


表紙上 表紙下

「使う人 の そ ば に い つも寄り添う教 科 書 に」
その願いを虹の架け橋に込めました。

p.3教科書の基本構成
p.2わたしたちがめざす教科書

p.18二次元コードコンテンツ「まなびリンク」紹介
p.20教師用指導書の紹介
p.21教師用デジタル教科書・デジタル教材の紹介

p.4

生活科の学びをしっかりとらえるために

生活科の資質・能力を育む「学び方」を「見える化」

p.12

自信をもって学び続けるために

確かな学びのつながりを「見える化」

p.14

自分らしさを生かして輝くために
多様性を原動力とする学びを「見える化」

1
特色

2
特色

3
特色

「学びに向かう力」で
輝く未来をひらく

p.3下

も！    　　も！ 
生活科の学び方が『見える』教科書

子ども 先生
「あったらいいな！」をかなえるのが教育出版です

これまでの『生活科』を大切にしながら、
一歩先の新しい『生活科』へと踏み出す教科書です

新型コロナウィルスの出現、一人一台端末の整備など、

この数年で、子どもたちをとりまく環境は大きく変化しました。

急速に変化する時代を生きる子どもたちには、

多様性と共生し持続可能な社会を築くことが求められています。

わたしたちは、一人一人の子どもたちが自分らしさを発揮して、

「学びに向かう力」を育むことを願い、

生活科で育む資質・能力が「見える教科書」にすることを編集方針としました。

編 集 に あ たって
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子どもが本来もっている
「学びに向かう力」を引き出します

教科書の基本構成

いまは、わざわざ生きもの採取に行かなくても情報を集め
ることができます。でも実際に、生きものがいた場所にしゃ
がんで周りを見てみると、さあ、何が見えるでしょう。こ
れまでもこれからも大切なのは、他者の眼になって見る、
ということではないでしょうか。
見方が変われば自分が変わる。
学ぶってそういうことでしょう。
教科書を閉じて、世界を見に駆
け出したくなる、そんな教科書
であることを願っています。

子どもたちに、諸感覚を通じた心ときめく瞬間が生まれる
ことを願っています。感性と知性は本来一体的なもの。「お
もしろそう」とつぶやく子どもの興味・関心は、やがて「ど
うなっているのかな」「なぜかな」という疑問を、さらに

「やってみたい」「できるかな」
という求めや迷いを生み出しま
す。本来、主体的な学び手であ
る子どもの意欲と挑戦を、どう
見守り、支え、深めるか。その
具体的な姿が見えるよう、多彩
なアイデアが掲載できました。

子どもたちが自分で考える場と機会を設けていますか。「自
分で問い、考える力」を育てるためには、教師が十分に教
材研究し、子どもとともに学びを創造しようとする構えが
必要です。そのために、本書が大事にしている「学び方」
を「見える化」することを具現化し
たいものです。そして、それぞれの
ページから思いを膨らませ、多くの
方々と協働して子どもの学びを育て
ていきたいと考えています。

子どもの学びで最も大切なことは、「学びとは何か」の理
解です。自ら課題を見つけ、予想し、解決策を考え、挑戦
し、結果を確認する。この繰り返しが、学びに主体性を生
み、学びを楽しくさせます。楽しみは自己肯定感となり、
他者への優しさや多様性の受容
にもつながります。生活科はそ
んなきっかけを与えます。本書
には「学び方」を自然に学べる
しかけを盛り込みました。自分
にも周囲にも関心を寄せられる
人になるように願っています。

p.10-11上

p.12-13上

p.20-21上

p.116-117上

何
を
学
ぶ
か

ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か

何
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
か

単元名

重点的に
育てたい力

「学びのポケット」
誘導アイコン

なにを 
かんじたかな

家庭や
地域との連携

わくわくスイッチ

小単元名

・思考力を磨く
 「ヒント」
・約束やマナー
・衛生面や安全面

これらの大切な情報は
必ず奇数ページの
右側に配しています。

養老孟司先生
（東京大学名誉教授）

小林宏己先生
（早稲田大学教育・
総合科学学術院教授 ）

宮崎倉太郎先生
（東京都武蔵野市立
境南小学校校長 ）

根本裕美先生
（日本女子大学講師）

喜名朝博先生
（国士舘大学教授）

これからの時代を生きる子どもたち
には、常に学び続け、自分自身をアッ
プデートする力が求められています。
そのためには、自己調整学習の力を
培っていくことが必要です。新しい
教科書の特色は、自己調整学習の要
素である「メタ認知力の育成」「学
習方略の獲得」「学習への動機付け」
にそれぞれ対応し、子どもたちに「学
び続ける力」を育むことです。

