、通常の学級と同じように各
学校の学校教育目標を踏まえて編成します。
　しかし、特別支援学級では、障害のある児童を対象としているので、通常の学級で行われ
る教育課程をそのまま適用することが難しい場合があります。そこで、特に必要がある場合
は、学校教育法施行規則第138号に示されている「特別の教育課程」を編成することができ
ます。

教育課程の編成
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特別支援学級における「特別の教育課程」

　小学校学習指導要領および小学校学習指導要領解説総則編では、「障害のある児童などにつ
いては、特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ、個々の児童の障害の状態等に応じた
指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする」と示されています。
　さらに、特別支援学級について、児童の実態や障害の程度などを考慮のうえ、「障害によ
る学習上又は生活上の困難を克服し、自立を図るため、特別支援学校小学部・中学部学習指
導要領第１章に示す自立活動を取り入れること」「児童の障害の程度や学級の実態等を考慮の
上、各教科の目標や内容を下学年の教科の目標や内容に替えたり、各教科を知的障害者であ
る児童に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替えたりするなどして、実態に応じた教
育課程を編成すること」といった「特別の教育課程」を編成する必要があることが示されてい
ます。しかし、「特別の教育課程」を編成する場合でも、特別支援学級は小学校の学級の１つ
であることから、学校教育法に定める小学校の目的および目標を達成するものでなくてはな
りません。

知的障害特別支援学級における「特別の教育課程」

　知的障害特別支援学級の場合、知的障害があるために小学校の各教科の目標や内容をその
まま適用することが難しい場合があります。そこで、特別支援学校小学部・中学部学習指導
要領を参考に、知的障害特別支援学級に在籍する児童の知的発達の程度や学校生活、社会生
活の状況、生活経験などを考慮して「特別の教育課程」を次のように編成する必要があります。

① 各教科の内容
学級の児童の実態や障害の状態を考慮して、当該学年より下学年の各教科の目標および内

容、知的障害のある児童に対する教育を行う特別支援学校の各教科の目標および内容に替え
ることができます。教科書は、学校教育法施行規則第139条に基づき下学年の検定教科書や
特別支援学校（知的障害）用の文部科学省著作教科書、学校教育法附則第９条に基づき市販
の絵本などを教科用図書（一般図書）として使用することができます。

② 自立活動の指導
「特別の教育課程」を編成する場合は、障害による学習上または生活上の困難の改善・克服
を目的とした「自立活動」を取り入れることになっています。自立活動の指導は、「自立活動
の時間はもとより、学校の教育活動全体を通じて行うもの」〔小学部学習指導要領第１章第２
節の２の（４）〕とされています。
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③ 各教科等を合わせた指導
知的障害のある児童に対する教育を行う特別支援学級において、知的障害のある児童に対

する教育を行う特別支援学校の各教科等の目標および内容に替えて教育課程を編成している
場合は、児童の実態と課題に応じて各教科、道徳科、特別活動、自立活動、外国語活動の一
部、または全部を合わせて指導することができます。各教科等を合わせて指導を行う際に
は、各教科等で育成を目指す資質・能力を明確にしたうえで、カリキュラム・マネジメント
の視点に基づきPDCA サイクルで授業を展開することが必要です。また、知的障害のある児
童の場合、学習で得た知識や技能を実際の生活場面で生かすことが難しいため、学校での生
活を基盤にして、学習や生活の流れに沿って学ぶことが効果的です。このことから、従前よ
り、「日常生活の指導」「遊びの指導」「生活単元学習」などとして各教科等を合わせた指
導が実践されてきています。
　なお、各教科を知的障害のある児童に対する教育を行う特別支援学校の目標および内容に
替えた教育課程を編成している場合でも、特別支援学級では、小学校学習指導要領にならっ
て、小学３年生以上では総合的な学習の時間を行います。

「特別の教育課程」の編成の手順と編成例

　知的障害特別支援学級における「特別の教育課程」の編成に当たっては、一般的に次のよ
うな手順で検討します。

① 学級の児童の実態把握
●  在籍児童一人ひとりの障害の状態（障害の程度、発達段階、認知特性、興味・関心、身辺
処理、生活、学習環境など）を把握します。

●   小学校学習指導要領に示されている各教科の目標および内容について、児童の習得状況や
既習事項を確認します。

②「特別の教育課程」の検討
●   当該学年の学習が困難な場合は、当該学年より下学年の各教科の目標および内容、特別支
援学校小学部・中学部学習指導要領に示されている知的障害のある児童を教育する特別支
援学校小学部の各教科の目標および内容に替えることを検討します。

●   「自立活動」を取り入れます。
●   知的障害のある児童に対する教育を行う特別支援学校の各教科の目標および内容に替えた
教育課程を編成している場合は、「各教科等を合わせた指導」を取り入れることを検討し
ます。

●学習指導要領の目標と内容を踏まえ、各教科等の年間指導計画を作成します。
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自立活動を取り入れて編成する教育課程

各教科 道徳 特別活動 外国語活動 自立活動 総合的な
学習の時間

各教科の目標と内容を、小学校学習指導要領の下学年の教科の目標と内容に替え、かつ、
自立活動を取り入れて編成する教育課程

各教科 道徳 特別活動 外国語活動 自立活動 総合的な
学習の時間

各教科を、知的障害のある児童に対する教育を行う特別支援学校の各教科の目標と内容に
替えて編成する教育課程

各教科 道徳 特別活動 外国語活動 自立活動 総合的な
学習の時間

各教科を、知的障害のある児童に対する教育を行う特別支援学校の各教科の目標と内容に
替え、かつ、各教科等を合わせた指導を取り入れて編成する教育課程

各教科 道徳 特別活動 外国語活動 自立活動 各教科等を
合わせた指導
（特別支援学校
〈知的障害〉の
各教科等）

総合的な
学習の時間

〈図12〉特別の教育課程の編成のパターン例
［柘植･笹山･河本･杉本 編（2016）全国の特色ある30校の実践事例集
「特別支援学級」編，ジアース教育新社を参考に作成］
※  知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校の各教科の目標や内容を取り入れた教育課程にお
いても、特別支援学級の場合、小学３年生以上は総合的な学習の時間を行う総合的な学習の時間を行う

※ 上図の帯の長さは、授業の時間数を表しているものではありません
※  自立活動は「時間における指導」（時間割表の特定の時間に位置づくもの）の場合もあれば、「各教科等を合
わせた指導」という指導の形態において、他教科等を合わせて指導が行われる場合もあります

③ 授業時数の配当
●  児童の知的発達の程度や学校生活・社会生活の状況、生活経験などを考慮して各教科等の
授業時数を配当し、児童にとって過剰な負担となることのないように留意します。

④ 時間割の作成
●  地域や学校、児童の実態、各教科等の学習活動の特質などに応じて、学級の時間割を作成
します。
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　特別支援学級の教育課程を編成する際は、以下のようなものが参考になります。
・小学校学習指導要領解説総則編
・特別支援学校教育要領・学習指導要領解説総則編（幼稚部・小学部・中学部）
・特別支援学校学習指導要領解説各教科等編（小学部・中学部）
・特別支援学校教育要領・学習指導要領解説自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）
・各教育委員会が発行している手引き書

特別の教育課程について
わかったかな？
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学習評価に関する基本的な考え方

　中央教育審議会答申（2016）「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学
習指導要領等の改善及び必要な方策等について」（以下、答申（2016）とする）では、子
どもたちの「学習の成果を的確に捉え、教員が指導の改善を図るとともに、子供たち自身が
自らの学びを振り返って次の学びに向かうことができるようにするためには、学習評価の在
り方が極めて重要」と指摘されています。また、「学習評価については、子供の学びの評価に
とどまらず、『カリキュラム・マネジメント』の中で、教育課程や学習・指導方法の評価と結
び付け、子供たちの学びに関わる学習評価の改善を、更に教育課程や学習・指導の改善に発
展・展開させ、授業改善及び組織運営の改善に向けた学校教育全体のサイクルに位置付けて
いくことが必要」（中央教育審議会答申, 2016）とされています。
　なお、学習評価に関わる用語としては、「目標に準拠した評価」「観点別の学習状況の評価
（「観点別評価」と表記されることもある）」、総括的な評価としての「評定」「集団に準拠した
評価」「個人内評価」といったものがあります。詳しくは、〈図13〉をご覧ください。

学習評価の基本的理解

Point

●  障害の有無にかかわらず、学習評価に対する考え方は変わらない！ ただし、個々の
障害の状態等に応じた指導と配慮および評価が前提となります。
⇒観点別学習状況の評価を取り入れる
⇒個別の指導計画に基づく目標設定と評価が大切

●  学習評価は「PDCAサイクル」の一環！
①児童たちの学習状況の評価をしましょう！
目標は達成できていましたか？

②学習目標の達成度から、授業の評価をしましょう！

 

目標設定は適切でしたか？ 目標達成のための手立ては？ 授業の流れは？ 教材・
教具の活用は？などを確認し、単元構成を見直しましょう。
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学習評価の基本的な枠組み

　児童生徒の学習評価の在り方について（報告）（文部科学省, 2019）では、学習評価は、
「学校における教育活動に関し、児童生徒の学習状況を評価するものである」とされていま
す。また、現在、各教科の評価については、学習状況を分析的に捉える「観点別学習状況の
評価」と、これらを総括的に捉える「評定」の両方について、学習指導要領に定める目標に
準拠した評価として実施するものとされています。また、観点別学習状況の評価や評定には
示しきれない児童一人ひとりのよい点や可能性、進歩の状況については、「個人内評価」と
して実施するものとされています〈図14〉。 
　また、外国語活動や総合的な学習の時間、特別の教科である道徳、特別活動についても、
それぞれの特質に応じて適切に評価することとされています。

〈図13〉学習評価の種類
［出典：平成29年10月16日教育課程部会「児童生徒の学習評価に関するワー
キンググループ資料２」https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/
chukyo3/080/siryo/__icsFiles/afieldfile/2017/10/20/1397756_2_1.pdf］
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観点別学習状況の評価について

　旧学習指導要領（平成21年3月告示）の適用期間中は、観点別学習状況の評価について
「関心・意欲・態度」「思考・判断・表現」「技能」「知識・理解」の4観点で行っていました
が、新学習指導要領（平成29年4月告示）では、目標に準拠した評価の実質化や、教科・ 校
種を超えた共通理解に基づく組織的な取り組みを促すことをねらい、小・中・高等学校の各
教科を通じて、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3観点に
整理されました。また、「資質・能力のバランスのとれた学習評価を行っていくためには、指
導と評価の一体化を図る中で、論述やレポートの作成、発表、グループでの話合い、 作品の
制作等といった多様な活動に取り組ませるパフォーマンス評価（※）などを取り入れ、ペー
パーテストの結果にとどまらない、多面的・多角的な評価を行っていくことが必要である」
（中央教育審議会答申, 2016）とされています。 
　なお、「主体的に学習に取り組む態度」は、「関心・意欲・態度」の観点と同じ趣旨のもので
したが、挙手の回数やノートの取り方などの形式的な活動によって評価するなどの誤解があ
るなどの問題が長年指摘されてきたことから、「関心・意欲・態度」を改め「主体的に学習に
取り組む態度」へと文言が変更されました（中央教育審議会答申, 2016）。
　さらに、児童生徒の学習評価の在り方について（報告）（文部科学省, 2019）では、「学び
に向かう力、人間性等」は、知識及び技能、思考力、判断力、表現力等をどのような方向性
で働かせていくかを決定づける重要な要素であり、学習評価と学習指導を通じて「学びに向
かう力、人間性等」の涵養を図ることは、生涯にわたり学習する基盤を形成するうえでも極

〈図14〉各教科における評価の基本構造
［出典：文部科学省（2019）児童生徒の学習評価の在り方について（報告）］
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めて重要であると示されています。従って、『「主体的に学習に取り組む態度」の評価とそれ
に基づく学習や指導の改善を考える際には、生涯にわたり学習する基盤を培う視点をもつこ
とが重要である。このことに関して、心理学や教育学等の学問的な発展に伴って、自己の感
情や行動を統制する能力、自らの思考の過程等を客観的に捉える力（いわゆるメタ認知）な
ど、学習に関する自己調整にかかわるスキルなどが重視されていることにも留意する必要が
ある』として、「学びに向かう力、人間性等」と「主体的に学習に取り組む態度」について
の学習評価とそれに基づく学習指導および改善を重要視しています。
※ パフォーマンス評価：知識やスキルを使いこなす（活用・応用・統合する）ことを求めるような評価法。
論説文やレポート、展示物といった完成作品（プロダクト）やスピーチやプレゼンテーション、協同での
問題解決、実験の実施といった実演（狭義でのパフォーマンス）を評価する。

障害のある児童生徒など特別な配慮を
必要とする児童生徒への学習評価

　児童生徒の学習評価の在り方について（報告）（文部科学省, 2019）では、「児童生徒一人
一人の学習状況を適切に把握することは、新学習指導要領で目指す資質・能力を育成する観
点からも重要であり、障害のある児童生徒、日本語指導を必要とする児童生徒や不登校の児
童生徒、特別な配慮 を必要とする児童生徒に対する指導についても、個々の児童生徒の状況
に 応じた評価方法の工夫改善を通じて、各教科等の目標や内容に応じた学習状況を適切に把
握し、指導や学習の改善に生かしていくことを基本に、それぞれの実態に応じた対応が求め
られる」と述べられています。 
　また、答申（2016）では、「知的障害者である児童生徒に対する教育課程については、児
童生徒の一人一人の学習状況を多角的に評価するため、各教科の目標に準拠した評価による
学習評価を導入し、学習評価を基に授業評価や指導評価を行い、教育課程編成の改善・充実
に生かすことのできるPDCAサイクルを確立することが必要であるとされている」と指摘さ
れています。
　このことから、児童生徒の学習評価の在り方について（報告）（文部科学省, 2019）では、
「障害のある児童生徒に係る学習評価については、一人一人の児童生徒の障害の状態等に応
じた指導と配慮及び評価を適切に行うことを前提としつつ、特に以下のような観点から改善
することが必要である」とされ、以下の2点があげられています。 
●  知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科においても、文章に
よる記述という考え方を維持しつつ、観点別の学習状況を踏まえた評価を取り入れること
とする。

●  障害のある児童生徒について、個別の指導計画に基づく評価などが行われる場合があるこ
とを踏まえ、こうした評価などと指導要録との関係を整理することにより、指導に関する
記録を大幅に簡素化し、学習評価の結果を学習や指導の改善につなげることに重点を置く
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こととする。
　また、特別支援学校小学部・中学部 学習評価参考資料（文部科学省,2020）には、観点別
学習状況の評価を実施する際に必要となる評価規準など、学習評価を行うに当たって参考と
なる情報がまとめられています。こちらも参考にしてください。

知的障害教育における体系的な学習評価の
PDCAサイクル

　答申では、「知的障害者である児童生徒に対する教育課程については、児童生徒の一人一
人の学習状況を多角的に評価するため、各教科の目標に準拠した評価による学習評価を導入
し、学習評価を基に授業評価や指導評価を行い、教育課程編成の改善・充実に生かすことの
できるPDCAサイクルを確立することが必要であるとされている」と指摘されています。
　〈図15〉は、国立特別支援教育総合研究所（2016）による知的障害教育における体系的な
学習評価のPDCAサイクル概念図の改訂版です（新学習指導要領に合わせて4観点を3観点へ
変更）。

〈図15〉知的障害教育における体系的な学習評価のPDCAサイクル概念図
［出典：国立特別支援教育総合研究所（2015）を改変］
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　〈図15〉の、赤い点線と青い点線と緑の点線で囲まれた部分は、子どもの学習状況の評価
と授業の評価、指導の評価の分類概念を図示したものです。子どもの授業中の学びの様子
（発言、反応）についての「学習状況の評価」と、教師がどのように授業を構成したか、支
援はどうであったかの評価が合わさって、「授業の評価」が成り立っています。そして、１
つの授業の評価だけでなく、単元、年間での指導の評価を合わせて「指導の評価」として捉
え、図示しました。
 「学習状況の評価」「授業の評価」「指導の評価」といった評価結果を振り返り、総括して、
次の授業、単元、年間計画への改善へとつなげていくことが重要です。〈図15〉に示したよ
うなPDCAのサイクルを回していくことを、カリキュラム・マネジメントといいます。

PDCAサイクルが
ポイントなんだね！
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　明日から使える環境整備と教材・教具を写真で紹介します。

環境整備、教材・教具の工夫

教室
環境日課表・予定表

日課表などを視覚的に示しておくことで、教員が不在でも自
分で予定を確認することができます。自ら見通しをもつこと
によって、主体的に行動する力が身についていきます。

【日記表①】　児童一人ひとりの日課が
示されています。低学年のカードには、
ふりがなとイラストがついています。

【日記表②】　学級の日課の横には、
児童一人ひとりの交流級での授業参加
予定が示されています。

【大黒板の上の数字列（１～50まで）】　
　数字の順序を学ぶ児童や、カレン
ダー学習で「一昨日」「昨日」「明日」「明
後日」を考える児童は、「今日」にあた
る数字を見ながら頭の中を整理してい
るようです。掲示する数の範囲は、そ
の年の児童の実態により変えます。

【日記表③】　日課のほかに、交流級への授業参加、天気、気温なども
示されています。日付や天気・気温、交流級での授業参加予定などは、
朝の会で確認し、日直が書いたり、貼ったりしています。朝の会を自分
たちで進行することで、主体的な活動を促すことにつながります。

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名
氏名 氏名
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　児童に大切にしてほしいことや、日
常生活などで役に立つポイントを意識
できるように、掲示しています。
　学級のルールなどを掲示しておくこ
とは、いつでも本人と確認することが
できるため、有効な方法です。

掲示物・ルール
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【授業中や話を聞く姿勢の見本】
　授業の始まりと終わりの号令や教員の声かけを
合図として、みんなで見本を見ながら、お互いの
姿勢を確認しています。
　また、活動などの区切りで姿勢を正すことで、
気持ちの切り替えをしている学級もあります。

【デジタル時計】
　アナログ時計のほかにデジタル時計でも時間を示し、タイ
マーとしても活用しています。時間の学習の際にも、児童の
実態に応じて使い分けています。

【机の中の整頓見本】
　アナログ時計の隣に示してあります。整理整頓が苦手な児
童にもわかりやすくひらがなとイラストで示すことで、ひと
りでできる状況づくりにつながります。

【学習場面における机の上の例】
　この見本を参考にして、自分の学習しやす
い配置を考えることにつながります。

【用語の統一】
　同じ用語を使用すること
で、何を指示されたのか理
解しやすくします。この工
夫によって、自分で準備す
ることが定着していくこと
につながります。
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新しい学校の生活様式

