
� �

���� 令和元年度 � 23 

 

�� ���� ��                             

�������������������������� 

 �������������������������������������� 

����������� 

��������������    ��
� � �

 �
� �

�
� �

 

 

 

１ ���� 

 �����������������な�

が��を�え���に��し���な���

が���る「�������が������

と������る。��ような����で��

��を��な���な�な�������

����によっ���が���る���が�

に�えるで��う。�うした��を��え�

��に��な��に�����������

を��え��考�る����を���に�

�����る�を�に����た�と考え�

���を��した。 

 

２ ����� 

���に��が���るような�����

�を�年������に��������よ

うな実践を行った。  

������� 

「�������を��た����10 ���

を�����元�「���������に�

�����る���「�����������

��に������る�で��した。�で�

「���に�����で�「��������

に���「���「������を�����

を����な����ができるようにした。 

���� 

������ 

 ���「�����「�����を��とし 

���した。�������������

��で考える�に��な��を��し��

実��を�実にし����考できるように

した。 

���������� 

 ��������１�������に「��

を����������を��に��た。 

� 1 

��元����� 

「���「��������に����「�

��「������を����とに��に�

�よう�元を��した。�し��実���

に��るた����������が���

�とを実�できるようにした。 

 

３ ��������������� 

������ 

�������に「��������を���

��した�����������し���

になる�と�な�った。 

�「���������を「�っ��る�に

「��を��た��に�����元���

�と���で���ると���元�で� 21

�������元�で� 14 ����と��

した。 

��元���������������な�

�を���とができな������を�る

��が��ったが���に��������

���������������を�考�

を�る����が��なった。 

������� 

�������������������

��を��え��考し���������に

������る�で�����を�����

�に������る�を�に��る�とがで

きたと考える。 

 

〇活・研究    長 期 研 修 生 か ら の 報 告      」 

22 千葉教育 令和元年度 菜 

 
 〇〇 小学校編 〇〇                            

 学びの連続性を図るための指導の在り方 

 －幼児期の育ちや学びを生かした教科横断的な指導の実践－ 

勝浦市立勝浦小学校教諭 吉野
よ し の

 里美
さ と み

 

１ 研究主題について 

近年、幼児期の教育と小学校教育の連続性・

一貫性の重要性が高まっている。幼児期の教

育で育まれた資質・能力を踏まえた指導を工

夫をすることで、児童が主体的に学びに向か

うことが可能となるようにすることが求めら

れているのである。 

そこで本研究では【視点１】幼児期の育ち

や学びを生かした教科の学習、【視点２】生活

科と他教科を関連させた教科横断的な指導、

の２点に焦点化し、幼児期の教育から小学校

教育への学びの連続性を図るための指導の在

り方を明らかにしたいと考え、本主題を設定

した。 

 

２ 研究の実際 

第１学年「おみせやさんごっこをしよう」 

 （国語 10 時間 生活５時間 計 15 時間） 

【関連単元】「ことばって、おもしろいな－も

のの名まえ－」（国語科）、「いっしょにあそぼ

う－がっこうへようこそ－」（生活科） 

⑴【視点１】について 

保護者への聞き取りや幼児教育施設での

幼児の活動・教師の姿を参観し、本単元で

幼児期の学びを生かした授業となるよう、

次の①～⑤の五つの取組を考えた。 

①自分たちで作成した具体物を使って、体験

活動（お店屋さんごっこ）を行った。これ

により、「これください」「お花ください」

と言っていた児童が「バラを１本ください」

「カツオを買います」など、上位語と下位

語を意識した会話ができるようになった。 

②活動の中に「手遊び歌」を取り入れた。こ

れにより、活動の中でうまく言葉を発する

ことのできなかった児童が、リズムに合わ

せて言葉を出せるようになった。 

③交流活動にストーリー性を持たせた。これ

により、単元を通して、児童は意識が途切

れずに活動することができた。 

④製作や体験活動の時間を２時間続きで確保

した。これにより、グループの仲間と話し

合い、試行錯誤しながら主体的に活動する

姿が多く見られるようになった。 

⑤「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

を指導計画に明記した。これにより、幼児

期の児童の経験や学びを意識して指導でき

るようになり、的確にアドバイスができた。 

⑵【視点２】について 

生活科における直接的・具体的な「人」

「もの」との関わりを通した学びと、国語

科における学び（言葉の上位語・下位語の

関係に気付き、それを適切に使ってやりと

りする）とを関連させて指導することで、

生活科と国語科の学びがより確かなものと

なるよう、次の①・②二つの取組を考えた。 

①幼稚園年長児との交流を設定し、相手意識

を持たせた。これにより、児童は国語科の

上位語・下位語を意識してお店の看板を作

成し、交流の当日は分かりやすくお店を紹

介することができた。 

②物の売り買いだけでなく、魚屋さんでは釣

りをしたり、花屋さんでは折り紙で花を折

ったりするなどの体験を取り入れた。これ

により、「一緒に作ろうね」「順番に並んで

ね」などの言葉が聞かれるようになった。

事後の振り返りでは、自身の成長に気付い

ている児童が多く見られた。 

 