「生活科は難しい」という声を聞き
ます。でも、子どもの思いや願いの
ありかを見つけ、それがかなうよう
に一緒に考え、活動する。最後には
自分の成長を自覚できるようにする。
それをとてもやりやすいのが生活科
です。教科書には、子どもは活動の
きっかけを、先生は子どもの思いや
願いのありかを見つけるヒントがあ
ります。そして、活動の中でどんな
力がつくのか、未来を見通す力も育
む一冊になったと
思います。

子どもたちの学びにストーリーを持
たせていますか。それぞれがストー
リーを持つからこそ、気付きや感動
があるのです。ときには失敗して悲
しい思いをすることもあるでしょう。
でも失敗はプロセスであって、結果
ではないのです。生活科は失敗から
学んでいける教科だと思います。子
どもたちの「やりたい」という気持
ちを大切にし、個性をより伸ばすこ
とができるような教科書であればう
れしいです。

藤井千惠子先生
（元国士館大学教授）

メタ認知

動機付け

「学び方」のステップが、
自然に身につき、学習意欲を引き出す構成です。

導入

自己決定 学習活動

自己
肯定感 振り返り

単元インデックス

はっけんロード

ぐんぐんはしご

他教科との関連

学習を
結びつけることを
呼びかけています。

知識と体験を
結びつけることを
呼びかけています。

もしも

池谷裕二先生
（東京大学教授）
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「
授
業
の
動
機
付
け
が

  

難
し
い
」に

  

応
え
ま
し
た
！

「わくわくスイッチ」から、
学習の振り返りまでをつ
なげるワークシートがリン
クしています。学習の進
め方を、自分で選び、調整
し、習得することを助けま
す。（本書p.19
に詳しい説明
があります。）

わくわくシート

1年間の学習を見通すこ
とを助けます。

単元インデックス

詳しい説明は、
本書p.10にあります。

はっけんロード

各 単 元 のとびらに設け
ています。「おもしろいこ
とに出会えそうだ」と期
待感をもって学習してほ
しいという願いを込めて
「わくわくスイッチ」と名
付けました。

わくわくスイッチ

遊び心のある「しかけ」を通し
て、経験を呼び起こしたり、自
分の思いを考えたりしながら、 

「うん！やってみたい」と学習の
イメージをもつことができます。

子どもたちにとっては

子どもの経験や関心・意欲を
見取る発問として活用できま
す。「いいえ」が続く子の背景
や思いを見取り、「どうしてそ
う思ったのかな。」「友達と一
緒にやってみようよ。」と支援
をすることができます。

先生にとっては

1
特色

生活科の学びをしっかりとらえるために

生活科の資質・能力を育む    「学び方」を「見える化」
単元導入「わくわくスイッチ」で、生活科で最も難しいと
いわれている学習の動機付けができます1

「わくわくスイッチ」は、子どもの多様な思いや願いを言葉にして、みんなで動機付けを共有するための新しい手法です。動機付け
をあいまいにすると「やらされている体験活動」におちいってしまいます。「今日は教科書の〇ページから始めるよ」とスタートでき
ない生活科。でも、「わくわくスイッチ」なら、「〇ページを見てお話ししようか」とスタートできます。
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1
特色 生活科の学びをしっかりとらえるために

小単元「サイコロ」で、
「めあて」をもって学習に取り組むことができます2

「サイコロ」は、子どもや先生、保護者にも、見た人全てに学習の「めあて」をつかんでもらうための、
アイキャッチマークです。 生活科は、うっかりすると「ただ遊んでいるだけ」になってしまいます。生活科の教科目標から、
子どもから引き出したい「六つの力」を抽出して、生活科だからこそ身につけることができる資質・能力を育みます。