【個人の棚を縦一列で使用】　
　混乱を避けることができま
す。また、限られたスペース
で片付けることを意識させる
ことにもつながります。

【プリント返却時の指示カード】
　評価だけでなく、次の行動の指示も明記しています。
次に何をするのかを理解して自分から行動することがで
きるかを確認する機会にもなります。

【色による表示の工夫】
　道具入れと棚の名前
シールの淵色を同色にす
ることで、片付けの間違
いが少なくなります。

　足跡のシートを床に貼っていま
す。目印があるとわかりやすくなり
ます。なぜ距離を取る必要があるの
かも示しておくとよいでしょう。
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環境・配置

授業
関係

【ついたてや間仕切りの活用】
　児童一人ひとりの特性や課題によって、しきり
を設けます。
　実態把握で得た情報から環境を整備すること
で、集中力を高めるだけではなく、落ち着いて安
心して学習に取り組むことにもつながります。
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教材・教具（国語）

【漢字の部首かるた】
　雨の日などに楽しみながら使っていま
す。使い方は「木材でできた名札」を読み
（読み方がわからない場合には教えます）、
部首の名前を言ってカードをめくり、当
たったらそのカードをもらいます。

【ワークシートの工夫】
　手紙文の構成について見本を拡大し、黒板に掲示していま
す。ワークシートにも同色を使うことで、手がかりとなります。
　児童の実態に応じて、ワークシートを3種類作成していま
す。児童が自分でシートを選択して使うことで、意欲的に取り
組むことができます。
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【ホワイトボードの活用①】
　異なる調理方法で作られるさまざまな
料理を写真つきで例示しています。
　右端のホワイトボードでは、調理方法
をイラストと写真で例示しています。

【単元進行表】
　単元の進捗状況と本時の学習内容
を確認できるように、黒板に拡大し
て掲示しています。
　児童と一緒に確認することで、見
通しをもって取り組むことができる
ようになります。

【ホワイトボードの活用②】
ホワイトボードにあるのと同じ写真

カードを用意しておき、児童が自分の机
上で説明を聞きながら分類しています。
　全体での学習を個人作業で確認するこ
とで、理解度を見取ることができます。
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【板書の工夫】
　授業内容について、学んだ順
番に確認できるように板書して
います。本時のめあてもはっき
りと示しています。
　前後の順序がわからなくなっ
てしまう児童にも理解しやすく
しています。
　ひらがなで数字の読み方を板
書し、横に数字を書き足す工夫
もしています。

【学習カード】
　児童の個別の指導計画や実態把握に基づい
て、既習事項の確認を行い、繰り返し学習が
必要な内容などについては、学習カードを作
成しています。個別課題の時間に活用するだ
けではなく、集団授業で学習速度の違いを調
整するための教材としても活用できます。
ラミネート加工を施すことで、繰り返し使

用することができます。

教材・教具（算数）
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【模擬貨幣での買い物の活動（お金の学習）】
　買う側・売る側の両方に慣れてきたこ
ろ、みんなで折り紙を作り、お店を開いて
友だちに買ってもらう「お店屋さん」の活
動につなげました。

【色の弁別や数量の把握についての学習教材】
　教材は、学習内容と児童の実態に応じて使用
する目的を明確にしておく必要があります。
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【自分の伝えたいことカード】
 「自分の気持ちを相手に伝えることがで
きた」という体験をすることで、次のコ
ミュニケーションにつながります。

教材・教具（その他）

【児童の目標を評価する工夫】
スタンプを押してもらい、増えていくこと

や、「ガンバッタねカード」をもらうこと
で、目標達成に向けて行動を促します。

【給食メニュー】
　献立表で確認し、日直
がメニューを記入します。
　給食の配膳も自分たち
でできるようにするため
に、実際に食器を並べた
写真と説明書きをも並べ
て掲示しています。この
ような掲示により、自分
で確認できるようになる
と、教員への確認行動が
減るとともに、できたこ
とを評価されることで、
自発的な行動に結びつい
ていきます。
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【ファイリングの練習】
　プリント類をファイルに綴じる「穴開け
パンチ」の操作を練習する機会を増やすた
めに、教室の掲示には使用済みファイルの
留め具を利用しています。

【タブレット端末の活用】
　教科別の指導で活用するアプリ
を事前に学級活動で使用して慣れ
ておくなど、教科別の指導の学習
内容に集中できるように工夫をし
ています。
　使用する目的を明確に伝え、使
用時のルールなども確認しておく
とよいでしょう。
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連絡帳のタイプ

【タイプ① ひらがなは読めなくても絵の
マッチングはできる場合】
月日と曜日は教員が記入し、それ以外は

ホワイトボードに掲示したカードの絵と対
応させながら〇をつけていきます。

【タイプ② ひらがなが読めるようになって
きた場合】
　数字が書けるようになってきた児童は、
月日の数字も自分で書き込みます。位の名
前には触れず、「数字のお部屋」という言葉
を使って「お部屋には１つの数字しか入ら
ない」というルールを理解していきます。
〇をつける言葉はカードと対応しているの
で、児童はホワイトボードと照らし合わせ
て書いていきます。
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【タイプ③ ほとんどのひらがなが
書けるようになった場合】
　連絡帳のほぼすべての内容を自
分で書くようにします。

【タイプ④ 連絡帳で日々目にしている
漢字を模写できるようになった場合】
　書き順を指導したうえで、できるだ
け漢字で記入するようにします。
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【タイプ⑤ 横書きに慣れてきた場合】
　縦書きも練習します。教科の記入は
ひらがなが中心ですが、体育など漢字
で書けるものも増えてきます。月日は
縦書きなので、漢数字で記入します。
大きい黒板に縦書きの表示があるの
で、それを見ながら書いていきます。

【タイプ⑥ 教科名を漢字で書けるよ
うになった場合】
　縦のマスの数を減らし、空いたス
ペースに日々の楽しかったことやう
れしかったことなどを「一言日記」
の欄に記入します。併せて絵も描き
ます。
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【タイプ⑦ ほとんどの記入を漢字を含
んだ表記でできるようになった場合】
　気温（室温）を記入する欄もありま
す。少しだけ原稿用紙を意識して、句
読点をつけながら短い文を書き、右の
スペースに絵も描きます。

児童の実態に応じて異なるタイプの「連絡帳」を作成し、児童の記
入する書字能力に応じて、使用するタイプのレベルを段階を追って
上げていきます。無理に次のタイプを提供することで、意欲が低下
してしまわないように確認し、次のタイプに移行するときには、児
童自身の自発的なやる気を大切に、「次のタイプを使いたい」という
気持ちを引き出すようにしましょう。
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　現在、インターネット上には無料で学習できる動画教材やテキストがたくさんあります。
　知的障害特別支援学級を担当する先生をサポートするツールを集めた「ウェブページ～す
けっとばすけっと～」を用意しました。
ウェブページへのアクセスは、下記QRコードよりアクセスするか、検索サイトで“すけっ

とばすけっと”と入力して検索してください。
ウェブページより下記のコンテンツを見ることができます。

ウェブページ～すけっとばすけっと～

● 書式のダウンロード
すけっとに掲載されているサポートシートなどの書式をダウンロードして、自由に活用い

ただけます。

● 教室環境の写真
知的障害特別支援学級の教室環境の参考となる写真を掲載し、説明しています。

● すけっとオンライン講座
すけっとに関連するコンテンツを短時間の動画で解説しています。

● 国立特別支援教育総合研究所のNISE学びラボの紹介
国立特別支援教育総合研究所のNISE学びラボのうち、
すけっとに関連するコンテンツについて紹介します。

● 参考となるインターネットコンテンツ
インターネット上には、無料で学習できる動画教材やテキストがたくさんあります。ここ

では、知的障害特別支援学級の先生にとって役立つインターネット上のコンテンツを紹介し
ます。

ウェブページ
～すけっとばすけっと～
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● 各都道府県･指定都市教育委員会･教育センター資料
　各都道府県･指定都市教育委員会･教育センターで作成された特別支援学級向けのガイド
ブックの紹介をしています。

参考となるインターネットコンテンツ

学習指導要領について動画で学びたいとき

独立行政法人教職員支援機構
● 特別支援学校幼稚部教育要領特別支援学校小学部・中学部学習指導要領総則：新学習指導
要領編 No1
　文部科学省 初等中等教育局特別支援教育課 課長補佐 山下直也
　https://www.nits.go.jp/materials/youryou/001.html

● 知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科等の改訂の要点：新
学習指導要領編 No3　
　文部科学省 初等中等教育局 視学官　
　（併）特別支援教育課 特別支援教育調査官 丹野哲也
　https://www.nits.go.jp/materials/youryou/003.html

● 自立活動：新学習指導要領編 No4
　文部科学省 初等中等教育局特別支援教育課 特別支援教育調査官 分藤賢之
　https://www.nits.go.jp/materials/youryou/004.html

障害種別や研修内容ごとに動画で学びたいとき

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
　https://www.nise.go.jp/nc/training_seminar/online
● 研修プログラム「特別支援学級（知的障害）の担任になったら」
  ［基礎編］ 0001　共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築 
  ［基礎編］ 0006　多様な学びの場　（２）小学校・中学校等
  ［基礎編］ 0006　多様な学びの場　（２）小学校・中学校等  
  ［基礎編］ 0301　知的障害の理解と教育的対応の基本  
  ［基礎編］ 0302　知的障害教育における教育課程の編成  
  ［基礎編］ 0303　各教科等における指導の工夫  
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  ［専門編］ 0302　知的障害教育における自立活動の指導  
  ［専門編］ 0303　知的障害教育における領域・教科等を合わせた指導 
  ［専門編］ 0304　知的障害教育の教育課程の歴史

合理的配慮や指導の工夫の参考にしたいとき

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
● インクルDB　http://inclusive.nise.go.jp/

具体的な教材などを知りたいとき

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
● 支援教材ポータル　http://kyozai.nise.go.jp/

いっぱいあるなあ♪
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■ 知的障害のある児童の学習におけるICT活用

ICT活用するときの2つの方向性
　本コラムでは、ICTを知的障害のある児童の学習に活用するときの２つの方向性を紹介します。１
つ目は、ことば・文字・数などの学習に活用するものであり、言語・認知発達を促進する方向性で
す。例えば、イラストや音声が出たりして理解を助けながら、文字の読み方を覚えたり、計算手順
の熟達を図ったりすることが該当するでしょう。これを「治療教育アプローチ」と呼びます。２つ
目は、言語・認知・運動機能の障害による日常・学校生活上の困難を補うために活用するものであ
り、ICTによって機能代替をする方向性です。これを「機能代替アプローチ」と呼びます（近藤，
2017）。例えば、鉛筆と紙では自分の思いを表現することが難しい子どもに、ワープロなどの文字
入力機能によって表現を求めたりすることが該当するでしょう。以下、実践例を紹介します。

ひらがなの読み：「文字ー音―意味」の対応関係を学習する
　文字を読むためには、文字がどのような音で読むのかを頭の中で思い出し、その音を音声化する
ことが必要になります。もちろん、音声化をしなくても、
その文字列（単語）を見て何を表しているかがわかる場合
でも、「読める」ことになると思います。従って、「読む」
のなかでも、文字や単語を音声化する「音読」、文字単語
が表す意味を理解する「意味理解」があります。これらは
繰り返し学習の中で身についていくでしょう。
　しかし、知的障害のある児童の中には、「文字―音」の対
応関係の学習がしにくい、あるいはそれが定着しづらい子
ども、「文字―意味」の対応学習が十分ではなく、文字単語
の表す意味がわからない子どもがいます。そのため、「文字
－音」「文字－意味」の関係性〈図16〉を意欲的に繰り返
し学習ができる方法を考える必要があります。変化のある
繰り返しの中で、無理なく、集中できるような学習環境を
整えることが大切でしょう。
〈図17〉に、文字と音、文字と意味、音と意味の関係の

学習を、多様な問題形式で繰り返し、集中的に学習できる
アプリを紹介しています。「Bitsboard PRO（Happy Moose Apps Inc.）」は、画像と音声とテ
キストをアプリ上に登録しておくと、多様な問題形式（例：マッチング）の中から選んで学習課題
を用意することができます。
　次ページの〈図18〉には、「Bitsboard PRO」上で出題可能な問題形式の一例を示しています。他
にもたくさんの課題形式を用意できるので、子どもの取り組みやすさに応じることも可能です。ま
た〈図19〉のように、アカウントごとに使用すれば、各児童の課題の得点、日付が自動記録される
ため、「学習評価」に活用ができて便利です。本アプリは、特別支援学級や特別支援学校の個別指導
で生かしていくことができるでしょう。特に、学級の人数が多く、個別の学習課題の用意、繰り返
しの学習時間の確保が難しい場合は有効活用できます。

〈図17〉Bitsboard PRO

〈図16〉 「文字-音-意味」関係図
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学習した読みの知識・技能を生活の中で生かしていく
　自分の知っている言葉が、文字で表記されたときに読めること、文字で書かれた言葉の意味を認
識できることは、知的障害のある児童の生活を豊かにすることになるでしょう。しかし、知的障害
のある児童の中には、学習した「読みの知識・技能」が断片的な知識となる場合があります。例え
ば個別指導場面では読めるようになったものの、場所や状況が変わったとき、時間が経過したとき
に、学習したはずの文字が「読めない」ことが起こります。従って、そのような問題に対して、学
習した読みの知識・技能が、子どもの学校生活や家庭・地域生活で生かされるように、読み指導を
展開していくこともまた重要になってくるでしょう。そのときに、子どもの興味・関心や好みのも
のと関連づけたり、日常生活の自然な活動機会の中に埋め込んだりするとよいかもしれません。
　例えば、料理のレシピ本が好きな子どもがいたとします。その子が文字を読めるようになること
で、レシピが読めるようになる、料理により興味をもつようになるかもしれません。地図帳で地名
や都道府県を眺めることが好きな子がいて、「学習した漢字を地図から探してみよう」という授業と
関連づけることで、読めて発見できた喜びを感じたり、同じ漢字でも違う読み方があることに気づ
く機会を生み出せたりできるでしょう。

・多様な出題形式で「文字－音」、「文字―意味」の学習を
・一人ひとりの習得状況、ペースに合わせて、集中して繰り返せる学習を
・読みの知識・技能が知的障害児の生活の中で「生かされる」しかけづくりを

「文字入力機能」を用いたお話づくり（思考・表現）の学習
　次に紹介するアプリは、「PDF PRO 3」（Dominic Rodemer）です〈図
20〉。「PDF PRO 3」では、PDFファイルをiPad上で見て、テキストの編集や
付記することができます。テキストのハイライト、図形の埋め込み、指での描
画も可能で、音声の吹き込みや写真データの埋め込みさえも可能です。以上の
機能の中でも、「文字入力機能」は、書字の抵抗感がある児童、字形が整いに
くい児童に有効です。
　例えば、お話を読んだり、考えたりすることは好きなのに、いざお話を書こうとしたときに、書
字のところでつまずいてしまい、先生に何度も書き直しを求められたり、書く負担が大きすぎて何
を書くかに集中できなかったり、書きたい意欲が起きなかったりする児童がいます。そのような児

〈図18〉マッチング課題形式 〈図19〉Bitsboard PRO グラフ

ポイント

〈図20〉PDF PRO 3
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童に、「紙と鉛筆でお話を書く」のではなく、「文字入力でお話を書く」ことで上記の問題から解放さ
れ、書く内容に集中することができ、自分の思いを存分に表現することもでき、書きたい意欲も湧
いてくるかもしれません。
　〈図21〉は、文字入力機能の画面です。画面下に表示される50音キーボードを打つと、その文字
が画面に入力されます。鉛筆できれいに書くことができなくても、字を書くことに抵抗感を示す児
童でも、これなら字体を気にすることなく、お話の作成に集中できる子どもがいるでしょう。
　実際、知的障害特別支援学級で実践をしたところ、担任が「書きの抵抗感を軽減できたと感じた
児童」に対しては、「書く内容に集中できる」、「豊かな表現を引き出すことができる」と感じた、と
いう結果が得られました。このように、知的障害のある児童の新たな思考・表現のツールとして、
ICTを活用することもできるでしょう。

「音声読み上げ機能」を用いた自律的な音読練習
　文字入力機能で作成した「自分のお話」に、「PDF PRO 3」を使って、教師の範読音声を吹き込
むこともできます。〈図22〉は、児童が文字入力機能で作成した文章に、教師の音声を吹き込み、そ
のモデル音声を児童が聴いている場面です。１文ずつ吹き込むこともできますし、１ページの文章
すべてを吹き込み、１つのスピーカーボタンで全文章を再生させることも可能です。もちろん、ほ
かに児童に読んでほしい文章（例：プリントの文章）があれば、それをPDF形式にしておき、「PDF 
PRO 3」に取り込み、データ上で教師の範読を録音すれば、範読のもとで音読練習できる教材を作
ることができます。もし、iPadが複数台ある（一人１台ずつ保有）場合は、iOSの「Airdrop」機能
を用いると、簡単にデータ転送ができますので、何台も同じ録音をしなくてすみます。
　これらの機能を使うことで、文章を読むことへの抵抗感を軽減し、何度も繰り返し読み方を復習
できます。ヘッドホンがあると、自分のペースで集中して学習することも実現できます。教師の範
読は、知的障害のある児童の読み技能の実態に応じて、範読の速さを調整して録音しましょう。そ
うすることで、児童も読みの速さや抑揚を範読に合わせて読もうとする意識も高まるでしょう。こ
れは特別支援学級や特別支援学校で活用可能です。

〈図21〉文字入力機能の活用 〈図22〉音声読み上げ機能の活用
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何のために、誰のためにICTを活用するのか？
　以上の実践からもわかるように、本コラムで紹介したICT活用のアプローチは相反するものではな
く、両アプローチが重なりあう側面があります。例えば、紹介した実践の中でもあったような「文
章の音声読み上げ機能」を使いながら自分で読む練習をすることや、ほかにもICT機器の音声出力機
能を用いてコミュニケーションスキルを高める、といったこともあるでしょう。
　最後に、指導者が子どもの学習にICTを活用する際に大切なこととは何でしょうか。たくさんある
と思いますが、特に大切なことは、子どもの実態や指導目標、指導環境に合わせて、ICTを１つの学
習の手段や道具として有効活用すること、そして「何のために、誰のためにICTを使うのか」を考え
ながら活用していくことではないでしょうか。

丹治敬之（岡山大学）

【参考文献】近藤武夫（2017）代替的アプローチと教育機会への参加保障．LD研究，26，206-208.
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年間指導計画の例 1【障害の程度が重度、または低学年の児童を想定】
　　学校名　○○市立○○小学校　　　　学級名　○○１組（知的障害特別支援学級）　令和○年５月１日現在