３ 研究のまとめ 

幼児期の経験や学びを教科の学習に取り入

れたり、生活科と国語科を関連させ、具体的

な活動や体験を通して学習したりしたことで、

児童は｢幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿｣を発揮しながら、主体的に学びに向かい、

生き生きと学習に取り組むことができた。ま

た、教科の目標を達成することもできた。今

後、更なる学びの連続性を図れるよう、互恵

性のある年間計画の作成を考えていきたい。 
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うことが可能となるようにすることが求めら

れているのである。 
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り方を明らかにしたいと考え、本主題を設定

した。 

 

２ 研究の実際 

第１学年「おみせやさんごっこをしよう」 

 （国語 10 時間 生活５時間 計 15 時間） 

【関連単元】「ことばって、おもしろいな－も

のの名まえ－」（国語科）、「いっしょにあそぼ

う－がっこうへようこそ－」（生活科） 
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保護者への聞き取りや幼児教育施設での

幼児の活動・教師の姿を参観し、本単元で

幼児期の学びを生かした授業となるよう、

次の①～⑤の五つの取組を考えた。 

①自分たちで作成した具体物を使って、体験

活動（お店屋さんごっこ）を行った。これ

により、「これください」「お花ください」

と言っていた児童が「バラを１本ください」

「カツオを買います」など、上位語と下位

語を意識した会話ができるようになった。 

②活動の中に「手遊び歌」を取り入れた。こ

れにより、活動の中でうまく言葉を発する

ことのできなかった児童が、リズムに合わ

せて言葉を出せるようになった。 

③交流活動にストーリー性を持たせた。これ

により、単元を通して、児童は意識が途切

れずに活動することができた。 

④製作や体験活動の時間を２時間続きで確保

した。これにより、グループの仲間と話し

合い、試行錯誤しながら主体的に活動する

姿が多く見られるようになった。 

⑤「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

を指導計画に明記した。これにより、幼児

期の児童の経験や学びを意識して指導でき

るようになり、的確にアドバイスができた。 

⑵【視点２】について 

生活科における直接的・具体的な「人」

「もの」との関わりを通した学びと、国語

科における学び（言葉の上位語・下位語の

関係に気付き、それを適切に使ってやりと

りする）とを関連させて指導することで、

生活科と国語科の学びがより確かなものと

なるよう、次の①・②二つの取組を考えた。 

①幼稚園年長児との交流を設定し、相手意識

を持たせた。これにより、児童は国語科の

上位語・下位語を意識してお店の看板を作

成し、交流の当日は分かりやすくお店を紹

介することができた。 

②物の売り買いだけでなく、魚屋さんでは釣

りをしたり、花屋さんでは折り紙で花を折

ったりするなどの体験を取り入れた。これ

により、「一緒に作ろうね」「順番に並んで

ね」などの言葉が聞かれるようになった。

事後の振り返りでは、自身の成長に気付い

ている児童が多く見られた。 

 

３ 研究のまとめ 

幼児期の経験や学びを教科の学習に取り入

れたり、生活科と国語科を関連させ、具体的

な活動や体験を通して学習したりしたことで、

児童は｢幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿｣を発揮しながら、主体的に学びに向かい、

生き生きと学習に取り組むことができた。ま

た、教科の目標を達成することもできた。今

後、更なる学びの連続性を図れるよう、互恵

性のある年間計画の作成を考えていきたい。 
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１ ���� 

���で�の授業実践で�、������

��せて表現したり、�の������の�

�、����せ�を創意��したり�る��

に����か�た。��で���で�、��

の��に�いて��てを����、生徒が�

り創��に�����り、表現�る�しさを

���る������、���を�定した。 

������������させた創���の

�� 

����������の��か�表現に��

�る����の�定 

��������に��る������の� 

     定 

２ ����� 

�に��た���か��の��てを��年

の実�に��せて���に��した。���

�����いの��ち�を�い、���表現

を��させて��を��、����が���

に����し����てい���を��した。 

�１���������������２��� 

生徒が���を��し、自�を��て��

�る��ができる��を��に、������

�������の�����を��し、��

��で��し�が�、������を��さ

せ、���を��させた。�������   

���に�て��た����を��る��に

��た��い����の生徒の��か�、�

�����を��させる��が�����に

有�で�る��が分か�た。 

�２������������������� 

�������������������を

��し、��の���を����で実�に表

現した。�の�、表現を��させ、�を��、

��で��、���を共有�る、��る、�

��る、�き��、��し���の��を� 

 