「
こ
の
活
動
の
ポ
イ
ン
ト
が

  
つ
か
め
な
い
」に

  
応
え
ま
し
た
！

「めあて」をもって学習に取り
組むことで、本来もっている力
を発揮できます。

子どもたちにとっては

「めあて」にそった学習になっ
ているか、見取り、指導や評価
をする際のヒントになります。

先生にとっては

p.2上

保護者にも生活科の学習内容
を伝える工夫をしています。

保護者への明記 

保護者のみな まへ

生活科は、体験を通して、 自分自身、
身近な人々、社会、 自然について、
一体的に学ぶ教科です。
特に、この教科書では、
本来、子どもたちに
そなわっている 

  六つの力   を

ひき出すことを大切にしています。

生活科の学習目標について

何を学ぶか
（知識・
技能の基礎）

❶きづく
❷じぶんで
　できる

どのように
学ぶか

（思考力・判断力・
表現力等の基礎）

❸かんがえる
❹つたえる

何ができる
ようになるか

（学びに向かう力・
人間性等）

❺ちょうせん
　する
❻じしんを
　もつ

きづく

学習活動で、特に発揮すると
効果的な「力」を示しています。

サイコロ
きづく じぶんで

できる
かんが
える

ちょうせん
する

じしんを
もつつたえる

コラム

ひんと
「見つける、比べる、たとえ
る、試す、見通す、工夫する」
などの多様な学習活動を「ひ
んと」で示しています。

やくそく
体験学習の中で身につけて
いく知識や技能、マナーを示
しています。

大切な情報は一目でわかるよ
うにページの右側に置いて
います。
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ト
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め
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し
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1
特色 生活科の学びをしっかりとらえるために

単元末「なにを かんじたかな」で、
意欲や自信をもって次の学習活動へつなげます3

「なにをかんじたかな」は、一人一人が学んだことをみんなで共有して、「気付き」をもとに考えるための
特別なページです。「感じる」は、諸感覚を通して全身で受けとめている「考える」の第一歩です。
メタ認知を育むことができるように、“気付いていることに気付く”ことに重点を置いています。

「
生
活
科
で
何
が

  
育
つ
ん
だ
ろ
う
」に

  
応
え
ま
し
た
！

「はじめてわかったよ。」「もっ
とこうしたい。」振り返り方が
定着することで、学び方が変
わります。

子どもたちにとっては

評価が難しい生活科。だから
こそ、子どもの気付きをのが
したくありません。教科書を活
用して振り返りができます。

先生にとっては

生活科を「生活化」できるよ
うに、学習したことを家庭や
地域へとつなげています。

つたえたいな

学習を通して、感じたことやわかった
ことなどを自分の言葉で表現できるよ
うにしています。

書き込み欄

教科書全体を貫いて登場し
ます。「はしご」を登っている
キャラクターの言葉や位置を
ヒントにして、自己評価をし
ます。「はしご」の下には単元
のめあてを配し、「はしご」の
上部を突き抜けさせて、子ど
もたちの意欲を高く維持した
まま、次の単元へ進むことを
促しています。

ぐんぐんはしご

自分との関わりでとらえた見
方・考え方を育むページです。
言語活動、絵、カード、身体表
現など、どんな方法で伝えた
いか考えることができるよう
に表現活動を豊富に例示し
ています。

なにを 
かんじたかな

8 9
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1
特色 生活科の学びをしっかりとらえるために

教科書を貫く「はっけんロード」で、
主体的・対話的で深い学びへと導きます4

「教科書で学ぶ」「教科書を学ぶ」。生活科はどちらでもありません。「はっけんロード」に、さまざまな「しかけ」をつくることで、
教育出版の生活科は、「自分の考えを教科書から見つける」そんな活用方法に挑戦しています。

「はっけんロード」をたどりな
がら、学習をとらえることがで
きます。

子どもたちにとっては

「はてな」のセリフをヒントに、
学習を進めることができます。

先生にとっては

なにを みつけたかな。

はじめて さわった もの

はじめて はなした せんせい

そのほか

はじめて みた もの

かんがえ
まとめいろ

学 習 活 動 の ペ ー ジ に
「ロード」を記して いま
す。指でなぞったり、目で
たどったりして、学習の友
達『いぐら』とともに生活
科の学習を進めます。

はっけんロード

「はてな」は子どもに具体的な問いを
投げかけ、気付きの質を高めるキャ
ラクターです。記述式やチェックボッ
クス式の問いで、子どもたちに「な
ぜ」「どうしたい」を問いかけます。