月単元の名称 4 月 5 月 6 月 7 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

各
教
科

国 語 ・音読　　　・短文視写　　　・ひらがな，カタカナ、漢字の読み書き　　　・聞くドリル
・しりとりあそび、なぞなぞあそび、かるたあそび　　　・生活作文　　　　・交換日記　　　・俳句大会（春夏秋冬４回）

算 数
・なかまづくりとかず
・なんばんめ
・いくつといくつ

・あわせていくつ　ふえるといくつ
・のこりはいくつ　ちがいはいくつ
・10よりおおきいかず

・なんじ なんじはん
・どちらがながい
・3つのかずのけいさん

音 楽
※交流

おんがくにあわせて おんがくにあわせて にっぽんのうた ドレミとなかよし いい音みつけて おとでよびかけっこ ようすをおんがくで ききあってあわせて

図 工
※交流

すきなものいっぱい しぜんとともだち
ひかりのくにのなか
またち

クルクルぐるーり
いろいろならべて

チョッキンパッでか
ざろう
みてみていっぱいつ
くったよ

さわってはってたし
かめて
のばしてぺったん

てでかくのきもちい
い
どうぶつむらのピク
ニック

びっくりピョーン
おさんぽトコトコ

うつしてあそぼう
くしゃくしゃがみか
らうまれたよ

はっけん あたらしい
なかま
できたらいいな こん
なこと

ゆめのまちさんちょ
うめ
おおきなかみでわっ
くわく

こころのはなをさか
せよう

体 育
※一部交流

体ほぐしの運動
鬼遊び
50m走（通年）

固定施設を使った運
動遊び

鉄棒を使った運動遊
び
ボールゲーム

水遊び
体ほぐしの運動

体力を高める運動　
走の運動遊び
表現・リズム遊び

体力テスト
跳の運動遊び
マット遊び

ボールゲーム
多様な動きを作る運
動（持久走）

ボールゲーム
多様な動きを作る運動（なわとび）
跳び箱遊び

道 徳 （日々の生活や学習の中で、その都度指導、支援を行う。）
がっこうだいすき　ありがとう　おおかみとしょうねん　ともだち　はしのうえのおおかみ　ぼくのせいじゃない　ハムスターのあかちゃん

自立活動
・ボーリングゲーム・輪投げゲーム・お手玉投げ
　（勝負にこだわらない、協力と役割分担、得点の計算など）

・ビジョントレーニング
・聞くドリル

・ よく見て聞いて考えよう
　（スリーヒントクイズ）　
・なぞなぞ

・こんなときどうするの？（SST）
・ゲーム大会をしよう

各
教
科
等
を
合
わ
せ
た
指
導

日常生活の指導 ・あいさつ、返事　　　・時間を意識して行動　・係活動、掃除　　　　・身のまわりの整理整頓・着替え、身だしなみ　・うがい、手洗い　　　・カレンダーの読み

生活単元学習

・野菜を育てて、調理して食べよう
・掲示物の制作・カレンダー作り（毎月月末に、翌月の分を作成する。）
・ 進級・入学おめで
とう

・雨の日の遊びを考えよう
・夏の遊びをしよう
　　水てっぽう
　　シャボン玉

・宿泊学習をしよう
　　生活検定、 集団行動のきまり、
　　電車・バスの利用の仕方、
　　お金の計算、買い物学習、
　　レクリエーション　等

・なかよし発表会を成功させよう
・年賀状を出そう

・ お正月の遊びをし
よう
　　こま
　　福笑い

・春を見つけよう
・文集づくり

注：指導の形態によらず、基となる各教科等の内容を具体的な指導内容におこしたものを表にしています。
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年間指導計画の例 2【障害の程度が軽度、または高学年の児童を想定】
　　学校名　○○市立○○小学校　　　　学級名　○○１組（知的障害特別支援学級）　令和○年５月１日現在

月単元の名称 4 月 5 月 6 月 7 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

各
教
科

国 語 ・音読　　　・短文視写　　　・漢字、ローマ字の読み書き　　　・聞く聞くドリル
・クロスワード、意味調べ　　　・生活作文　　　　・交換日記　　　・俳句大会（春夏秋冬４回）

算 数
・時刻と時間　　　・かけ算
・2桁・3桁のたし算・ひき算
・100より大きい数

・長さ　　　　　　　　・かけ算の筆算
・わり算　　　　　　　・円と球
・三角形と四角形　　　・かさ

・わり算の筆算
・重さ
・分数

音 楽
※一部交流

音の重なりとひびき　　　ひびき合いを生かして
にっぽんのうた　　　　　えんそうのみりょく

音楽のききどころ
豊かな表現をもとめて

私たちの国の音楽
音楽に思いを込めて

図 工 感じたままに花 切ったねん土の切り
口から

はさみと紙のハーモ
ニー

墨の歌 「窓」のむこうは… 強くてやさしい組み
木パズル

布と枝のコンサート 瞬間コレクション 白い物語 白の世界 わたしはデザイナー
12さいの力で

体 育
※交流

体つくり運動　　　　　　　　　　　　　　　　病気の予防
ネット型（ソフトバレーボール）
ハードル走　　　　　　　　　　　鉄棒運動
　　　　　　　　　　　　　　　　クロール・平泳ぎ

体つくり運動
短距離走・リレー
ダンス・表現

マット運動
ベースボール型（ソフトボール）
ネット型(ソフトバレーボール)
体力を高める運動（持久走）

体力を高める運動（なわとび）　　　　　　　　　　病気の予防
病気の予防　 　　跳び箱運動
             　　　　走り高跳び
　　　　　　 　　ゴール型（サッカー）

道 徳 （日々の生活や学習の中で、その都度指導、支援を行う。）
人生を変えるのは自分　友達だからこそ　安全についてみんなで考えてやってみよう　礼儀作法と茶道　情報について考えよう　卒業に向けて

自立活動
・ほめほめジャンケン・ジェンガ・ボードゲーム
　（自分や友達の良いところを認める、遊びのルールを理解し守る、など）

・ビジョントレーニング
・上手に相手の話を聞く
　（しっかり見る・聞く）

・気持ち絵カード、など
　（表情から気持ちを読み取る）

・こんなときどうするの？（SST）
・ゲーム大会をしよう

各
教
科
等
を
合
わ
せ
た
指
導

日常生活の指導 ・あいさつ、返事　　　　・時間を意識して行動する　　・係活動、掃除を進んで行う　　・身のまわりの整理整頓・着替え、身だしなみ　　・うがい、手洗い　　　　　　・カレンダーを活用する

生活単元学習

・野菜を育てて、調理して食べよう
・掲示物の制作・カレンダー作り（毎月月末に、翌月の分を作成する。）
・ 進級・入学おめで
とう

・雨の日の遊びを考えよう
・ 手紙を書こう（卒業した友達やお世話に
なった先生へ）

・宿泊学習をしよう
　　生活検定, 集団行動のきまり、
　　電車・バスの利用の仕方、
　　お金の計算、買い物学習、
　　レクリエーション　等

・なかよし発表会を成功させよう
・年賀状を出そう

・冬の遊びをしよう ・春を見つけよう
・文集づくり
・１年のまとめをしよう

注：指導の形態によらず、基となる各教科等の内容を具体的な指導内容におこしたものを表にしています。
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別冊

NISE授業づくりサポートシートでバッチリ！

事 例 編

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所　知的障害教育研究班
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　知的障害特別支援学級での授業づくりに当たり、下枠にある項目に従って『NISE授業づく
りサポートシート』に記入していくことで、知的障害のある児童に対する教育についての基
本的な考え方を理解し、授業の準備をすることができます。これらの項目は、実践編・理論
編のページで説明した「授業づくりのポイント」と対応しています。ここで紹介している事
例ではかなり記入量が多くなっておりますが、これは日々の授業で毎回記入することを想定
しているものではありません。1年に1回から数回程度、研究授業の前後など、じっくりと授
業づくりに向き合う際に参考としてみてください。
　また、実践＆理論編において、評価規準（到達目標）に加えて、評価基準として３つのレ
ベルの内容を考えることを提案しています。これに対応して、各事例では３つのレベルから
なる評価基準を書き込んでいます。こちらも、毎回の授業での評価を記録していくことを必
須のもととして考えているわけではありません。まずは、子どもの発達をスモールステップ
で考え、小さな進歩や伸びを見取るという考え方を、初めて知的障害のある児童の指導を担
当する先生方にも知ってほしいという意図から、このような記入欄を設けています。無理の
ない範囲で、実際に試していきましょう。
　次ページからは、『NISE授業づくりサポートシート』の様式とこのシートに基づき国語科
と算数科の実践で授業づくりを行った記入例と、　　（記入に当たっての留意点・よかった
点・有効と思われる点など）を紹介します。

NISE授業づくりサポートシート
と使い方

シートⅠ
１ 指導体制
２ 前時までの児童の実態や単元設定の理由など
３ 単元名
４ 単元目標
５ 単元の評価規準
６ 児童の実態と本単元の評価基準
７ 教材についてのメモ
８ 単元計画
９ 本単元と他教科等との関連
10 本時

シートⅡ
１ 本時の学習評価
２ 本時の評価
３ 単元の評価
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NISE授業づくりサポートシート様式

Ⅰ 指導案づくり

１　指導体制

　　　授業者　職・氏名　　　 
（T1）　        
（S1）
（S２）

　　 複数の教師や支援員とティーム・ティーチングで指導する場合は、（Ｔ１）（Ｔ
２）（Ｓ１）などと記載します。実際の指導場面では、メインティーチャーとサブ
ティーチャーの役割を明確にしておくことが重要です。

２　前時までの児童の実態や単元設定の理由など

（１）前時までの児童の実態

（２）単元設定の理由と本単元において身につけさせたい力

（３）年間指導計画における本単元の位置づけ

（４）学習指導要領との対応

（５）指導全般における基本方針

Point
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　　 ① 前時までの児童の実態は、単元の中心的な活動について、児童（たち）の実態
を簡単に記します。授業場面だけでなく、日常場面での様子についても記します。

　　 ⑤ 指導全般における基本方針には、大まかな指導方針や学級・授業経営の方針
を書きます（例：障害の重いAさんには介助員がつく、児童の実態差が大きくだいた
い３つのグループに分けられるので３パターンの単元目標や支援方法を考える、な
ど）。

３ 単元名

４ 単元目標

５ 単元の評価規準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

６　児童の実態と本単元の評価基準

児
童 児童の実態

本単元の評価基準
知識・技能 思考･判断･表現 主体的に学習に

取り組む態度

A

B

C

Point

Point
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７ 教材についてのメモ

８ 単元計画

学習内容・学習活動 重点目標の評価規準 評価方法
1

2

3

９ 本単元と他教科等との関連

10 本時（第○次)

（１）本時の目標

（２）単元に関する個々の児童の実態と本時目標
本時の目標／評価基準 指導の手立て

A

B

C
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（３）本時（　　月　　日　　校時）の展開

時間 学習活動 ○支援と留意点 □評価方法【評価規準】

（４）場面設定・教材など
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Ⅱ　指導後の振り返りシート

１ 本時の学習評価

本時の目標／評価基準 学習
評価

児童の様子
（すべて書かず、空欄でもよい）

次時の目標についてのメモ
（変更の有無など）

A

B

C

　　 「児童の様子」には学習評価の結果の根拠となるような、実際に児童ができたこ
と、教師が行った具体的な手立てなどを書きます。また、評価基準に基づく評価とは
別に、個人内評価を通じて見取ることができたことがあれば、ここに記入します。

２ 本時の評価

　　 箇条書きで、簡単に今日の授業についての振り返りと、次時へどのように展開
していくか、変更点はないかなどメモします。

３ 単元の評価
（１）児童に関する評価

（２）授業の評価

　　 単元が終了した際に、単元を総括して書きます。反省点だけでなく、よかった
点も書き、それらを次の授業にどう生かせるかを考えます。

Point

Point

Point
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本事例学級での教育課程の位置づけ
特別の教育課程編成（知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校の各教科）

１ 指導体制　 
　　　授業者　○○市立○○○小学校　　教諭　○○○○（Ｔ１）

２ 前時までの児童の実態や単元設定の理由など　 
（１）前時までの児童の実態
【全般的な児童の実態】
・ 本学級は、１年生、３年生、４年生、５年生、６年生の児童５名が在籍している。実態
差が大きく、学校教育法施行令第 22 条の３に該当する障害の状態である児童もいる。

　・ 「書くこと」の学習については、それぞれの実態に応じて日々取り組んでいる。翌日の時
間割を視写することが全員の日課になっている。高学年の児童は、毎日の振り返りを日
記に２・３文～長文で書いている。

・ ひらがなやカタカナ、漢字の学習で、文字を書くことが難しい児童は、点結びや迷路な
どの学習を行うなど、実態に応じて書字の学習を行っている。

・ 絵日記や作文、観察カード、想像文などで経験したことや考えたことを書く学習も行っ
ている。書くことへの抵抗感や苦手意識の強い児童は少ない。

　　 単元の中心的な活動である「書くこと」に対する学級全体の実態把握をしてい
ます。また、「書くこと」に対して、日常的に繰り返している活動から把握し、単元
の設定・計画に生かしています。　

（２）単元設定の理由
・ 本校で最も大きな行事の１つである「歌のつどい」には、家族や地域の多くの方々が集
まる。児童は歌のつどいに向け日々練習を重ね、友だちと協力して音楽をつくりあげて
いく過程を楽しんでいる。そこで、歌のつどいについての手紙を題材にすることで自分
の思いや気持ちを言語化・文章化し、意欲的に書く活動に取り組めるようにしたいと考
え、本単元を設定した。

NISE授業づくりサポートシート

事例１ 国語科「書くこと」
てがみを  かいて  しらせよう ～相手に思いが伝わる文章を書こう～

Point

���



事
例
編

事
例
１
国
語
科
「
書
く
こ
と
」

9

　　 特別活動（行事）と単元を関連づけて設定することで、児童の意欲的・主体的
な活動を引き出すことにもつなげていきます。

（３）年間指導計画における位置づけ
・ 「書くこと」については、年間指導計画に、相手の立場を意識して運動会の招待状を書
く、遠足や宿泊学習のあとに楽しかった出来事を作文に書く、１年間のまとめとして思
い出に残ったことを作文に書くなどの学習を位置づけている。その１つとして、本単元
を設定した。

　　 児童にとって関連づけやすい行事や学習活動の節目に、「書くこと」を位置づ
けています。

（４）学習指導要領との対応
・ 本単元の目標・内容は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の知的障害のある児
童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科の目標・内容のうち、小学部国語科の
以下に関するものと対応させている。

目標
〔２段階目標〕
ア  日常生活に必要な身近な言葉を身に付けるとともに、いろいろな言葉や我が国の言語文
化に触れることができるようにする。

イ  言葉が表す事柄を想起したり受け止めたりする力を養い、日常生活における人との関わ
りの中で伝え合い、自分の思いをもつことができるようにする。

ウ  言葉がもつよさを感じるとともに、読み聞かせに親しみ、言葉でのやり取りを聞いたり
伝えたりしようとする態度を養う。

〔３段階目標〕
ア  日常生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに、我が国の言語文化に触れ、
親しむことができるようにする。

イ  出来事の順序を思い出す力や感じたり想像したりする力を養い、日常生活における人と
の関わりの中で伝え合う力を身に付け、思い付いたり考えたりすることができるように
する。

ウ  言葉がもつよさを感じるとともに、図書に親しみ、思いや考えを伝えたり受け止めたり
しようとする態度を養う。

Point

Point
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内容
〔知識及び技能〕
　◯ ３段階　ウ（イ）　出来事や経験したことを伝え合う体験を通して、いろいろな語句や
文の表現に触れること。

〔思考力、判断力、表現力等〕
　◯ ２段階　Ｂ　書くこと　ア　経験したことのうち身近なことについて、写真などを手掛
かりにして、伝えたいことを思い浮かべたり、選んだりすること。

　◯ ３段階　Ｂ　書くこと　ア　身近で見聞きしたり、経験したりしたことについて書きた
いことを見付け、その題材に必要な事柄を集めること。

　◯ ３段階　Ｂ　書くこと　ウ　見聞きしたり、経験したりしたことについて、簡単な語句
や短い文を書くこと。

　◯ ３段階　Ｂ　書くこと　エ　書いた語句や文を読み、間違いを正すこと。

　　 特別の教育課程を編成しているので、特別支援学校小学部・中学部学習指導要
領の知的障害のある児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科から、小学部
国語科の目標・内容に対応させています。
　「特別の教育課程」については、「理論編」の48ページを参照してください。

（５）指導全般における基本方針
　・ 単元の導入は、児童の学習に対する動機づけが高まるよう、児童生徒の興味・関心や身
近な生活と結びつけて行うようにする。

　・ 中高学年の児童が、すでに学んだことをもとに、単元の活動をリードできる場面をつく
ることを考慮する。

　・ 通常の学級における教科で用いられている題材をアレンジして活用できるかどうか考慮
する。

　・児童の実態差が大きいので、単元目標は2つ以上設定することも考慮する。
　・ 導入は学級全体で行い、同じ目的をもって学習に取り組めるようにする。手紙を書く活
動は、交流及び共同学習の時間や実態を考慮して、個別に進めていく。

　　 例えば小学校の教科書に、1年生は手紙で知らせよう、3年生はありがとうを伝
えよう、4年生は手紙で伝えようとあり、このような系統性も参考にします。

３ 単元名　
　　てがみを かいて しらせよう ～相手に思いが伝わる文章を書こう～

　　 児童にも理解しやすい表現にします。「何をするのか」「何のためにするのか」「ど
のようにするのか」が明確になっています。

Point

Point

Point
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４ 単元目標　
○ 歌のつどいに向けて自分が活動してきたことを伝え合い、いろいろな語句や文で表現す
る。（知識及び技能　３段階　ウ（イ））
○ 歌のつどいに向けた活動の中から自分のしてきたことを、具体的な言葉で表現し、手紙
を書く。（思考力、判断力、表現力等　２段階　Ｂ　書くこと　ア）
○ いろいろな語句や文の表現として、丁寧な言葉と話し言葉との違いを知り、丁寧な言葉
で文章を書く。（知識及び技能　３段階　ウ（イ））
○ 歌のつどいに向けた活動の中から相手に伝えたいことを明確にし、必要な事柄を集めて
手紙を書く。（思考力、判断力、表現力等　２段階　Ｂ　書くこと　ア）
○ 書いた文章を読み返して、教師の指導を受けながら、正しいものに書き直す。（思考
力、判断力、表現力等　３段階　Ｂ　書くこと　エ）
○ 手紙をもらったり返事を書いたりする楽しさを感じながら、思いを伝えようとする。
（学びに向かう力、人間性等）