 

して���創�に��した。������� 

創�の�に���������の�����

を��て��の��を��し、�で��を�

�る�を�定した。�で���た���を�

����せて、���の���������

して���、��で���る��ができた。

������� 

�����２�１���������� 

�３������������������

����２���  

��いの��ち�を�に進化させる表現を

��した。���������の��を��し、

�たに�����を�し、表現の��を��、

創�を��た。生徒��の��������

�を���、���で��の�る��に�る

か�で��して表現を��させ、�表�る�

�ができた。������� 

３ ������������� 

���を��て����の��が��た。

����創���を��させる��で、�り

�い表現を������る意�を��る��

ができた。������の��に�り、��

��を��、�い�意�を��に���て創

��る��ができた。�����を����

����を����に取り��る��に�り、

互いに意見を共有し、自分たちの表現に取り

��て創��る��ができた。 

��、創�の��������に��がる

た�の����をさ�に��してい���が

��で�る。��る��を��ていきたい。 

�        「                     」 
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１ ���� 

OECD が進める��的�学���度に関�る��

（PISA）において、日本は、学���が�い��た

ちが�い�とが分かっている。そ�で、��が主体

的に実験��を�う��学�を�り�れる�とに

�って、��の「���」や「����」を��し、

学���の��に��で�るかを��したいと考

え、本主�を��した。 

 

２ ����� 

����� 

�学年３クラスのうち、２クラスを「実験�」（主

体的に実験��を�う��学�を�り�れた��

を実�）、�り�クラスを「���」（���おりの

��が��した実験��を�う��）とし、�て同

一���が��した。�た、実験�と���の��

に�����ア��ー�を実�した。�に、���、

��の��に��を��させた。 

��������  

中学���学年「��の�がた」の�元にお�る

��学�を�り�れた�元��（� 11 ��）を�

成した。そのうちの���「���る�体は���

うか」を���る。 

�実験� 

ア ��が�いを���る 

���の実験��（a �����+お�、b ベー

����ウ�ー+�、c �������ウ��ク

���、d ���+お�）の中から、実験を一つ

��たちに��させた。 

イ ��が��の��を���る 

��たちは�分で実験��を考え、実験を�っ

た。��に学�した実験��を�考に、�分た

ちで実験を進めた。 

ウ ��が����を�う 

実験��と��を�分たちで�とめたものを�

�に��させた。��たちは、��の実験��

や考�を�て、�ら����を�った。 

 

 

���� 

「�いの��」から「����」�で��が主

�して��を進めた。 

���と��して実験�のクラスの��は、

実験�る�、����りも�し��がら��を

��ている��が�られた。�た、��の��

では「��の��では��、�分たちで考え、実

験�る�とが�しい」や「�分たちで考えてや

るのは�しかったが、�た�分たちで考えてや

って�たい」や「������に�しかった」�

�の��的���が����りも���られた。 

�������� 

�元の��に�ったア��ー���から、実験

�の��は、���の��と��て、��や実験に

�して「��したいという��」が��している�

とが分かった。 

�た、��が���、��の��に��した��

を、��ス��イ���(��の��から�る�ー

�を��や��で��り、それらの���度や相

関��を���る分���)を�いて分�した。�

�にお�る���度を��して�ると、���で

は「分かる」「�る」が�いのに�し、実験�では

「で�る」「考える」「��る」��の��が�かっ

た。実験験�の��は、���の��と��て、�

り主体的に学びに関わっていたものと考えられる。 

 