はてな

高い意欲のまま
次の単元へ

青木 光さん山口 花さん 上巻の先生

下巻の先生

生きものや地域のことなどは、先生より子どもたちの方が詳し
いことがあります。生活科は、ある意味、子どもたちと先生が対
等な立場になれる教科です。先生には、「どうしてでしょうね。」

「次は、どうしたいですか。」「教えてくれてありがとう。」など、
子どもたちの活動を広げる言葉を例示しています。

学びを意味付け、価値付ける先生
上下巻の2年間を通して、二人と一緒に
学習をします。二人はリアルな子ども像
として、時には失敗、試行錯誤して成長
していきます。二人が書いた学習カード
にも二人の成長が表れています。

「花さん」「光さん」

子どものつぶやきや対話を迷路で表
現して、試行錯誤を促しています。

かんがえまとめいろ

　子どもたちと一緒に学習する「いぐら」
「なんだ?!この生きものは?!」思わず聞きたくなる
不思議なキャラクター。さて、子どもの反応はどうで
しょう。きっと、こう言います「あ！“いぐら”だ！」。「い
ぐら」は、素直な驚き、喜び、困惑をつぶやく、子ど
もを代表したキャラクターです。

絵本「コんガらガっち どっちにすすむ？の本」シリー
ズや４コマ漫画「あたまがコんガらガっち劇場」な
どで子どもたちに大人気のキャラクター。作者は
NHK Eテレ「ピタゴラスイッチ」を企画制作する

『ユーフラテス』。

「いぐら」について

10 11
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12 13

幼児期から親しんでいる「絵本」で、生活科のイメージを膨らませます2

幼児期に、遊びを通して総合的に育んでいた「学びの芽」を指導に生かすことができます。

生活科を中心に教科の枠を外した「スタートカリキュラム」で、
幼児期からの学びを小学校教育へとつなげます1

上巻では、「スタート
カリキュラム」につい
て子ども目線で解説
している動画を見る
ことができます。

p.6-7上

思考力の
芽生え

豊かな
感性と表現

数量・図形、
文字等への
関心・感覚

協同性

社会生活との
関わり

道徳性・
規範意識の
芽生え

健康な
心と体 自立心 言葉による

伝え合い

自然との
関わり・
生命尊重

10の姿
「幼稚園教育指導要領」
幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿を
掲載しています。

表2-p.1上 表2-p.1下

想像力と創造力を
磨く「もしも」で知識と
体験を結びつけます

4「はってん」コラムと特設ページで
中学年以降へ学びをつなげます3

社会科への まど
しゃ かい か

3年

みんなの まちや 学校に
「東

ひがし
」「西

にし
」「南

みなみ
」「北

きた
」が

つく ところは あるかな。
どうして そう よぶのかな。

西に
し

門も
ん

東ひ
が
し

門も
ん

p.31下

なえは どうなって いるのかな。
ほかの しょくぶつも 同

おな
じかな。

理
り

科
か

への まど
3年

は

くき

p.9下

学習の基盤となる知識や技能を掲載した
「学びのポケット」で他教科との学習をつなげます5

見通しづらいカリキュラムマネジメントをサポートします。

自信をもって学び続けるために

確かな学びの
つながりを「見える化」

2
特色

生活科の見方・
考え方を生かした
「学び方」を
提案しています！

上巻・下巻ともに巻末には『学びのポケット』を配しています。
合科的・関連的な指導の目安となる教科のアイコンをつけ、生活科
で身に付けたい知識や技能の習得を促す紙面構成です。