　　 学習指導要領の目標・内容に基づいて、育成を目指す資質・能力の３つの柱で
設定します。また、児童の実態が多様であることにより、複数の段階の目標・内容か
ら実態に応じた表現にしています。

５ 単元の評価規準　
知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

●  自分の経験したことを伝え
合い、いろいろな語句や文
で表現している。（知識及び
技能３段階 ウ（イ））
●  丁寧な言葉と話し言葉との
違いに気をつけて、丁寧な
言葉で文章を書いている。
（知識及び技能３段階 ウ
（イ））

●  歌のつどいを知らせる手紙につ
いて、書く相手や書く事柄を決
めている。
●  書いた文を読み返して間違えを
正したり、必要な情報が書かれ
ているかなどを確かめたりして
いる。
●    宛名の書き方がわかり、正しく
書いて手紙を完成させている。

●  歌のつどいを見に来てほしい
という思いをもって、手紙を
書こうとしている。

　　 観点別学習状況の評価の３観点で設定するとともに、「４ 単元目標」に基づいて
設定します。なお、観点別学習状況の評価の3観点については、「理論編」の54ページ
を参照してください。

Point

Point
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６ 児童の実態と本単元の評価基準　
児
童

個別の指導計画 本単元の評価基準
長期目標 短期目標 知識・技能 思考･判断･表現 主体的に学習に取り組む態度

Ａ 周りの人の行動を
見て、自分で何を
するかを考え、自
信をもって動ける
ようにする。

● 拗音・促音など
を含めたひらが
なを正しく読
み、文字ブロッ
クを使って３音
程度の言葉を構
成するととも
に、音を聞いて
文字に表す。

①：自分のしてき
たことを文章で伝
える。
②：自分のしてき
たことを単語で伝
える。
③：自分のしてき
たことを提示され
た選択肢の中から
選ぶ。

①：自分のしてき
たことを自分で文
章に書く。
②：教師の手本を
見ながら、文章を
視写する。
③：教師と一緒に
確かめながら文章
を書く。

教師と歌のつどい
について話しなが
ら、質問に答えた
り、自分の言いた
いことを言ったり
する。

児童の実態
書けるひらがなは増えたが、50音の読
み書きは完全には習得できていない。
書くことは好きで、迷路や点結びが的
確にできるようになった。友だちと同
じことをやりたいという気持ちが強
い。

Ｂ 声かけを受け、自
分がやるべきこと
をやる。

● ２年生までの漢
字を確実に覚
え、日常生活の
中で進んで使う。

①：丁寧な言葉と
話し言葉との違い
を考えながら、丁
寧な言葉で文章を
書く。
②：教師の確認を
得ながら、丁寧な
言葉で文章を書く。
③：教師と一緒に
文章を考えなが
ら、丁寧な言葉で
書く。

①：書いた文章を
読み返して間違い
に気づき、直す。
②：教師の助言を
受けて間違いに気
づき、直す。
③：教師と一緒に
文章を読み返し、
間違いを確認しな
がら直す。

相手を意識して相
手に伝わるような
手紙を書こうとす
る。

児童の実態
読むことはできるが、書くことに困難
さが見られる。自分の名前を書くだけ
でも、集中力と時間を要する。言葉は
よく知っており、会話のやりとりはス
ムーズにできる。
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Ｃ 人と話すときは、
相手のほうを見
る、話しかけられ
たら返事をする、
質問には答えるな
ど、人との基本的
なやりとりのしか
たを身につける。

● 出来事を詳しく
思い出し、その
ときの気持ちを
交えながら、順
序よく作文にす
る。

● ３年生までの漢
字の読み書きを
定着させ、４年
生の新出漢字を
できるだけ書く
ようにする。

①：丁寧な言葉と
話し言葉との違い
を考えながら、丁
寧な言葉で文章を
書く。
②：教師の確認を
得ながら、丁寧な
言葉で文章を書
く。
③：教師と一緒に
文章を考えなが
ら、丁寧な言葉で
書く。

①：書いた文章を
読み返して間違い
に気づき、直す。
②：教師の助言を
受けて間違いを確
認し、助言どおり
に直す。
③：教師と一緒に
文章を読み返し、
間違いを確認しな
がら直す。

相手を意識して相
手に伝わるような
手紙を書こうとす
る。

児童の実態
文章を書くことが好きで、感想文や作
文など、一人で言葉をつなげて文章化
できるが、誤字が多い。漢字の学習も
好きだが筆圧が強く、思うように運筆
が進まない。昨年度、３年「ありがと
うを伝えよう」の学習で、妹に手紙を
出し、ポストに投函すると手紙が届く
ということを体験している。

Ｄ 周囲からの問いか
けに対し、自分の
意思を伝える表現
力を身につける。

● 経験したことを
順序よく、気持
ちを交えて文章
に表す。

①：丁寧な言葉と
話し言葉との違い
を考えながら、丁
寧な言葉で文章を
書く。
②：教師の確認を
得ながら、丁寧な
言葉で文章を書
く。
③：教師と一緒に
文章を考えなが
ら、丁寧な言葉で
書く。

①：書いた文章を
自分で読み返し、
助詞や単語の間違
いを正したり、相
手に失礼な表現に
なっていないか確
認したりする。
②：教師の助言を
受けて間違いに気
づき、自分で適切
な表現に直す。
③：教師の助言を
受けて間違いを確
認し、助言どおり
に直す。

必要に応じて、も
らった手紙を読み
返しながら、その
返事を進んで書こ
うとする。

児童の実態
気持ちを表現することが苦手で、会話
で言葉に詰まることが多い。毎日振り
返りを書くことで、出来事や気持ちを
文章に表すことができるようになって
きた。

���



事
例
編

事
例
１
国
語
科
「
書
く
こ
と
」

14

Ｅ 友だちに自分の気
持ちを伝える力を
身につける。

● 出来事を順序よ
く文章に表す。

①：丁寧な言葉と
話し言葉との違い
を考えながら、丁
寧な言葉で文章を
書く。
②：教師の確認を
得ながら、丁寧な
言葉で文章を書
く。
③：教師と一緒に
文章を考えなが
ら、丁寧な言葉で
書く。

①：書いた文章を
読み返して間違い
に気づき、直す。
②：教師の助言を
受けて間違いに気
づき、直す。
③：教師と一緒に
文章を読み返し、
間違いを確認しな
がら直す。

書いた手紙をポス
トに投函するとい
うイメージをもち
ながら、やりとり
を楽しむ。児童の実態

１年の漢字の読み書きに困難さが見ら
れ、文章の内容理解も難しい。カタカ
ナの想起も難しい場合がある。出来事
を順序よく話すことはできるが、それ
を文章で書くことは難しい。昨年度、
３年「ありがとうを伝えよう」の学習
で、大好きな祖母に手紙を書き、手紙が
届いて相手に喜んでもらえたという経
験をしている。

　　 短期目標の欄には「書くこと」を中心とした実態を記載します。また、本単元
の評価基準は、観点別学習状況の評価の３観点で設定します（「理論編」の54ペー
ジを参照）。学級全体の「４ 単元目標」と「５ 単元の評価規準」をもとに、児童
個々の実態と短期目標から予想される児童に到達してほしい姿として、３つのレベル
を想定して具体的に設定しています。ここでは、到達が難しいレベルから①、②、③
と表現しています。

７ 教材についてのメモ
・てがみで　しらせよう（光村図書出版　小学校国語1年下）〈共通教材〉
・手紙の書き方（郵便局）〈共通教材〉
・「ありがとう」をつたえよう（光村図書出版　小学校国語３年下）
・手紙で伝えよう（光村図書出版　小学校国語４年上）
・前担任からの手紙
・個別のワークシート（別紙参照）

　　 本事例では、小学校の国語教科書を教材として活用していますが、当該学年の
内容を実施するということではなく、個々の児童の実態に応じてアレンジすることが
最も大切なポイントです。小学校の国語教科書を活用することは、通常の学級の先生
方と授業をベースにした意見交換や情報共有などをすることにもつながります。

Point

Point
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８ 単元計画
学習内容・学習活動 重点目標の評価規準 評価方法

１時 ● 「歌のつどいのことを手紙で知らせよう」
というめあてをもち、学習計画を立てる。
・前担任から届いた手紙を読む。
・ 歌のつどいについて、お互いの取り組み状
況について話す。
・手紙を書きたいという気持ちをもつ。

● 歌のつどいを見に来てほし
いという思いをもって、手
紙を書こうとしている。

発言
対話
観察

２時
（本時）

● 手紙を出す相手を決め、書く内容を話し合
う。
・手紙を出す相手を決める。
・ 手紙を出した経験を発表し、手紙を書くた
めに必要な事柄について話し合う。
・手紙に書く内容を考える。

● 手紙を書く相手を決め、必
要な事柄や伝えたい事柄に
ついて考えている。

発言
対話
観察

３時
・
４時

● 手紙の書き方を知って、歌のつどいについ
て知らせる手紙を書く。

・ 必要な項目についてワークシートに記入す
る。

・ 伝えたいことを明確にし、教師と一緒に、
または一人で文章に書く。

・ 相手を意識して、文末表現に気をつけて手
紙を書く。

● 手紙を送る相手に、自分の
思いが明確に伝わるよう簡
単な構成を考えている。

● 丁寧な言葉と話し言葉との
違いに気をつけて、文章を
書いている。

発言
ワークシート
手紙

５時 ● 手紙を清書する。
・ ワークシートや下書きをもとに、丁寧に清
書する。
・ 書いた文章を読み返して、間違えなどを確
認する。

● 書いた文を読み返し、間違
えを正したり、必要な情報
が書かれているかなどを確
かめたりしている。

手紙

６時 ● 宛名の書き方を知り、封筒に宛名を書いて
仕上げる。
・見本を見ながら、宛名を書く。
・自分の名前を書く。

● 宛名の書き方がわかり、正
しく書いて手紙を完成させ
ている。

封筒

　　 単元全体の流れを「導入→展開→振り返り」と「習得・活用・探求」を意識し
て作成します。各時において何を学ぶかを明確にし、どのように学ぶかという「主体
的・対話的で深い学び」の視点も踏まえた計画を考えます。
　また、計画どおりに進めることを意識し過ぎず、児童の学習の様子に応じて、柔軟
に時数を変更することも大切な視点です。 

　　 本単元の学習に対する児童の動機づけを引き出すために「前担任から届いた手
紙を読む」活動を取り入れています。

Point

Point
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９ 本単元と他教科等との関連
・ 本単元で書いた手紙は、実際に郵便局に行き、切手を買ってポストに投函する。国語科の
学習から生活科の学習へ関連づけ、郵便のしくみについて、体験をとおして学ぶ機会とする。

　　 特別活動（行事）と国語科、生活科の学習が関連づけられています。具体的で
実際的な体験活動に結びつけることで、学んだことが次の場面へとつながっていきま
す。

10　本時
（１）本時の目標

手紙を書く相手を決め、手紙を書くために必要な事柄や歌のつどいについて伝えたい
事柄を考える。（思考・判断・表現）

　　観点別学習状況の評価は、毎回の授業ですべての観点を評価するのではなく、単
元や題材などのまとまりの中で、指導内容に照らして評価の場面を適切に位置づける
とされています。ここで取り上げた第2時では、思考・判断・表現に絞って目標と評
価基準が立てられています。

（２）単元に関する個々の児童の実態と本時の目標

　　 「５ 単元の評価規準」、「６ 児童の実態と本単元の評価基準」に基づいて設定し
ていきます。

Point

Point

Point
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本時の目標 指導の手立て
Ａ ①：誰に・何を伝えたいのか、友だちの考えを受け

て決める。
②：誰に・何を伝えたいのか教師と一緒に考える。
③：誰に手紙を書くのか、教師と一緒に考える。

手紙を書きたいという思いは強いので、話を
よく聞いて、思いを整理していく。

Ｂ ①：教師の声かけを受けずに、手紙に書く事柄を進
んで考える。
②：手紙を書く相手を決め、声かけを受けながら、
書く事柄を考える。
③：声かけを複数回受けながら、学習に参加する。

集中が切れやすいので、「誰に」「何を」
「どんな」というキーワードを提示し、簡潔
に考えられるようにする。

Ｃ ①：手紙を書く相手を決め、歌のつどいについて伝
えたいことを、相手に伝わる言葉で表現する。
②：手紙を書く相手を決め、教師の問いかけに答え
ながら伝えたいことを整理する。
③：教師と一緒に、手紙を書く相手、事柄を決め
る。

書くことが好きで、伝えたい思いも強いと思
われるので、伝えたい事柄がたくさん出てき
たときには、整理できるような問いかけをす
る。

Ｄ ①：手紙に書く事柄を、進んで複数考える。
②：担任に返事を書くという目的をもち、必要な事
柄や伝えたい事柄を考える。
③教師と一緒に、手紙に書く事柄を考える。

手紙の返事を書くことを確認し、返事を書く
ために必要な事柄は何か問いかける。

Ｅ ①：紙に書く事柄を、進んで複数考える。
②：担任に返事を書くという目的をもち、必要な事
柄や伝えたい事柄を考える。
③教師と一緒に、手紙に書く事柄を考える。

手紙という形式を意識できるように、昨年度
の学習の経験を思い出せるような問いかけを
し、返事を書きたいという思いをもてるよう
にする。

　　 「10（１）本時の目標」に基づいて、児童に到達してほしい姿として、個々の児
童の目標について、３つのレベルを想定して具体的に設定しています。ここでも、到
達が難しいレベルから①、②、③と表現しています。
  「児童の実態」を的確に捉えることで、「本時目標」を達成するための「指導の手立
て」も明確に表現できています。

Point
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（３） 本時（○○月○○日５校時）の展開
※時間の数字は「分間」（あくまでも目安の時間）

時間 学習活動 支援と留意点 評価方法【評価規準】
10
導入

・日直があいさつをする。
・ 前時の学習を振り返り、手紙
の続きがあることを知る。
・ 手紙をもらったときの気持ち
や出した経験について、みん
なで話し合う。
・今日のめあてを確認する。

もらった人が　うれしくなるような　手紙のかきかたを　べんきょうしよう

● 前時に読んだ前担任から届いた手紙
の続きを披露する。

● ＣさんとＥさんには、昨年度行った
手紙を出す学習について問いかけ
る。

10
展開
①

・誰に手紙を書くか決める。
・ 歌のつどいについての手紙を
書くことを確認する。

● 前担任に手紙の返事を出すという学
習にしたいが、家族などの名前が出
てもよしとする。

● 歌のつどいのことを知らせたいとい
う思いが出るような投げかけをする。

□ 発言
□ 対話
□ 観察
【思考力、判断力、
表現力等】

20
展開
②

・ 手紙を書くときに必要な事柄
を考える。
・ 歌のつどいについて、手紙に
書きたい事柄を考える。

● １年生の教科書の手紙文を提示し、
手紙の書き方（初めのあいさつ・本
文・結びのあいさつ）を確認する。

● ＣさんとＥさんが、手紙を出すとき
には宛名を書くことや切手を貼るこ
となど自発的に説明することが予想
される。実際に手紙を出す活動につ
なげるためにも、宛名を書くことや
切手を貼ることが視覚的に残るよう
に板書をする。

● 歌のつどいについて頑張っているこ
とやできるようになったことなど、
具体的な様子を子どもたちから聞き
出す。

□ 発言
□ 対話
□ 観察
【思考力、判断力、
表現力等】

５ ・次時の学習内容を確認する。
・日直があいさつをする。

● 全員が姿勢を正すまで待つ。

　　 【導入】では、前時を振り返ることで、本時の展開につなげていきます。また、
めあてを発表する前に、発問から今日のめあてにつなげています。既習事項の問いか
けへの反応から、学習の定着を見取ることができます。また、他者がわかるように伝
えようと考えることにもつながります。めあてが児童にも理解しやすく表現され、本
時で何を学習するのかが明確になっています。

Point

���



事
例
編

事
例
１
国
語
科
「
書
く
こ
と
」

19

　　 【展開①】では、発問に対する児童の反応も予測し、児童の思いを大切にし、柔
軟な対応を考えています。
　具体的に発問することで、児童が何を答えればよいのかが明確に伝わります。

　　 【展開②】では、決める事柄について児童個々が考え、友だちや先生との対話や
既習している児童への発問などを取り入れて展開することで、児童の手紙を書きたい
という意欲が高まっていきます。
　手紙を書き始める前に、基本的な知識を確認しておきます。児童全員にわかりやす
く説明するために、小学校１学年の国語教科書を活用するとともに、ワークシートも
工夫しています。
　また、本時の学びと次時がつながるような活動を取り入れています。次時で予定し
ている実際に手紙を書き始める活動を見据え、知的障害の特性に配慮したうえで、発
言を視覚的に残すために板書計画を工夫しています。

（４）場面設定・教材など
Aさんについては、個別支援が必要になる機会が多いと想定されることと、右利きであ

るためにAさんの右側に教師がいると支援しやすいと考え、いちばん右側の席にする。ま
た、Aさんは急に声を出す場合があるため、他児から受ける影響が少ないと考えられるD
さんをその隣の席とする。また、Bさんは注意の持続が難しい実態があるため、黒板に注
目しやすい中央の席とする。Eさんは、Bさんの注意が逸れた際などに、Bさんに適切な
声かけをする場面が見らるため、Bさんの左側の席とする。
・ 書く分量や行数の異なる3つのワークシートを用意し、児童の実態により使い分ける。

　　 個々の児童の実態に配慮して、席が配置されています。上記は一例で、席の配
置は、教科や学習内容を踏まえて変更しています。
　また、「書くこと」の実態に応じて工夫したワークシートを作成しています。

T

B
E

C A
D

黒板

Point

Point

Point
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①導入

めあてと学習の進め方を確認します。

③振り返り

どんなことを書いたのか教師と一緒に
確認します。

②展開

手紙文の基本的な構成を学習します。

自分が書きやすい太さの罫線があるワー
クシートを使って手紙を書いていきま
す。

てがみを かいて しらせよう
～相手に思いが伝わる文章を書こう～

単元名

授業の様子
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①ワークシート〈マス〉
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②ワークシート〈太罫線〉
　　　　

■ ■■
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③ワークシート〈細罫線〉
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指導後の振り返りシート