３ ������������� 

本実�では、学���の中でも「��したいとい

う��」を�める�とはで�たが、「�分の�で�

�で�たという���」を�めるには�ら�かっ

た。�れは、い�つかの学���が��にとって�

し��たため�と考える。��、��学�で��を

���る�は、��が「��」したいと�える�し

さで�ると同�に、�分たち��の�で��で�

る�ベ�の��を���る�とも��で�ると考

える。 
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１ ���� 

���で�の授業実践で�、������

��せて表現したり、�の������の�

�、����せ�を創意��したり�る��

に����か�た。��で���で�、��

の��に�いて��てを����、生徒が�

り創��に�����り、表現�る�しさを

���る������、���を�定した。 

������������させた創���の

�� 

����������の��か�表現に��

�る����の�定 

��������に��る������の� 

     定 

２ ����� 

�に��た���か��の��てを��年

の実�に��せて���に��した。���

�����いの��ち�を�い、���表現

を��させて��を��、����が���

に����し����てい���を��した。 

�１���������������２��� 

生徒が���を��し、自�を��て��

�る��ができる��を��に、������

�������の�����を��し、��

��で��し�が�、������を��さ

せ、���を��させた。�������   

���に�て��た����を��る��に

��た��い����の生徒の��か�、�

�����を��させる��が�����に

有�で�る��が分か�た。 

�２������������������� 

�������������������を

��し、��の���を����で実�に表

現した。�の�、表現を��させ、�を��、

��で��、���を共有�る、��る、�

��る、�き��、��し���の��を� 

 

 

して���創�に��した。������� 

創�の�に���������の�����

を��て��の��を��し、�で��を�

�る�を�定した。�で���た���を�

����せて、���の���������

して���、��で���る��ができた。

������� 

�����２�１���������� 

�３������������������

����２���  

��いの��ち�を�に進化させる表現を

��した。���������の��を��し、

�たに�����を�し、表現の��を��、

創�を��た。生徒��の��������

�を���、���で��の�る��に�る

か�で��して表現を��させ、�表�る�

�ができた。������� 

３ ������������� 

���を��て����の��が��た。

����創���を��させる��で、�り

�い表現を������る意�を��る��

ができた。������の��に�り、��

��を��、�い�意�を��に���て創

��る��ができた。�����を����

����を����に取り��る��に�り、

互いに意見を共有し、自分たちの表現に取り

��て創��る��ができた。 

��、創�の��������に��がる

た�の����をさ�に��してい���が

��で�る。��る��を��ていきたい。 

�        「                     」 
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１ ���� 

OECD が進める��的�学���度に関�る��

（PISA）において、日本は、学���が�い��た

ちが�い�とが分かっている。そ�で、��が主体

的に実験��を�う��学�を�り�れる�とに

�って、��の「���」や「����」を��し、

学���の��に��で�るかを��したいと考

え、本主�を��した。 

 

２ ����� 

����� 

�学年３クラスのうち、２クラスを「実験�」（主

体的に実験��を�う��学�を�り�れた��

を実�）、�り�クラスを「���」（���おりの

��が��した実験��を�う��）とし、�て同

一���が��した。�た、実験�と���の��

に�����ア��ー�を実�した。�に、���、

��の��に��を��させた。 

��������  

中学���学年「��の�がた」の�元にお�る

��学�を�り�れた�元��（� 11 ��）を�

成した。そのうちの���「���る�体は���

うか」を���る。 

�実験� 

ア ��が�いを���る 

���の実験��（a �����+お�、b ベー

����ウ�ー+�、c �������ウ��ク

���、d ���+お�）の中から、実験を一つ

��たちに��させた。 

イ ��が��の��を���る 

��たちは�分で実験��を考え、実験を�っ

た。��に学�した実験��を�考に、�分た

ちで実験を進めた。 

ウ ��が����を�う 

実験��と��を�分たちで�とめたものを�

�に��させた。��たちは、��の実験��

や考�を�て、�ら����を�った。 

 

 

���� 

「�いの��」から「����」�で��が主

�して��を進めた。 

���と��して実験�のクラスの��は、

実験�る�、����りも�し��がら��を

��ている��が�られた。�た、��の��

では「��の��では��、�分たちで考え、実

験�る�とが�しい」や「�分たちで考えてや

るのは�しかったが、�た�分たちで考えてや

って�たい」や「������に�しかった」�

�の��的���が����りも���られた。 

�������� 

�元の��に�ったア��ー���から、実験

�の��は、���の��と��て、��や実験に

�して「��したいという��」が��している�

とが分かった。 

�た、��が���、��の��に��した��

を、��ス��イ���(��の��から�る�ー

�を��や��で��り、それらの���度や相

関��を���る分���)を�いて分�した。�

�にお�る���度を��して�ると、���で

は「分かる」「�る」が�いのに�し、実験�では

「で�る」「考える」「��る」��の��が�かっ

た。実験験�の��は、���の��と��て、�

り主体的に学びに関わっていたものと考えられる。 

 

３ ������������� 

本実�では、学���の中でも「��したいとい

う��」を�める�とはで�たが、「�分の�で�

�で�たという���」を�めるには�ら�かっ

た。�れは、い�つかの学���が��にとって�

し��たため�と考える。��、��学�で��を

���る�は、��が「��」したいと�える�し

さで�ると同�に、�分たち��の�で��で�

る�ベ�の��を���る�とも��で�ると考

える。 
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