学びのポケット



12 13

幼児期から親しんでいる「絵本」で、生活科のイメージを膨らませます2

幼児期に、遊びを通して総合的に育んでいた「学びの芽」を指導に生かすことができます。

生活科を中心に教科の枠を外した「スタートカリキュラム」で、
幼児期からの学びを小学校教育へとつなげます1

上巻では、「スタート
カリキュラム」につい
て子ども目線で解説
している動画を見る
ことができます。

p.6-7上

思考力の
芽生え

豊かな
感性と表現

数量・図形、
文字等への
関心・感覚

協同性

社会生活との
関わり

道徳性・
規範意識の
芽生え

健康な
心と体 自立心 言葉による

伝え合い

自然との
関わり・
生命尊重

10の姿
「幼稚園教育指導要領」
幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿を
掲載しています。

表2-p.1上 表2-p.1下

想像力と創造力を
磨く「もしも」で知識と
体験を結びつけます

4「はってん」コラムと特設ページで
中学年以降へ学びをつなげます3

社会科への まど
しゃ かい か

3年

みんなの まちや 学校に
「東

ひがし
」「西

にし
」「南

みなみ
」「北

きた
」が

つく ところは あるかな。
どうして そう よぶのかな。

西に
し

門も
ん

東ひ
が
し

門も
ん

p.31下

なえは どうなって いるのかな。
ほかの しょくぶつも 同

おな
じかな。

理
り

科
か

への まど
3年

は

くき

p.9下

学習の基盤となる知識や技能を掲載した
「学びのポケット」で他教科との学習をつなげます5

見通しづらいカリキュラムマネジメントをサポートします。

自信をもって学び続けるために

確かな学びの
つながりを「見える化」

2
特色

生活科の見方・
考え方を生かした
「学び方」を
提案しています！

上巻・下巻ともに巻末には『学びのポケット』を配しています。
合科的・関連的な指導の目安となる教科のアイコンをつけ、生活科
で身に付けたい知識や技能の習得を促す紙面構成です。

学びのポケット



特別な支援を必要とする
児童への配慮

(インクルーシブ教育)

一人一人が自分の
思いや願いを伝えたい
方法で表現できるように、
多様な表現方法を
例示しています。

 持続可能な社会に向けて一人一人が自分でできることに気付かせます。

目にとまる魅力的な資料で、子どもの心を揺さぶります2

p.96下

p.63下

SDGsへの取り組み
（持続可能な社会）

 自分と異なる立場や考えを尊重する心を育みます。

教室内の多様性と自分らしさを大切にしています1

自分らしさを生かして輝くために

多様性を原動力とする
学びを「見える化」

先生と一緒に、
今日的課題に
向き合います！

3
特色

p.57下

p.50-51下 p.72-73下

自然の尊さを実感したり、多様性を尊重したりする活動や
資料を通して、質的な豊かさで新たな価値を
生み出すことができる工夫をしています。

p.123下

リフューズ、リデュース、リユース、
リサイクルの4Rを掲載し、
生活の中で習慣化できるように
しています。

SDGsの 関 連 ペ ー ジ にSDGs
マークを付け、下巻末の「学びの
ポケット」ではSDGs 17の目標
を掲載しています。（下巻裏表紙
の二次元コードからは、先生と保
護者に向けた動画が視聴できま
す。）

SDGsマーク

14 15
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 子ども自らが健康管理を意識できるように
　 健やかに生活するための生活習慣を掲載しています。

健やかに生活するための行動を促しています3

 一人一台端末の効果的な活用例を豊富に掲載しています。

ICTを活用して、いっそう生活科らしく、追究し、共有し、表現します4

p.72-73下

「早寝・早起き・朝ごはん」などの基本的な生活習慣や、感染症な
どの病気予防のための「手洗い６つのタイミング」、換気・咳エ
チケット、毎日の検温についてを特設しています。

 子ども自らが自分を守るために、防災・安全につながる行動を具体的に掲載しています。

p.126-127下

そだち方
かた

を 

記
き

ろくして 

おこう。

たくさん 
とれたね。

さつえいした 
しゃしんで

そだち方
かた

を 

ふりかえりたいね。

二次元コードを読み取ると、「まなびリンク」につながります。
(「まなびリンク」については本書p.18-19参照)