１ 本時の学習評価　 

本時の目標／評価基準 学習
評価

児童の様子
（すべて書かず、空欄でもよい）

次時の目標についてのメモ
（変更の有無など）

A ① 誰に・何を伝えたいの
か、友だちの考えを受け
て決める。

② 誰に・何を伝えたいのか
教師と一緒に考える。

③ 誰に手紙を書くのか、教
師と一緒に考える。

② 担任や他児と歌のつどいにつ
いて話すことで、前担任に手
紙を書きたいという言葉を引
き出すことができた。また、
担任が具体的に質問すること
で、手紙に書く内容をいくつ
か考えて言うことができた。

Aさんはこれまで一語文を書
くことが中心であったので、
2、3語文を書くことをねら
いとしてよいかと、そのため
の手立てを検討する。

B ① 教師の声かけを受けず
に、手紙に書く事柄を進
んで考える。
② 手紙を書く相手を決め、
声かけを受けながら、書
く事柄を考える。
③ 声かけを複数回、受けな
がら、学習に参加する。

② 担任や他児と歌のつどいにつ
いて話すことで、前担任に歌
のつどいについての手紙を書
きたいという言葉を引き出す
ことができた。また、担任が
具体的に質問することで、手
紙に書く内容をいくつか考え
て言うことができた。

Bさんは注意や微細運動の特
徴から、書くことに時間がか
かる。これらの特性に配慮し
て書く課題を設定することを
検討していく。

C ① 手紙を書く相手を決め、
歌のつどいについて伝え
たいことを、相手に伝わ
る言葉で表現する。
② 手紙を書く相手を決め、
教師の問いかけに答えな
がら伝えたいことを整理
する。
③ 教師と一緒に、手紙を書
く相手、事柄を決める。

① Cさんが昨年度に行った手紙
を出す学習について、担任が
段階的に問いかけることで、
手紙やその出し方について思
い出して説明することができ
た。また、手紙を書く相手を
前担任、歌のつどいに来ても
らえるような内容にしたいと
決めることができた。

Cさんは順序立てて文章を書
くのが苦手で、書く内容も多
くなってしまう。そのため
ワークシートを工夫するなど
検討していく。

D ① 手紙に書く事柄を、進ん
で複数考える。
② 前担任に返事を書くとい
う目的をもち、必要な事
柄や伝えたい事柄を考え
る。
③ 教師と一緒に、手紙に書
く事柄を考える。

① 担任や他児と歌のつどいにつ
いて話すことで、前担任に歌
のつどいについての手紙を書
きたいという言葉を自分から
言うことができた。
伝えたい事柄がたくさんあっ
て絞ることが難しく、あれも
これもと考えているうちに混
乱する様子がうかがえた。

Dさんはまとまった文章を書
くのが苦手で、書く内容が多
くなってしまう。そのため
ワークシートを工夫するなど
検討していく。
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E ① 手紙に書く事柄を、進ん
で複数考える。
② 前担任に返事を書くとい
う目的をもち、必要な事
柄や伝えたい事柄を考え
る。
③ 教師と一緒に、手紙に書
く事柄を考える。

② Eさんが昨年度に行った手紙
を出す学習について、担任が
段階的に問いかけることで、
手紙やその出し方について思
い出して説明することができ
た。
また、担任が具体的に質問す
ることで、手紙に書く内容を
いくつか考えて言うことがで
きた。

Eさんは苦手意識があるため
か、書くこと自体を拒否する
ことが多くある。そのためま
ずは本人が書いたことを積極
的にほめたり、認めたりして
いく。

２ 本時の評価
・ 計画時は、2時間目までに手紙を出す相手と内容を決めるよう計画していたが、本時で前担
任に歌のつどいについて書くことを決め、手紙を書くために必要な項目について考えるこ
とができた。計画よりも早く内容を進めることができ、各児童も評価基準のレベル②（到
達目標）を満たす学習の姿を示すことができた。特に、CさんとDさんはレベル①を満たす
学習の姿を示すことができた。

３ 単元の評価
（１）児童に関する評価
・ Aさんは、手紙に書きたいことを担任が聞き取って書き出すことで、それを手紙に視写す
ることができた。これまで単語を書くのが中心だったが、2、3語文をいくつか書くこと
ができた。

・ Bさんは通常、書くことに時間がかかるが、この単元では、返事を書きたいという強い思
いをもち、これまでと比べて、とても早く書くことができた。

・ Cさんは通常、順序立てて文章を書くことが苦手で、書く内容も非常に多くなってしま
う。しかしこの単元では、ほかの児童に比べて書いた量は多いが、伝えたい内容の順序
を考えて手紙を書くことができた。

・ Dさんは通常、書く内容が多くなりやすいが、この単元ではこれまでよりも、まとまっ
た手紙を書くことができたと思う。また、Dさんに書いた内容を見直すことを促すと、
書き間違いに自分で気づくことができた。

・ Eさんは通常、書くことを拒否することが多いが、本単元では積極的に書いていた。ま
た、本単元では、漢字を使うよう促すことはしなかったが、Eさん本人が漢字を積極的に
使った。
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（２）授業の評価
・ 児童の本単元の手紙を書くことを、前担任へ手紙を書くことと結びつけたことで、児童
の学習への動機づけを高め、学びを促せたと思う。

・ また、児童の書きに関する実態に応じて、一人ひとりのワークシートを工夫したこと
で、書くことが促せたと思う。

本事例のまとめ（ポイントと意義など）

●授業づくりの工夫
・前担任からの手紙を児童の手紙を書くことに対する学習意欲を高めるために活用。
⇒ 前担任からの手紙の返事を書くこと、その中に歌のつどいについての内容を盛り
込むことを、児童から引き出した。

●子どもの学び
・上記の課題設定で児童の学習意欲を高めた。
・個々の書くことに関する特性に応じて、ワークシートを個別に工夫し活用。
⇒ 児童は手紙を書くこと、その内容を考えて書くことを学ぶことができたと考えら
れる。それにより、児童によっては当初の目標（レベル②）以上の学びの姿（レ
ベル①）を見せることができた。

●般化やほかの単元へのつながり
・本単元で使用したワークシートをほかの書く課題にも応用。
・ 単元の最後に手紙を書いてポストに投函した。このような生活を意識した活動によ
り、書くことが児童の日常生活に根づくことを期待できる。
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Ⅰ 指導案づくり

１ 指導体制　
　授業者　氏名
　○○○○（T1）、○○○○（S1）、○○○○（S2）

　　 複数の教師や支援員とティーム・ティーチングで指導する場合は、（T1）（T2）
（S1）などと記載します。実際の指導場面では、メインティーチャーとサブティー
チャーの役割を明確にしておくことが重要です。

２ 前時までの児童の実態や単元設定の理由など
（１）前時までの児童の実態
　・ 本学級は、知的特別支援学級であり２年生から６年生までの７名が在籍しており、施行
令22条の3に該当する児童も在籍するなど、実態はさまざまである。

　・ 実際に体験しながら行う学習には興味・関心が高まりやすく、集中して学習に取り組む
姿勢が見られる。

　・ 本を読むことが好きな児童が多いが、目的意識をもって文章を読み内容を読み取る児童
が少ない。

　　 学級全体の興味・関心が高まりやすい活動（体験的活動）を把握したうえで、
本単元の中心となる「読むこと」に関する学級全体の実態把握をしています。

（２）単元設定の理由
　・ 説明書のように、目的意識をもって文章を読み内容を読み取ることは生活の中で多くの
機会が生じ、実生活でも必要とされる能力であると考えられる。

　・ 実際に生活に生かして定着させることができるように、順番を表す言葉を学習し、それ
を使った文章や説明書を読んで実際におもちゃなどを作ることができるかを確認する。

　　 実生活でも必要な能力を育成することで、本単元での学びが生活に生きていく
ことを見通して設定しています。

Point

Point

Point

NISE授業づくりサポートシート

事例２ 国語科「読むこと」
きつつき
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・ 本題材「きつつき」は説明文を体験的に学ぶために適切であり、通常学級の実践を参考
にしながら授業を行うことができる。

　　 本授業者は、単元を計画作成するに当たっては、目標（身につけさせたい技
能、技術）を初めに考えることが多く、その後、それを学ぶために必要な題材とツー
ルを考えていくことが多いそうです。大切にしているのは学ぶためにはどんな工夫が
必要か、児童の実態によって異なるのでその点について考えることです。場合によっ
ては、学ぶ必然性や必要性を意図的に設定することもあります（今回の単元では、お
もちゃを作るために読み取り方を学ぶなど）。児童が楽しく、合理的に学ぶことを考
えています。

（３）年間指導計画における位置づけ
・国語　説明文　題材名「きつつき」　作文（校外学習、文化祭など）
・本単元で学んだことを理科［観察文（タブレットの使用含む）］にも生かす。

（４）学習指導要領との対応
・ 本単元の目標内容は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の知的障害のある児童
生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科の目標・内容のうち、小学部国語科の以
下に関する内容と対応させている。

目標
〔３段階　目標〕
ア  日常生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに、我が国の言語文化に触れ、
親しむことができるようにする。

イ  出来事の順序を思い出す力や感じたり想像したりする力を養い、日常生活における人と
の関わりの中で伝え合う力を身に付け、思い付いたり考えたりすることができるように
する。

ウ  言葉がもつよさを感じるとともに、図書に親しみ、思いや考えを伝えたり受け止めたり
しようとする態度を養う。

内容
〔知識及び技能〕
・３段階イ（ア）　物事の始めと終わりなど、情報と情報との関係について理解すること。
〔思考力、判断力、表現力等〕
・ ３段階B書くこと　イ見聞きしたり、経験したりしたことから、伝えたい事柄の順序を考
えること。

・ ３段階C読むこと　イ絵本や易しい読み物などを読み、時間的な順序など内容の大体を
捉えること。

Point
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　　 特別の教育課程を編成しているので、特別支援学校小学部・中学部学習指導要
領の知的障害のある児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科から、小学部
国語科の目標・内容に対応させています。なお、「特別の教育課程」については、
「理論編」の48ページを参照してください。

（５）指導全般における基本方針
・ 学習の意欲を高めながら、学級全体で学習を行う。言語活動や作業などの課題は、個々の
発達段階に応じて個別に設定していく。

　　 導入において学級全体の方向づけをすることで、集団での学習を意味づけてい
ます。また、個々の児童の進度や発達段階に即して、「読むこと」に関する実態に応
じた支援を考えることはとても大切な視点です。

・ メインティーチャー（T１）と学習支援員（S１・２）の役割を事前に確認し、T１が全体
指導を進めながら、Ｓ１・２が個別な支援を必要とする児童の横について学習の補助に当
たる。

・ 授業の始まりを意識できるように、号令をかける際に、教室前面に貼ってある「正しい姿
勢」のとり方を示す。

・ 授業の目標に迫ることができるように、学ばせたいこと以外の場面で児童が混乱したり、
困ったりする可能性を極力少なくするようにしていく。例えば、離席してしまうときの注
意を必要最低限にし、取り組む学習課題に集中できるようにする。

３ 単元名
　　きつつき（ひろがることば　小学校国語２下　教育出版）

　　 単元名は、児童にも理解しやすい表現にします。ここでは、取り扱う題材名を
単元名にしています。

４　単元目標
○ 「読むこと」において、きつつきを作るために必要な材料や、作り方の手順や気をつける点
などを捉えている。
　（思考力、判断力、表現力等　３段階B書くことイ／C読むことイ）
○おもちゃ作りをとおして、説明書などの文章の共通点について理解している。
（知識及び技能３段階イ（ア））
○ 進んで、きつつきなどのおもちゃの作り方について順番を考えながら内容を捉え、学習課
題に沿ってまとめようとしている。
（学びに向かう力、人間性等）

Point

Point

Point
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　　 学習指導要領の目標・内容に基づいて、育成を目指す資質・能力の３つの柱で
設定します。

５ 単元の評価規準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

●  順番を表す言葉を文章の中
から見つける。
●  順番を表す言葉や記号を
使って、説明する。

（知 識 及 び 技 能 ３ 段 階 イ
（ア））

●  きつつきを作るために必要なも
の、手順を理解している
●  きつつきを作る中で気をつける
点を答えることができる。
●  文章を読み、きつつきなどのお
もちゃを作ることができる。

（思考力、判断力、表現力等　３
段階B書くことイ／C読むこと
イ）

●  自分できつつきなどのおも
ちゃの作り方について順番に
気をつけて読んだり、まとめ
たりしようとする。

（学びに向かう力、人間性等）

　　 「４ 単元目標」に基づいて、観点別学習状況の評価の３観点で設定します。なお、
観点別学習状況の評価の３観点については、「理論編」の54ページを参照してください。

６　児童の実態と本単元の評価基準

児
童 児童の実態

本単元の評価基準
知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

A 学年の教科書の文章を
使用して個別で読む学
習を行っている。教科
書の内容の簡単な部分
は読み取ることができ
るが、重要な部分のみ
を抜き出すことは難し
い。
失敗すること、間違う
ことへの拒否感が強
く、その後の課題に取
り組むことが困難にな
ることがある。
自分で決めたことに関
しては進んで学習する
姿勢が見られる。

①：おもちゃ作りをとお
して、順序を表す言葉の
役割を理解したうえで、
説明書などの文章の共通
点について理解してい
る。
②：おもちゃ作りをとお
して、説明書などの文章
の共通点について理解し
ている。
③：おもちゃ作りをとお
して、順番を表す言葉や
記号について理解してい
る。

①：「読むこと」において、き
つつきを作るために必要な材
料や、作り方の手順や気をつ
ける点などを捉え、ほかのお
もちゃ作りに生かすことがで
きる。
②：「読むこと」において、き
つつきを作るために必要な材
料や、作り方の手順や気をつ
ける点などを捉えている。
③：「読むこと」において、き
つつきを作るために必要な材
料や、作り方の手順や気をつけ
る点などを、ヒントや支援を
もとに考え、捉えている。 

進んで、きつつきやお
もちゃの作り方につい
て順番を考えながら内
容を捉え、学習課題に
沿ってまとめようとし
ている。

Point

Point
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B 第２学年の教科書の文
章を使用し、個別で読
む学習を行っている。
読むことに苦手意識を
もっており、学習に気
持ちが乗らないことが
あるが、体験型や目標
がはっきりしている学
習には進んで取り組む
ことができる。自分で
決めたことには、最後
まで取り組もうとする
姿が見られる。

①：おもちゃ作りをとお
して、説明書などの文章
の共通点について理解し
ている。
②：おもちゃ作りをとお
して、説明書などの文章
の共通点について知って
いる。
③：おもちゃ作りをとお
して、順番を表す言葉や
記号に触れている。

①：「読むこと」において、き
つつきを作るために必要な材
料や、作り方の手順や気をつ
ける点などを捉えている。
②：「読むこと」において、き
つつきを作るために必要な材
料や、作り方の手順や気をつ
ける点などをヒントや支援を
もとに考え、捉えている。
③：きつつきの内容を読ん
で、作成するのに必要な材料
や、作り方の手順や気をつけ
る点などを教師と一緒に確認
する。

進んで、きつつきやお
もちゃの作り方につい
て順番を考えながら内
容を捉え、学習課題に
沿ってまとめようとし
ている。

C 第２学年の教科書の文
章を使用し、個別で読
む学習を行っている。
読むことが好きで、自
分の言葉で内容を説明
することができてい
る。他方で、文章を自
分なりに解釈しポイン
トがずれてしまうこと
もある。

①：おもちゃ作りをとお
して、説明書などの文章の
共通点について理解して
いる。
②：おもちゃ作りをとお
して、説明書などの文章の
共通点について知ってい
る。
③：おもちゃ作りをとお
して、順番を表す言葉や記
号に触れている。

①：「読むこと」において、き
つつきを作るために必要な材
料や、作り方の手順や気をつ
ける点などを捉えている。
②：「読むこと」において、き
つつきを作るために必要な材
料や、作り方の手順や気をつ
ける点などをヒントや支援を
もとに考え、捉えている。
③：きつつきの内容を読んで、
作成するのに必要な材料や、作
り方の手順や気をつける点な
どを教師と一緒に確認する。

進んで、きつつきやお
もちゃの作り方につい
て順番を考えながら内
容を捉え、学習課題に
沿ってまとめようとし
ている。

D 第１学年の教科書の文
章を使用し、個別で読
む学習を行っている。
読みは、既知の単語で
あれば読むことができ
るが、逐次読みになる
ことが多く、教師がヒ
ントを出しながら一緒
に読むことで、内容を
読み取ることができ
る。

①：おもちゃ作りをとお
して、説明書などの文章
の共通点について知って
いる。
②：おもちゃ作りをとお
して、順番を表す言葉や
記号について知る。
③：おもちゃ作りをとお
して、順番を表す言葉や
記号に触れている。

①：「読むこと」において、
きつつきを作るために必要な
材料や、作り方の手順や気を
つける点などをヒントや支援
をもとに考え、捉えている。
②：きつつきの内容を読ん
で、作成するのに必要な材料
や、作り方の手順や気をつけ
る点などを教師と一緒に確認
する。
③：きつつきの内容を読ん
で、教師と一緒に作成をとお
して確認する。

進んで、きつつきやお
もちゃの作り方につい
て順番を考えながら内
容を捉え、学習課題に
沿ってまとめようとし
ている。
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E 第２学年の教科書の文
章を使用して個別で読
む学習を行っている。
日常使われる言葉の文
章は読めるが、昔話な
ど日常使用する言葉と
異なる文章になると語
彙の少なさからか読み
取りが難しくなる。
先へ進みたい気持ちが
強く、質問の途中で答
えたり、友だちが答え
ているのを遮って答え
たりすることがある。

①：おもちゃ作りをとお
して、順序を表す言葉の
役割を理解したうえで、
説明書などの文章の共通
点について理解してい
る。
②：おもちゃ作りをとお
して、説明書などの文章
の共通点について理解し
ている。
③：おもちゃ作りをとお
して、説明書などの文章の
共通点について知ってい
る。

①：「読むこと」において、き
つつきを作るために必要な材
料や、作り方の手順や気をつ
けることなどを捉えほかのお
もちゃ作りに生かすことがで
きる。
②：「読むこと」において、き
つつきを作るために必要な材
料や、作り方の手順や気をつ
けることなどを捉えている。
③：「読むこと」において、き
つつきを作るために必要な材
料や、作り方の手順や気をつ
けることなどをヒントや支援
をもとに考え、捉えている。

進んで、きつつきやお
もちゃの作り方につい
て順番を考えながら内
容を捉え、学習課題に
沿ってまとめようとし
ている。

F 第２学年の教科書の文
章を使用して個別で読
む学習を行っている。
初めて読む文章では、
逐次読みになることが
多く、読めない字やわ
からない単語があると
詰まってしまうことが
ある。

①：おもちゃ作りをとお
して、説明書などの文章
の共通点について理解し
ている。
②：おもちゃ作りをとお
して、説明書などの文章
の共通点について知って
いる。
③：おもちゃ作りをとお
して、順番を表す言葉や
記号に触れている。

①：「読むこと」において、き
つつきを作るために必要な材
料や、作り方の手順や気をつ
ける点などを捉えている。
②：「読むこと」において、き
つつきを作るために必要な材
料や、作り方の手順や気をつ
ける点などをヒントや支援を
もとに考え、捉えている。
③：きつつきの内容を読ん
で、作成するのに必要な材料
や、作り方の手順や気をつけ
る点などを教師と一緒に確認
する。

進んで、きつつきやお
もちゃの作り方につい
て順番を考えながら内
容を捉え、学習課題に
沿ってまとめようとし
ている。

G 絵本の読み聞かせなど
で読む学習を行ってい
る。絵本に顔を向けて
聞くことができてい
る。気に入った絵など
を指さしたり、じっと
見つめたりする様子が
見られる。

①：おもちゃ作りをとお
して、順番を表す言葉や
記号に触れ、確認してい
る。
②：おもちゃ作りをとお
して、順番を表す言葉や
記号に教師と一緒に触れ
ている。（到達目標のレベ
ル）
③：おもちゃ作りを教師
と一緒に確認しながら行
う。

「読むこと」において、きつ
つきを作るために必要な材料
や、作り方の手順や気をつけ
る点などをヒントや支援をも
とに考え、捉えている。
②：きつつきの内容を読ん
で、作成するのに必要な材料
や、作り方の手順や気をつけ
る点などを教師と一緒に確認
する。
③：きつつきの内容を読ん
で、教師と一緒に作成をとお
して確認する。

進んで、きつつきやお
もちゃの作り方につい
て教師やみんなと一緒
に取り組み、学ぼうと
している。
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　　 児童の実態の欄は、本単元の「読むこと」に関して把握している実態を記載し
ます。
　また、本単元の評価基準を、観点別学習状況の評価の３観点で設定します（「理論
編」の54ページを参照）。学級全体の「４ 単元目標」と「５ 単元の評価規準」をも
とに、児童個々の実態と短期目標から予想される児童に到達してほしい姿として、３
つのレベルを想定して具体的に設定しています。ここでは、到達が難しいレベルから
①、②、③と表現し、②を到達目標のレベルとして設定しています。
児童の実態を踏まえて、個々に評価基準を立てます。ＢさんとCさんの評価基準が

同じになっているように、個々の実態を踏まえた結果として、他児と同じ評価基準に
なることもあります。

７　教材についてのメモ
・「きつつき」（ひろがることば　小学校国語２下　教育出版）
・児童の実態に合わせ3種類のワークシートまたはタブレットを用意する
・きつつきの作成キットを準備：具体的内容物を確認する
・タブレット端末（学級に在籍している児童全員に支給）
・ロイロノート［（株）LoiLo製］（事前にダウンロードを完了しておく）

　　 小学校の国語教科書を教材として活用し、個々の児童の実態に応じて工夫しな
がら提供しています。小学校の国語教科書を活用することは、通常の学級の先生方と
授業をベースにした意見交換や情報共有などをすることにもつながります。
　また、児童の実態に合わせたワークシートやタブレットを用意することで、主体的
に学習する態度を支援しています。一人一台を所有していることから「ロイロノー
ト」をダウンロードし活用することで、個々の実態に応じた学びを展開することがで
きます。

８　単元計画

学習内容・学習活動 重点目標の評価規準 評価方法
1 学習計画を確認しよう。
2 どんな順番で作るのか確認し、文章の中

から順番を表す言葉を見つける。
● 順番を表す言葉を文章の中から見つけ
る。（知・技）
● きつつきを作るために必要なものや、
手順を理解している。（思・判・表）

ワークシート

3 コイルばねを作るとき、コイルばね、き
つつきをとりつける順番についてのポイ
ントを読み取ろう。

● きつつきを作る中で気をつける点を読
み取り、答えることができる。（思・
判・表）

ワークシート

Point

Point
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4 きつつきらしい動きとちょうちょの動き
はどこが異なるのか考えよう。

● きつつきを作る中で気をつける点を読
み取り、考えて答えることができる。
（思・判・表）

ワークシート

5
本時

順番を表す言葉を使ってきつつきの作り
方をまとめよう。

タブレット

6
7 自分の作りたいおもちゃを決めて、作り

方を調べよう。
● 順番を表す言葉を使って、作り方をま
とめる。（知・技）

タブレット

8 作り方を説明できるように、順番を表す
言葉を使ってまとめよう。

● 順番を表す言葉を使って、作り方をま
とめる。（知・技）

ワークシート
タブレット9

10 まとめたものを利用して説明しよう。 ● 順番を表す言葉を使って、作り方を説
明する。（知・技）

タブレット

11 順番を表す言葉のとおりに、実際作って
みよう。

● 文章を読み、きつつきなどのおもちゃ
を作ることができる。（思・判・表）

ワークシート
タブレット12

13
14

　　 単元の初めに順番を表す言葉について文章から学習し、実際に全員で同じ物
（きつつき）を作成していく体験的な活動をとおして作り方をまとめ、自分の作りた
いおもちゃを考えながら作成し、作り方を他者に伝えていくための手順書を作成しま
す。その流れを単元全体で構成することによって、「主体的・対話的で深い学び」の視
点を踏まえた計画とすることを考えています。

９ 本単元と他教科等との関連
・ ２年は生活、３～６年は生活単元学習などでタブレットの使い方を学習できるようにする。

　　 国語科で学んだことが、生活科や生活単元学習等のほかの学習と関連づけられ
ています。次の活用場面や他教科等での学習と結びつけることで、学んだことが生か
されていきます。

10 本時（第５時）
（１）本時の目標
・順番を表す言葉を使って、作り方の説明をする。（知・技）

　　 「８ 単元計画５時（本時）」に基づいて設定されています。１単位の授業で３観
点すべての目標を設定することはせず、本授業では、「知識及び技能」に重点をおいて
目標を立てています。

Point

Point

Point
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（２）個々の児童の実態と本時の目標

本時の目標／評価基準 指導の手立て 〇評価規準 ◎評価方法
A ① 自分で選択した使いやすいワーク

シートを活用し、順番を表す言葉
を使って、作り方を説明する方法
や文章をつくる。
② 順番を表す言葉を使って、作り方
を説明する方法や文章を考える。
③ ヒントカードを活用し、順番を表
す言葉を使って、作り方を説明す
る方法や文章を考える。

● ワークシートを数種類作成し、使
いやすいものを自分で選択できる
ようにする。
● ヒントカードを準備し、順番を表
す言葉を確認できるようにする。
● 間違えや失敗を少なくできるよう
に、発問を検討して行うようにす
る。
● 課題の選択場面では自己決定でき
るようにし、学習意欲を維持でき
るようにする。

〇 順番を表す言葉を
使って、発表資料を
作る。

◎ タブレットで作成し
た文章

B ① 教師などの声かけを受けずに、順
番を表す言葉を使って、作り方を
説明する文章をつくる。
② 順番を表す言葉を使って、作り方
を説明する文章を考える。
③ 教師などと一緒に、順番を表す言
葉を使って、作り方を設営する文
章を考える。

● ワークシートを数種類作成し、使
いやすいものを自分で選択できる
ようにする。
● 本人の発言を受け止めながら、気
持ちを汲んで言葉かけを行う。
● 集中を継続できるように、様子を
見ながら適宜言葉かけをする。
● ヒントカードを準備し、自由に使
用できるようにする。

〇 順番を表す言葉を
使って、発表資料を
作る。

◎ タブレットで作成し
た文章

C ① 自分で選択した使いやすいワーク
シートを活用し、順番を表す言葉
を使って、作り方を説明する文章
をつくる。
② 順番を表す言葉を使って、作り方
を説明する文章を考える。
③ 掲示物で確認し、順番を表す言葉
を使って、作り方を説明する文章
を考える。

● ワークシートを数種類作成し、使
いやすいものを自分で選択できる
ようにする。
● ポイントや重要な言葉（特に順番
を表す言葉）について確認できる
ような掲示物を作成し、自分で確
認できるようにする。

〇 順番を表す言葉を
使って、発表資料を
作る。
◎ タブレットで作成し
た文章

D ① 教師などの声かけを受けずに、順
番を表す言葉を使って、作り方を
説明する文章を考える。
② 順番を表す言葉を使って、作り方
を説明する文章を教師と一緒に考
える。
③ 教師などと一緒に、順番を表す言
葉を考える。

● ワークシートを数種類作成し、使
いやすいものを自分で選択できる
ようにする。
● 教科書の中の大事な部分にはマー
カーで印をつけるなどし、ポイン
トに注目できるようにする。
● 考え込む場面や、注意がそれる場
面では言葉かけをする。

〇 順番を表す言葉を
使って、教師と一緒
に発表資料を作る。

◎ タブレットで作成し
た文章
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E ① 教師などの支援を受けずに、順番
を表す言葉を使って、作り方を説
明する文章をつくる。

② 順番を表す言葉を使って、作り方
を説明する文章を考える。

③ 辞書を活用しながら、順番を表す
言葉を使って、作り方を説明する
文章を考える。

● ワークシートを数種類作成し、使
いやすいものを自分で選択できる
ようにする。
● 意味を知らない単語については辞
書を使って調べたり、教師が解説
したりして理解して読めるように
する。
● 答え方のルールを掲示し、目で見
て確認できるようにしておく。

〇 順番を表す言葉を
使って、発表資料を
作る。

◎ タブレットで作成し
た文章

F ① 自分で選択したワークシートを活
用し、順番を表す言葉を使って、
作り方を説明する方法や文章をつ
くる。
② 順番を表す言葉を使って、作り方
の説明する文章を考える。
③ 教師などと一緒に、順番を表す言
葉を使って、説明する文章を考え
る。

● ワークシートを数種類作成し、使
いやすいものを自分で選択できる
ようにする。
● 読めない漢字には事前に読みがな
を振り、自信をもって読めるよう
に準備をする。

〇 順番を表す言葉を
使って、発表資料を
作る。
◎ タブレットで作成し
た文章

G ① 教師などの声かけを受けずに、順
番を表す言葉を使って、作り方を
説明する文章を考える。
② 順番を表す言葉を使って、作り方
を説明する文章を教師などと一緒
に考える。
③ 教師などと一緒に、順番を表す言
葉を考える。

● ワークシートを数種類作成し、使
いやすいものを自分で選択できる
ようにする。
● ワークシートのサイズに合った
シールを準備し、確認しながら
貼って説明を完成できるようにし
ていく。
● 自分で発表できるような教具を準
備する。

〇 順番を表す言葉を
使って、発表資料を
作る。

◎ タブレットで作成し
た文章

　　 本時の目標／評価基準は、「５ 単元の評価規準」「６ 児童の実態と本単元の評価
基準」に基づいて設定していきます。「10（１）本時の目標」に基づいて、児童に
到達してほしい姿として、個々の児童の目標について、３つのレベルを想定して具体
的に設定しています。ここでも、到達が難しいレベルから①、②、③と表現していま
す。
 「児童の実態」を的確に捉えることで、「本時目標」を達成するための「指導の手立
て」も明確に表現できています。

Point
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（３）本時（10月◯日　３校時）の展開　　※時間の数字は「分間」（あくまでも目安の時間）

時刻
（時配） 学習活動 支援と留意点

評価方法
教材・教具

10
導入

・日直があいさつをする。
・ 前時までの学習内容を確認す
る。
・今日の学習内容を確認する。

・順番を表す言葉の確認をする。
●  「まず」「はじめに」「つぎに」「さ
いごに」
● ワークシートの記入内容を発表
する。

● 姿勢の崩れている児童には、姿勢の確
認掲示を示したり、言葉をかけたりす
る。

●  学習計画表や、作成してきた掲示物を
使用して、単元全体の進行と本時の学
習内容を確認する。

● Ｓ１はＧさんの支援を行う。

● Ａさんは失敗することへの不安が強い
ため、様子を見ながらヒントを出した
り、アドバイスを出したりする。

● Ｂさんの様子を見ながら、指名する。
● 全員が発表できるように、指名する。
● 残り10分程度自由時間を設けることを
伝える。

・ 姿勢の確認
掲示
・学習計画表
・学習掲示物

20
展開

・ きつつきの作り方を、タブレッ
トのアプリを使用してまとめて
いく。
●  作り方の写真を撮りながら、説
明する資料を作る。
●  タブレットの使用や、作り方が
わからなくなる。

●活動する時間をタイマーで提示する。
● 必要に応じてグループ活動とし、互いに
確認しながら作業するよう言葉かけす
る。

● Ｓ１はＧさんと一緒に活動する。
● Ｇさん、Ｄさんのタブレットには事前
に選択できるカードを作成しておく。

● 事前に写真の撮り方や、アプリの使用
のしかたは指導しておく。

●  写真の撮り方に関しては指摘しない（目
標以外のことについては授業にさしつ
かえなければ指導はしない）。

● 順番を表す言葉を使用していない場合
には、掲示物などを使用して確認する
ように促す。

● 児童がタブレットの操作に苦労してい
る場合は、支援する。

● 活動を継続したい希望があった場合
は、許可する。

● 発表の支援をする。

タイマー

タブレット
【知識・技能】
きつつきの
材料

5
まとめ

・どこまで達成したか、確認する。
・日直と一緒にあいさつをする。

7～10
自由課題

・自由にタブレットを使用する ● 学習進度に応じて支援する。

ワークシートを見ながら、順番どおりにきつつきを作ろう。
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　　 【導入】では、前時を振り返ることで、本時の展開につなげていきます。学習の
始まりを意識できるようにするために、姿勢を正すことを促しています。また、単元
全体の進捗状況を確認し、本時の学習意欲を高めていきます。
　めあてが、児童にも理解しやすく表現され、本時で何を学習するのかが明確になっ
ています。

　　 【展開】では、活動時間が意識できるようにタイマーを活用して提示していま
す。
　児童の学習活動の取り組みに対して予測し、支援方法を考えておきます。その際、
S1との役割分担も明確にされています。学習活動に必要なタブレット操作に関する技
能は、本授業以外の時間も活用することで学習のつながりを意識できるとともに、タ
ブレット活用の幅を広げることにもつながります。
　本時の目標以外のことに対して指摘はしないことで、本時の目標をより明確に意識
し集中して取り組めるようにしています。
　本時の目標である「順番を表す言葉」を使用することが獲得できるように、声かけ
だけでなく、掲示物などを使用するように促しています。

　　 自由課題は、児童自身が学習したい内容をタブレットのアプリで学習します。
本時の学習活動を継続するか、自分の学習課題に取り組むかを選択することで、自主
性を引き出すことにつながります。

　　 授業では、学ばせたいこと以外で児童が混乱したり、困ったりする場面を極力
減らすように留意し、支援などを設定していくようにしています。

（４）場面設定・教材など
○教室のレイアウト・授業者の配置

Point

Point

Point

Point

S

BD DA

F EG

黒板

T

S
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・ 基本的にＴ１は全体指導を行い、細かな作業の支援を支援員にお願いし、役割分担をして
いる。
・ 施行令22条の３に該当する児童を中心に、支援が必要な児童には、１対１で支援員を近く
に配置している。
・席の配置に関しては、児童が学習しやすいように移動することも認めている。

○掲示物・ワークシートなど

【黒板への掲示物】
　最上部に学習した日付を記入していく。
　次段には、本時に当たる箇所に、ペーパーフラワー（お花紙を折り重ねて作成した造花）
を貼り、学習がどこまで進んできたのか、本時ではどんなことを学習するのかが視覚的にわ
かるように提示する。
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【ワークシート】児童の実態に応じたワークシートを自作しています。
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①導入

前時までの学習内容を確認。

③振り返り

どこまで到達したか確認します。最後の
10分程度は自由課題とし、継続して取
り組むかどうか選択させ、自主性を引き
出します。

②展開

きつつきおもちゃを実際に作りながら、
タブレットのアプリを使用して作り方を
文章にしていきます。

タブレットを使って学習する様子。

きつつき

単元名

授業の様子

���



事
例
２
国
語
科
「
読
む
こ
と
」

事
例
編

42

指導後の振り返りシート

１ 本時の学習評価

本時の目標／評価基準
◎評価方法

学習
評価

児童の様子
（すべて書かず、空欄でもよい）

次時の目標についてのメモ
（変更の有無など）

A ① 自分で選択したワークシート
を活用し、順番を表す言葉を
使って、作り方を説明する方
法や文章をつくる。
② 順番を表す言葉を使って、作
り方を説明する方法や文章を
考える。
③ ヒントカードを活用し、順番
を表す言葉を使って、作り方
を説明する方法や文章を考え
る。
◎タブレットで作成した文章

〇 ● タブレットを使うことで、
意欲が高まっていた。

● 絵文字や色を変えるなど自
分なりの工夫をして、まと
めることができていた。

作業とまとめを分離しても
よいものとする。

B ① 教師などの声かけを受けずに、
順番を表す言葉を使って、作
り方を説明する文章をつくる。
② 順番を表す言葉を使って、作
り方を説明する文章を考える。
③ 教師などと一緒に、順番を表
す言葉を使って、作り方を説
明する文章を考える。
◎タブレットで作成した文章

〇 ● 友だちの様子を見ながら取
り組んでいた。

● 作業が入ることで授業に対
するモチベーションが高
まっていた。

作業とまとめを分離しても
よいものとする。

C ① 自分で選択したワークシート
を活用し、順番を表す言葉を
使って、作り方を説明する文
章をつくる。
② 順番を表す言葉を使って、作
り方を説明する文章を考える。
③ 掲示物で確認し、順番を表す
言葉を使って、作り方を説明
する文章を考える。
◎タブレットで作成した文章

〇 ● コイルばね作りに苦心して
いたが、あきらめずに取り
組んでいた。

作業とまとめを分離しても
よいものとする。
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D ① 教師などの声かけを受けずに、
順番を表す言葉を使って、作
り方を説明する文章をつくる。

② 順番を表す言葉を使って、作
り方を説明する文章を教師と
一緒に考える。

③ 教師と一緒に、順番を表す言
葉を考える。

◎タブレットで作成した文章

〇 ● ワークシートを使った活動
よりも、自発的に作成する
ことができていた。
⇒タブレットの使用が有効
● 作業が止まってしまう場面
があった。適宜声かけを行
う必要がある。

作業とまとめを分離しても
よいとものとする。

E ①  教師などの声かけを受けずに、
順番を表す言葉を使って、作
り方を説明する文章をつくる。

②  順番を表す言葉を使って、作
り方を説明する文章を考える。

③ 辞書を活用しながら、順番を
表す言葉を使って、作り方を
説明する文章を考える。

◎タブレットで作成した文章

〇 ● 進んで学習していた。作業
に集中しまとめの作業に取
り組めなくなる場面があっ
た。

作業とまとめを分離しても
よいものとする。

F ① 自分で選択した使いやすい
ワークシートを活用し、順番
を表す言葉を使って、作り方
を説明する文章をつくる。

② 順番を表す言葉を使って、作
り方の説明する文章を考える。

③ 教師などと一緒に、順番を表
す言葉を使って、説明する文
章を考える。

◎タブレットで作成した文章

〇 ● 手順がわかるまでに時間が
かかる。
● 作業に集中してしまい、ま
とめる作業に取り組みにく
かった（同時に２つの作業
をすることが苦手であっ
た）。

作業とまとめを分離しても
よいものとする。

G ①  教師などの声かけを受けずに、
順番を表す言葉を使って、作
り方を説明する文章をつくる。

② 順番を表す言葉を使って、作
り方を説明する文章を教師な
どと一緒に考える。

③ 教師などと一緒に、順番を表
す言葉を考える。

◎タブレットで作成した文章

〇 ● 教師と一緒に活動できた。 作業とまとめを分離しても
よいものとする。
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２  本時の評価
・ 作成の教示の場面でプリントを強調しすぎたため、教科書を参考にする児童が少なくなっ
てしまっていた。教科書の写真なども見るよう教示する必要があった。
⇒自分から気づいた児童がいた時点で、教示するべきであった。
・ タブレットを使用すると個人の自由度が上がる分、取り組むべき活動に集中できなかった
り、終了できなくなったりすることが多くなってしまうこともあり、使用したいものを活
用しにくい実態もある（参観者より）。
⇒ 本授業では、事前に学習時間に自由にタブレットを使用する時間があることを提示した
ことで、その時間を心待ちにしながら授業に集中できた児童もいた。いつもタブレット
を使用する中で、学習に使用するタブレットの利便性に児童も気がついており、学習に
使うツールの１つとして機能していると感じる（書く、描くことは苦手だが、入力や写
真撮影ならできるなど）。通常の教育活動においてもルールを守ることは徹底してい
る。性格的にもルールを守ることをよしとしている児童が多いこともある。

３ 単元の評価
（１）児童に関する評価
・ タブレットの使用方法を、事前にほかの授業で学んでいたことで円滑に導入することが
できた。

・ おもちゃを作るという目的が児童にあったので、いつもより集中して取り組むことがで
きた。

・授業後に作文を書く課題でも、順番の言葉を使う姿が見られた。
（２）単元の評価
・  本時を展開したあとで作業に集中してしまい、肝心のまとめる作業が中途半端になって
しまっていたので、次の時間は作業と撮影を優先させて実施した。その場面でも作業に
集中して写真撮影を忘れがちになる児童がいたが、声かけを適宜入れることで撮影する
ことができた。同時に予備セットを準備し、まとめの段階で写真が足りないと感じた児
童にはその場面を提供することができた。
⇒ 作成活動が入る場合には、作業の事前確認と臨機応変な対応も必要になる。見通しが
ある一方で、そのとおりに行かない場面もあるので、混乱する児童が出ることも予想
される。
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本事例のまとめ（ポイントと意義など）

●授業づくりの工夫
・ 本授業では、身につけさせたい資質・能力を明確にしたうえで題材を設定し、小学
校国語科教科書をアレンジしたものやタブレットなどを活用してどのように学ぶの
かを考え、単元を構成している。

・ 単元の初めに順番を表す言葉について文章から学習し、実際に全員で同じ物（きつ
つき）を作成していく体験的な活動をとおして作り方をまとめ、自分の作りたいお
もちゃを作成しながら、作り方を他者に伝えていくための手順書を作成するという
流れで単元を構成。
⇒ 「主体的・対話的で深い学び」を意識した単元構成によって、児童は学習意欲を高
め、主体的に学習に取り組むことができていた。

●子どもの学び
・ 学んだ知識及び技能を実際にタブレットや、児童一人ひとりの特性に応じたワーク
シートを活用して作業。
⇒ 表現の幅が広がり、主体的に学習に取り組むことにつながった。

・ 自分で作成した順番を表す言葉を使った手順書で、実際にきつつきなどを作成。
⇒ 人に伝えていくために必要な言葉について体験と結びつけながら学ぶことがで
きた。

●般化やほかの単元へのつながり
・ 本単元で使用したタブレットを日常的にほかの教科等でも活用し、主体的に学習に
取り組むことが期待できる。
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本事例学級での教育課程の位置づけ
特別の教育課程編成（知的障害のある児童に対する教育を行う特別支援学校の各教科）

１ 指導体制
　　　授業者　○○市立○○○小学校　　教諭　○○○○（Ｔ１）

２ 前時までの児童の実態や単元設定の理由など
（１）前時までの児童の実態
【全般的な児童の実態】
・本学級は、２年生１名と３年生１名の計２名が在籍している。
・同じ内容を繰り返し意識して学び、利用することで、学習が比較的身につきやすい。
・ 体験的な学習では両児童の関心が高くなり、集中して取り組むことができるため、学ん
だことが比較的長く記憶に残る傾向がある。

・ Ａさんは困ったことがあると、発言が減ったり自分からは動けなくなったりする場面が
見られる。

・ Ｂさんは知的障害を伴う自閉スペクトラム症のある児童で、気持ちの切り替えが難し
かったり、集中が続かなかったりする場面が見られる。

【本単元に関わる児童の実態】　
・ 両児童とも、ものさしを使って直線を引くことができる。
・ 前期では、前年度の復習（直接比較、間接比較、任意単位）をしたうえで、普遍単位
（Ａさん：cm、Ｂさん：km〔距離と道のり〕）の学習を行った。

・ 両児童は、直接比較の場面で、起点をそろえることを覚えていた。
・ Ａさんは、間接比較に関する思考がすぐにはできない場面が見られた。
・ Ｂさんは、１mを大きく超える長さや曲面の長さの計測には巻き尺を使うと便利である
という意味理解と、実際の計測ができていた。

　　 児童が学習に取り組みやすくなるという体験的な活動の特徴を生かし、実際の
授業では活動的な内容を取り入れています。

　　 児童の生活及び学習上の全般的な実態とともに、「長さ」の単元に関わる児童
の実態把握をしています。

Point

Point

NISE授業づくりサポートシート

事例３ 算数科「測定」
長さ ～はかってすすめ！ たからじま～

���



事
例
編

事
例
３
算
数
科
「
測
定
」

47

（２）単元設定の理由と本単元において身につけさせたい力
・ 本単元では、前期の学習内容の発展的な位置づけとして、身の回りにあるものの長さに
ついて、より細かなｍｍを取り上げ、さまざまな長さの単位に関する比較や測定、計算
問題に取り組めるようにしたいと考えた。また、場面に応じた適切な道具を使用して長
さを比較したり測定したりできるようにすることで、ほかの学習や生活場面にも生かせ
るようにしたいと考えた。

・ 本単元のまとめには、プリント学習よりも、既習事項を用いながら進めるゲームのほう
が自主的に復習を行うことができると考えた。

　　 mm単位でものの長さを測る際には、理科で扱った植物の種を取り上げること
で、他教科の学習につなげ、児童の興味・関心を引き出しています。
　また、単元の最後には、本単元で児童が学習してきた内容を復習でき、かつ自分で
主体的に学習を進めていけるようなゲーム的な要素のある活動を設定しています。

（３）年間指導計画における位置づけ
・ 本学級では、同じ内容を繰り返し学び、利用することで、学習内容が身につきやすくな
るという児童の特徴から、下記の学習を前期と後期に分け、年間２回ずつ学習するよう
に設定している。なお、前期では基礎的な内容を扱い、後期は全期の復習と発展的な内
容として位置づけている。
 「じかんとじこく」：４月/10月
 「ながさ」：５月/11月
 「水のかさ」：６月/12月
 「かたち」：７月/１月
 「重さ」：９月/２月

・ 週２時間、２名がそろう算数の時間を利用して、一緒に学ぶ場面を設定している。

　　 繰り返しの学習により学んだことが身につきやすくなるという知的障害の特性
を踏まえた年間指導計画になっています。

（４）学習指導要領との対応
・ 本単元の目標・内容は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の知的障害のある児
童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科の目標・内容のうち、小学部算数科の
以下に関する内容と対応させている。

Point

Point
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Ｃ 測定 ○３段階 目標
ア  身の回りにある長さや体積などの量の単位と測定の意味について理解し、量の大きさに
ついての感覚を豊にするとともに、測定することなどについての技能を身に付けるよう
にする。

イ  身の回りにある量の単位に着目し、目的に応じて量を比較したり、量の大小及び相等関
係を表現したりする力を養う。

ウ  数量や図形の違いを理解し、算数で学んだことのよさや楽しさを感じながら学習や生活
に活用しようとする態度を養う。

Ｃ 測定 ○３段階 内容
ア  身の回りのものの量の単位と測定に関わる数学的活動を通して、次の事項を身に付ける
よう指導する。

〔知識及び技能〕
○ア  長さ、広さ、かさなどの量を直接比べる方法について理解し、比較すること。
〔思考力、判断力、表現力等〕
○ア  身の回りのものの長さ、広さ及びかさについて、その単位に着目して大小を比較した

り、表現したりすること。

　　 「特別の教育課程」を編成しているので、特別支援学校小学部・中学部学習指導
要領の知的障害のある児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科から、小学
部算数科の目標・内容に対応させています。
 「特別の教育課程」については、「理論編」の48ページを参照してください。　

（５）指導全般における基本方針
・ 活動的な内容を多く取り入れることで、学習内容を身につきやすくし、主体的に授業に
参加できるようにする。

・ Ａさんは、困ったことがあると、発言が減ったり自分からは動けなくなったりする場面
が見られるが、教師の支援が多すぎると、それに依存していっそう消極的になってしま
うため、できる限り児童自らで支援を求められるように、必要に応じて声をかけるよう
にする。

・ Ｂさんは、気持ちの切り替えが難しかったり、集中が続かなかったりする様子が見られ
るため、活動の切り替え時に気持ちを整えるような声かけをしたり、身体を動かしなが
ら活動できる内容を取り入れたりする。

・少人数だが、互いに関わりが生まれるような場面をできる限り設けるようにする。

Point
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　　 日々の児童の様子や学習内容を加味して、考慮しておくべき指導全般における
基本方針〔授業の流れ・構成、特に児童（間）で配慮すべきこと〕を簡単におさえて
おきます。

３ 単元名
　長さ ～はかってすすめ！ たからじま～

　　 児童が学習に意欲的に取り組めるような表現にします。

４ 単元目標
○ 身の回りにある文房具や生活用品などを取り上げ、ｍｍやｃｍ、ｍといった長さの単位と
測定の意味について理解し、測定することなどについて、定規や巻尺などを使用する技能
を身につけるようにする。（知識及び技能 ３段階 ア）
○ 身の回りにある文房具や生活用品などを取り上げ、ｍｍやｃｍ、ｍといった長さの単位に
着目し、目的に応じて長さを比較したり、長さの長短を表現したりする力を養う。（思考
力、判断力、表現力等 ３段階 イ）
○ 長さや単位の違いを理解し、長さで学んだことのよさや楽しさを感じながら生活やほかの
学習に活用しようとする態度を養う。（学びに向かう力、人間性等 Ｃ測定 ３段階 ウ）

　　 学習指導要領の目標・内容に基づいて、育成を目指す資質・能力の３つの柱で
設定します。また、学級の実態に応じた具体的な表現にしています。

５ 単元の評価規準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度
● 身の周りにある物の長さにつ
いて、適切な方法で比較・測
定することができている。

● 単位の関係を考えながら計算
することができている。

● 適切な道具で長さを比較した
り、表現したりすることがで
きている。

● 学んだ知識をもとにして、進
んで身の周りにある物の長さ
を比較・測定しようとしてい
る。

　　 「４ 単元目標」に基づいて、観点別学習状況の評価の３観点で設定します。な
お、観点別学習状況の評価の3観点については、「理論編」の54ページを参照してく
ださい。

Point

Point

Point

Point
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６ 児童の実態と本単元の評価基準

児
童

個別の指導計画 本単元の評価基準
長期目標 短期目標 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

Ａ 自分でできること
に能動的に取り組
み、適切な支援を
受けながら生活で
きるようにする。

わからないときや
支援が必要なとき
は、自分から周り
に伝えることがで
きるようにする。
長さ、重さ、か
さ、時間について
の基礎的な知識・
技能を身につけ
る。

①：複数の場面で
自分の力で長さを
比較、測定、計算
する。
②：声かけがあれ
ば、長さを比較・
測定・計算するこ
とができる。
③：教師と共に長
さを比較、測定、
計算することがで
きる。

①：自らの判断で
適切な道具を選
び、長さを比較し
たり表現したりす
る。
②：声かけがあれ
ば、適切な道具を
選び、長さを比較
したり表現したり
することができ
る。
③：教師と共に適
切な道具を選び、
長さを比較したり
表現したりでき
る。

①：わからない
ときは、教師に
尋ねながら学習
活動に参加する
ことができる。
②：声かけがあ
れば、学習活動
に参加すること
ができる。
③：教師の直接
的な支援があれ
ば、学習活動に
参加することが
できる。

児童の実態
・ 前期の学習では、間接比較の方法を
忘れていたのでやり直した。
・ 数値表示のあるものさしであれば、
cm単位の読み取りが可能。
・ 計算は、繰り上がり（下がり）のな
い１桁同士の計算が可能。
・ 学習意欲は高いが、つまずくと途端
に委縮してしまう。

Ｂ 自分の気持ちをう
まくコントロール
しながら、落ち着
いて生活できるよ
うにする。

周りの動きを意識
しながら行動でき
るようにする。
長さ、重さ、か
さ、時間について
の知識・技能を生
活に生かす。

①：複数の場面で
自分の力で長さを
比較、測定、計算
する。
②：声かけがあれ
ば、長さを比較・
測定・計算するこ
とができる。
③：教師と共に長
さを比較、測定、
計算することがで
きる。

①：自らの判断で
適切な道具を選
び、長さを比較し
たり表現したりす
ることができる。
②：声かけがあれ
ば、適切な道具を
選び、長さを比較
したり表現したり
することができ
る。
③：教師と共に適
切な道具を選び、
長さを比較したり
表現したりするこ
とができる。

①：最後まで、
自分の力で学習
活動に参加し続
ける。
②：声かけがあ
れば、学習活動
に参加し続ける
ことができる。
③：教師の直接
的な支援があれ
ば、学習活動に
参加し続けるこ
とができる。

児童の実態
・ 前期の学習では、cm単位やｍ単位で
の読み取りができていた。
・ mm単位の読み取りは理解できている
が、細かい物を見ることがあまり得
意でないため、読み間違いも見られ
る。
・ 前期の学習では、計算に関しては、
簡単な単位の換算問題にも取り組め
ていた。
・ 学習意欲は、扱う内容やその日の調
子によっても大きく異なる。
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　　 児童の短期目標は、「長さ」の学習に関連した目標設定になっています。また、
本単元の評価基準は、観点別学習状況の評価の３観点で設定します（「理論編」の54
ページを参照）。学級全体の「４ 単元目標」と「５ 単元の評価規準」をもとに、児童
個々の実態と短期目標から予想される児童に到達してほしい姿として、３つのレベル
を想定して具体的に設定しています。ここでは、到達が難しいレベルから①、②、③
と表しています。

     

     

７ 教材についてのメモ
　・ 長さの比較、実測問題、単位の換算や計算に関するワークシートを児童の実態に合わせ
て２種類を準備する。

　・ 本単元では、より細かなｍｍ単位の学習に際し、別の学習で使用した植物の種を実物投
影機で見ることで児童の興味・関心を喚起していこうと考える（Ａさんにとっては細か
い部分に注視する際の支援、Ｂさんにとっては、関心と意欲の向上につなげたい）。

　・ 本単元のまとめとなる本時では、ワークシートを使った復習に加え、ゲーム的な要素の
ある活動にすると児童が主体的に活動できると考えた。

　　 ｍｍ単位の物の長さを測る際に、別の学習で使用したことのある植物の種を取
り上げることで、他教科等での学習とのつながりを意識づけたり、児童の興味・関心
を引き出したりすることを意図しています。

　　 単元の最後には、これまでの学習内容を復習でき、かつ自ら主体的に学習を進
めていけるようなゲーム的な要素のある活動を取り入れる工夫がされています。

Point

Point

Point
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８ 単元計画

学習内容・学習活動 重点目標の評価規準 評価方法
１
時

● おぼえているかな①（長さの測り方の
復習）

・Ａさん：30cmまで、Ｂさん：1mまで
・問題を出し合う

・ 指定された長さを測ることができる
（知）
・ 測るものに合わせて、適切なものさし
を選ぶことができる（思）

実測観察など

２
時

●ミリメートルの世界を見てみよう
・mmの学習
・ mmの単位換算（１cm＝10mmを理解
する）

・ ○cm○mmという長さの線を引いたり
読み取ったりできる（知）
・ １cm＝10mmの意味が理解できる
（知）

実測観察、
プリントなど

３
時

●おぼえているかな②（単位換算の復習）
・mm 、cm、mの単位換算
・問題を出し合う

・ 基本的な長さの単位換算を考えること
ができる（知）

プリントなど

４
時

●ながさのけいさんをしよう
・Ａさん：mmとcmを使った計算
・Ｂさん：mm、cm、mを使った計算

・ 基本的な長さの計算問題を正しく解く
ことができる（知）

プリントなど

● はかってすすめ！ たからじま（長さに
関するさまざまな問題を解く）
・   これまで学習してきたことを使いなが
ら、各児童がさまざまな問題に答えて
いく

・ 測るものに合わせて適切な道具を選ぶ
ことができる（思）

・ 積極的に問題を解き、主体的に活動に
参加することができる（主）

実測観察、
プリントなど

　　 単元全体で「導入→展開→振り返り」を意識して作成します。
　また、何を学ぶかが明確になっていて、どのように学ぶかという「主体的・対話的
で深い学び」の視点も踏まえた計画になっています。   

   
 

９ 本単元と他教科等との関連
　・ いろいろな物の長さについて、ものさしや巻き尺を使って測定したり線を引いたりする
活動を、図画工作科の制作活動につなげる。

　　 算数科で学んだ内容が図画工作科の学習へ関連づけられています。ほかの教科
等を含め、学習した内容が児童の具体的で実際的な生活の中で生かされることで、学
習内容の定着や次の学習への意欲につながっていきます。   

Point

Point

５ 

時（
本 

時
）
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10 本時
（１）本時の目標（「８ 単元計画の５時（本時）」）
・ 積極的に問題を解き、主体的に活動に参加することができる。（学びに向かう力、人間性
等）
・ これまでに学んだことを活用し、適切な道具を選び長さを測ることができる。（主体的に
学習に取り組む態度）

　　 単元のまとめとなる本時では、主体的に学習に取り組む態度に重点をおいて目
標を立てています。

（２）単元に関する個々の児童の実態と本時の目標

本時の目標 指導の手立て
Ａ ①：主体的に活動に参加し、適切な道具を選んで
長さを測ることができる。
②：適切な道具を選んで長さを測ることができ
る。
③：教師の直接的な支援があれば、適切な道具を
選んで長さを測ることができる。

・ 自信をもって取り組めるよう、称賛や励ましの
声かけを多くする。
・ 先回りした声かけが思考の依存を強めてしまう
ため、注意する。
・ 困ったときは、本人から声をかけるよう促して
いく。
・ 理解しやすくなるよう、できるだけ実物または
代替の教材を用意する。

Ｂ ①：主体的に活動に参加し、適切な道具を選んで
長さを測ることができる。
②：適切な道具を選んで長さを測ることができ
る。
③：教師の直接的な支援があれば、適切な道具を
選んで長さを測ることができる。

・ 学習の緩急をつけるため、タイミングを見て次
の活動に参加しやすいよう声かけをする。
・ 集中が切れると自分の世界に入り込んでしまう
ため、適宜、気分転換できる場面をつくる。
・ 理解しやすくなるよう、できるだけ実物または
代替の教材を用意する。

　　 「指導の手立て」は 「５ 単元の評価規準」、「６ 児童の実態と本単元の評価基準」
に基づいて設定していきます。  

　　 「10（１）本時の目標」に基づいて、児童に到達してほしい姿として、個々の児
童の目標について、３つのレベルを想定して具体的に設定しています。ここでも、到
達が難しいレベルから①、②、③と表現しています。
  「６ 児童の実態と本単元の評価規基準」にある児童の実態を的確に捉えることで、
「本時の目標」を達成するための「指導の手立て」を身体的に考えられるようになりま
す。

Point

Point

Point
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（３）本時（◯◯月◯◯日５校時）の展開
　　　※時間の数字は「分間」（あくまでも目安の時間）
時間 学習活動 支援と留意点 評価方法

【評価規準】
10
導入

・日直のあいさつで授業を始める。 ● 背筋を伸ばし、顔を上げるよう声をか
け、姿勢を正したらあいさつをする。

・本時の学習内容を知る。

・学習のめあてを読む。

・学習の進め方を知る。

● 本時の学習の進め方がやや複雑なの
で、導入の時間をこれまでの授業より
長く取るようにする。

● 「長さ」に関する問題を解いていき、
最後まで正解すると、宝物を獲得でき
る活動であることを説明し、児童の学
習意欲を引き出す。

● 学習のめあてを黒板に掲示する。

● 学習の進め方を説明する。
 （※58ページ参照）

30
展開

・ 「長さ」に関する問題を各自で解いて
いく。
・ スタート位置から学習を開始する。

・ すべて正解したら宝箱の中身を確認す
る。

● 本単元で児童がこれまで解いてきたプ
リントを黒板に掲示しておき、児童が
自分で復習しながら進めていけるよう
にする。

● ワークシートは各児童に合わせて難易
度の異なる問題を準備する

● 学習が軌道に乗る第１～２問の間は、
必要な指示を丁寧に伝えていく。

● 必要に応じて測定するものに応じた道
具を選ぶよう必要に声をかける。

● 使い終わった道具は、箱の中に戻すよ
う声をかける。

● 各児童がすべて正解したところで、宝
物を渡す。

＊主体的に
活動に参加
できている
か。
＊適切な道
具を選ぶこ
とができて
いるか。

５ ・振り返り ● 各児童の頑張りを認め、評価する。
● 学習したことをほかの場面でどのよう
に使えるか問いかける。

・あいさつ ● 背筋を伸ばし、顔を上げるよう声をか
け、姿勢を正したらあいさつをする。

問題の内容
問１：紙テープを用いた比較
問２：方眼紙を用いた比較
問３：定規で長さを読み取る
問４：定規で長さを測る
問５：単位の換算
問６：巻尺や定規で長さを読み取る
問７：mm、cm、mを用いた計算

めあて　①じぶんで かんがえて うごこう。
　　　　②こまったとき、てつだってほしいときは、じぶんからこえをかけよう。
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　　 【導入】授業直前に、児童が気持ちを切り替えて授業に入れるように、授業開始
前に予告をしたり、児童の様子を見ながらタイミングを計って声をかけたりします。

　　 【導入】長さに関する問題を解いていく学習を、「宝島までたどり着くための冒
険」という設定にし、児童の学習意欲を引き出します。

　　 【導入】めあては、「長さ」に関する問題を解くために、必要な道具は何かを自分
で選んだり、解き方がわからない問題があり教師の支援が必要なときに、自分から支
援を求める声かけをしたりするような、本時の目標に応じた内容になっています。

　　 【導入】本単元当初から、本時の内容がゲーム的な要素を含んでいることを児童
に伝えていたため、児童は本時を楽しみにしていました。ここでは、いよいよ本時が
始まることを教師が児童と共に喜びながら、学習意欲を引き出します。

　　 【展開】ワークシートは、児童の実態に応じて個別に作成しています。児童の学
習状況に応じてワークシートの難易度を変え、例えば、単位の換算では、Ａさんは
20mm＝（　 ）cm、Ｂさんは３m45cm＝（　 ）cmのようにしています。

　　 【振り返り】最後まで問題を解き、児童が宝島までたどり着けたら、宝箱を児童
に手渡します。宝箱には、宝物として三角定規やコンパスを入れておきます。それら
は、児童がまだ使用したことがない道具であり、次年度の算数の学習で使うものなの
で、学習への動機づけにもなります。このようにして児童の学習意欲を引き出します。

Point

Point

Point

Point

Point

Point
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導入

めあてと学習の進め方を確認します。

まとめ

全問正解でゴール！ 宝物をゲット！

展開

長さを測る道具を使って問題を解き、宝
島を進んでいきます。

振り返り

今日の学習を振り返ります。

長さ
～はかってすすめ！ たからじま～

単元名

授業の様子
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長
机

ホワイトボード

Bさんの
座席

Aさんの
座席

黒板

（４）場面設定・教材など
●教室レイアウト

これまで単元中にAさん
が解いたワークシート
黒板の両端（各児童の前）
には、これまで単元中に児
童が解いてきたワークシー
トを掲示し、児童が必要に
応じて自主的に学習を振り
返りながら進められるよう
にする。

これまで単元中にBさんが
解いたワークシート

宝箱までの道のりを
示したイラスト

児童が取り組む問題や正誤を知るための
ワークシートが入っている封筒
ホワイトボードには封筒を貼り付け、封筒の
中には問題が書かれたワークシートや問題の
正誤が書かれたワークシートを入れておく。

比較や測定の際に児童が
使用する道具
児童が問題を解く際に使用
する道具を置いておく。

　　 長さを測るための道具を選びに
行ったり、問題の正誤を自分で確か
めたりと、まるで児童が本当に宝島
を冒険しているように、教室全体を
使って活動的に学習を進められるよ
うな工夫をしています。

Point
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●宝島の進み方について
１： あらかじめ、黒板には下の〈図〉のように宝島の絵を掲示しておく。AとBの机には一
人ずつ座り、スタートにそれぞれの児童が使う人物カード（すごろくのコマのようなも
の）を置く。☆の位置には、児童がこれまで本単元で解いてきたプリントを掲示してお
く。

　　 いくつかの問題用紙とその正答が記された用紙を児童それぞれに用意して別の封筒に入
れ、ホワイトボードに貼る。中央の長机には、ものさし（15cm・30cm・50cm・１
m・巻き尺）を入れたかごと、紙テープ、たこ糸、ビニールテープ、のり、はさみを入
れたかごを、それぞれ２つずつ置く。

２： 児童はそれぞれ、ホワイトボードに問題用紙を１枚ずつ取りに行き、各自で解く。必要
に応じて長机の用具を使ってよいこととする。

３： 児童はそれぞれ、問題を解けたら、ホワイトボードに正答を確認しに行く。
４： 児童はそれぞれ、黒板の宝島の絵の答えに対応するマスに、自分の人物カードを動かす。
５：児童はそれぞれ、人物カードをゴールに進めるまで２～４を繰り返す。

ゴール

スタート

〈図〉黒板に掲示している宝島の絵（例えば「問１の島」には、問１の回答の選択肢を3つ記してある）

問１の島

問２の島

問３の島

問４の島
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正誤を知るためのワークシート

Ｂさんの宝島の絵

コマを動かす児童の様子

第１問目を解く児童

●児童の学習の進め方について（Bさんの例のみ紹介）

1

3

2

4

❷不正解の場合の
ワークシート

❶第２問目の
ワークシート

　各児童、教師から手渡された第
１問目の問題を解く（紙テープを
用いた２つの長さの比較）。

　第１問目の正解だと思う答えを、宝島の絵のス
タート位置にある３つの選択肢から選ぶ。選んだ方
向へコマを１マス進めたあと、島に書かれている番
号を確認する。
（例：「Aが長い」を選んだら34の島）

　進んだ島に書かれている番号と同じ
番号の封筒を開け、中身を確認する。

　正解の場合は、「よくできました」というメッ
セージと、次の問題が書かれている❶のワークシー
トが入っているので、第２問目に進む（方眼紙のマ
ス目を用いた３つの長さの比較）。
　不正解の場合は❷の紙が入っているので、もう一
度第１問目を解き直し、正解だと思う答えを選び、
進んだ先の番号の封筒を確認する。

不正解の場合、もう一度問題に挑戦するよう必要に応じて励ましの
声をかけます。教師の支援が必要だと思われる場合でも、様子を見
ながら、児童が自ら支援を求められるように促す声かけをします。

学習が軌道に乗るまでは、教師が学習の進
め方を丁寧に伝えるようにします。Point

Point
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長さを測る児童の
様子

第３問目のワークシート

5

7

6

　第２問目、第３問目までは同様の流れで
学習を進める（30cm定規を用いて線の長さ
を読み取る）。

　第４問目以降は、正誤の確認を教師が行うため、
問題を解いたら教師に声をかけ、正誤を判断しても
らう（１cm定規を用いて長さを測る）。

　第４問目を正解すれば、左右どちらの島に進むか
を自分で選ぶ。その後はこれまで同様、進んだ島に
書かれている番号と、同じ番号の封筒の中に入って
いるワークシートの問題を解き、正誤を教師に判断
してもらう（以下、最後まで同様の流れ）。

問題を解いたら、児童から教師に声をかけ
られるように促します。

床に貼ってある色つきのテープから、
82cmの長さのところを測ります。この場
面で、教師は１m定規を使うことが最も適
切と考えていますが、児童は巻き尺を使っ
て長さを測っています。

Point

Point

第４問目の
　　ワークシート

４問目以降の進み方

Ａさんは日常生活や学習の場面で主体的に行動することに課題があるので、本時では「自分
で選ぶ」場面を多く入れています。例えば、３問目までは、児童が自分で正しい答えを３つ

の選択肢から選んで進み、４問目以降は児童が自分で左右どちらかの道を選んで進む場面にして
あります。同じ選ぶ場面でも、自分が正しいと思う答えを自分で選ぶということと、自分が進み
たいという気持ちをもって選ぶという違いがあります。実際、Ａさんは初めは不安そうにコマを
進めていましたが、徐々に自分で積極的に自信をもって選べるようになっていました。

Point

集中力が続きにくいＢさんにとっても、「自分で選ぶ」場面は効果的です。自分で答えを選ん
だり、自分で進みたい道を選んだりする活動によって、ゲーム的な要素を楽しめるだけでな

く、「自分で選ぶ」という行為自体が動機づけになるという心理的な効果も狙える活動となってい
ます。

Point
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第５問目のワークシート

第７問目のワークシート

第６問目のワークシート

教師に手伝ってもらう
児童の様子

最後まで正解し、宝物を受け取る児童

8

10

9

11

（ｍｍ、ｃｍ、ｍを用いた単位の換算）

（巻き尺を用いて周囲の長さを読み取る）

（ｍｍ、ｃｍ、ｍを用いた計算）

第７問目まで問題を解き、最後まで正解できたら、教師から宝物を受け取る。

巻き尺を使って桶の周囲を測る場
面では、一人で長さを測れないこ
とがわかると自ら教師に支援を求
め、手伝ってもらう場面がありま
した。

Point
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指導後の振り返りシート

１ 本時の学習評価　 

本時の目標／評価基準 学習
評価

児童の様子
（すべて書かず、空欄でもよい）

次時の目標についてのメモ
（変更の有無など）

A ① 主体的に活動に参加し、
適切な道具を選んで長さ
を測ることができる。

② 適切な道具を選んで長さ
を測ることができる。

③ 教師の直接的な支援があ
れば、適切な道具を選ん
で長さを測ることができ
る。

A 終始笑顔で取り組み、主体的
に活動に参加していた。ま
た、測る物に応じて適切な道
具を選び、長さを測ることが
できていた。

単位の異なる（cmとmm）長
さの計算で、単位に色づけを
しなくてもよいように定着を
図る。

B ① 主体的に活動に参加し、
適切な道具を選んで長さ
を測ることができる。
② 適切な道具を選んで長さ
を測ることができる。
③ 教師の直接的な支援があ
れば、適切な道具を選ん
で長さを測ることができ
る。

B  １m定規を用いて長さを測る
ことが想定される場面では巻
き尺を用いており、巻き尺を
用いた読み取りにも混乱が見
られた。教師が声をかけ、め
あてを確認すると、教師に支
援を求め、長さを測ることが
できていた。

巻き尺の使用場面および読み
取りについて引き続き学習が
必要である。

　　 【児童の様子】には、学習評価の結果の根拠となるような、実際に児童ができた
こと、教師が行った具体的な手立てなどを書きます。
　また、評価規準に基づく評価とは別に、個人内評価を通じて見取ることができたこ
とがあれば、ここに記入します。

２　本時の評価

　　 【本時の内容】を当初予定していた内容から変更した場合は、その理由やよかっ
た点、反省点なども書き込みます。

Point

Point

���



事
例
編

事
例
３ 

算
数
科
「
測
定
」

63

・ 学習の進め方がやや複雑だったので、授業のはじめに進め方をしっかりおさえるために、
導入の時間を多めに取るように変更した。その結果、児童たちは、自主的に問題を解いて
いくという授業の大まかな流れを理解して学習を進めることができていた。
・ 問題を解く活動以外に時間を要する部分もあったため、予定よりも問題数を少なくした。

３　単元の評価

　　 単元が終了した際に、単元を総括して書きます。反省点だけでなく、よかった
点も書き、それらを次の学びにどう生かせるかを考えます。

（１）児童に関する評価
　○Ａさんについて
　　・ 長さを測ったり長さを比べたりする活動に慣れ、解ける問題を増やすことができた。

単位の異なる（cmとmm）長さの計算問題では、単位が区別できていない場面が何度
か見られたため、区別できるよう単位に色づけをすると計算ができた。今後は、より
長いものの測定や単位の換算に加え、単位の異なる長さの計算の定着を図る必要があ
る。

　　・ 計算が苦手で、長さの計算問題に対して不安があったようだが、第３時以降、家庭で
も１桁同士のたし算に取り組むと、授業では指を使ってスムーズに計算できた。「10＋
○」という学校で再度説明した内容を、本時で生かすことができていた。

　○Ｂさんについて
　　・ 長さの比較や単位の換算、計算問題では、正解することが多く、自信をもって学習を

進めることができていた。測定では、基本的には、物の長さや形状に応じて適切な用
具を用いて図ることができるが、１m定規で測れる大きさの物について、巻き尺を用
いるなどの場面も見られた。また、第１時以降、巻き尺の目盛りの読み方を再度確認
したが、本時でも読み取りに混乱が見られた（80cmを８mと読む）。巻き尺の適切な
使用場面と目盛りの読み方については、引き続き学習が必要である。

（２）授業に対する評価
・ 長さの学習を積み重ねることで、他教科の学習場面で、定規を使って長さを測ることがで
きるようになった。本単元の学習により、児童たちは、これまで定規は「線を引くもの」
という役割についての認識が強かったが、「長さを測るもの」という認識がされるように
なったと感じた。
・ 単元当初から本時の大まかな内容について伝えていたこともあり、両児童ともに前日から
本時を楽しみにしており、普段は「算数」と表記するホワイトボードの時間割に「たから
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じま」と書いていた。本時では、導入で授業の流れを説明すると、児童たちは「おもしろ
そう！」と発言し、教室を動き回りながら長さを測ったり、問題を解いたりしている間
は、終始笑顔で取り組んでいた。特にＡさんは、当初想定していた以上に、積極的に問題
を解いて学習に取り組む場面が見られたため、学習への動機づけや学習の進め方の工夫が
大きく影響することを再認識した。
・ 授業の初めにめあてを確認したことで、児童たちはわからない問題があると、自分から
「わかりません」「手伝ってください」と教師に伝えることができ、めあてをおおむね達成
できた。

本事例のまとめ（ポイントと意義など）

●授業づくりの工夫
・ 児童たちは、問題の解き方がわからなかったり、集中が続かなかったりすると、消
極的になることが多いため、児童が意欲的に取り組めるよう、長さを測り、問題を
解いていく学習を「宝物を目指す冒険」に見立て、教室全体を使った活動的な授業
内容が計画された。

・ できる限り自分で学習が進められるように、長さを測るための道具を準備し、それ
を冒険に必要なアイテムとして価値づけることで、児童の長さを測る意欲も引き出
していた。

・ 児童が復習しながら行えるようにこれまで解いたワークシートも用意するという、
教師が必要以上に支援しないように学習を進められる工夫も行われていた。

・ 本時では、児童のこれまでの学習の振り返りと定着を図る場面と、児童が主体的に
学習を進め、自信を高めていくという場面がうまく取り入れられていたと考えられ
る。

●子どもの学び
・ 本単元では、長さの測定や比較、単位の換算や計算問題をひととおり扱い、丁寧に
学習が進められてきた。

・ 単元最後の本時は、これまでの学習のまとめとして位置づけ、児童が自分で問題を
解いていく形式で学習が進めた。

　⇒ 児童は必要に応じて黒板に掲示されているこれまでの学習プリントを参照した
り、教師の支援を受けたりしながら、主体的に問題を解くことができた。

●般化やほかの単元へのつながり
・ 長さを測定する力は、児童の生活場面で応用したり、理科や図工、体育（具体例を
入れる）など、他教科の学習にも活用したりできる。
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