 ICT機器の活用方法を上下巻ともに最後のページに詳しく記載しています。

p.128-129下 子どもが健康的にICT機器を活用できるように、使用上の注意についても明記しています。

p.125下

動植物に関わる活動前後に手洗
い・うがいを促すマークを配し、衛
生面やアレルギー反応への注意
喚起をしています。

手洗い・うがいマーク

てあらい
うがい

p.13下

どういう用 途 で
使っているのか
がわかるように、
端末の活用場面
には、セリフを入
れています。

p.9下

「正しい手の洗い方」の動画を
「まなびリンク」で見ることができます。
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幼児期の体験と小学校生活がどのように
持続するのかを解説しています。

「スタートカリキュラム」をわかりやすく解説

生活科の経験が浅い先生も「生活科ってどんな
学習をするんだろう」と思っている保護者にも、
学習の流れや教科書構成がわかります。上下巻と
もについているコンテンツです。

教科書の使い方をわかりやすく解説

ポイントを捉えにくい生活科の学習の観点をナビ
ゲートしています。音声ナレーション付きで、家
庭学習もできます。

学習の観点をナビゲート
p.34-35下

各地域の行事や特産物を、地元を支える人
たちが紹介しています。さまざまな地域の
特性に気付いたり、自分たちの生活に目を
向けたりすることができます。

各地域の行事や特産物を紹介

動 画

「わくわくスイッチ」と「もしも」に授業をサポートするワークシートをつけました。
端末にダウンロードして画面上で記入し、保存ができます。パソコンの機能や、授業支援ソフトを活用すると、

子どもどうしや、子どもと先生の間で意見交流や共有ができます。

ワークシート

弊社発行教科書の二次元コードからリンクするコンテンツを「まなびリンク」と呼びます。
子どもたちの学びを深め、広げるようなコンテンツを充実させました。

大きく分けて、動画・ワークシート・デジタルずかんの3種類のコンテンツを用意しています。
全てが自社サイトコンテンツのため、不要な広告や課金サイトへの誘導がなく、学校でも家庭でも安心して安全に使用できます。

「                    」で、
個別最適な学び、

協働的な学びを実現します

100種類以上の動植物を名前や色、季節で検索することができます。低学年に適した表記や表現、鮮明な写真で、
子どもたちの興味や関心を引きつけます。自分で知りたいことを調べる自学自習の力を育みます。

デジタルずかん

もっと
知りたい！に
応える

わくわくシート いぐらドリル

p.50-51 上

二次元コードを読み込むと
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指導者用デジタル教科書（教材）
教科書紙面をプロジェクターや電子黒板等で提示することで、
教室全体で同じ紙面を同時に見ながら授業を進めることができます。

学習者用デジタル教科書
児童が自分の手もとで、興味のある部分を自由に拡大したり、
活動の記録をペンで書き残したりすることができます。
また、本文の自動音声読み上げや、
ふりがな、分かち書き表示などのさまざまな機能が
一人一人の学びを支援します。

本文がハイライト表示され、
どこを読み上げているのか一目でわかります。

令和６年度版から教師用指導書セットで
デジタル朱書編（データ配信版）を提供。

デジタル朱書編、はじめます

⬇
デ
ジ
タ
ル
朱
書
編
画
面

⬇
本
棚
画
面

デジタル朱書編の特徴

複数の先生が同時に使用できます。
1 先生どなたでも使用できる

アカウントごとに書き込み・保存ができます。
書き込みデータを他の先生と共有することもできます。

2 書き込み・保存ができる

調べたい文字を検索して、
該当ページを直に開くことができます。

3 文字検索

クラウドでの提供なので、場所を選ばず、
必要なときにアクセスできます。

4 複数の端末でアクセス

My本棚に自作のプリント資料などが保存できます。
5 自作の資料を保存

アゲハチョウとモンシロチョウ バスにのるときの注意点

身近な生き物の動画や、安全面の注意を促すアニメーションを収録しています。
活動前に児童に興味をもたせたり、注意をひきつけたりすることができます。

活動に役立つ実写動画やアニメーション

見たい部分を
拡大したり、
ペンやマーカーを
使って自由に
書きこんだり
できます。

ツールバー 

動画や
音声等のデジタル
コンテンツが、
紙面から
直接起動します。

コンテンツ

掲載画像は開発中のものです。予告なく変更することがあります。 掲載画像は開発中のものです。予告なく変更することがあります。

紹介ページは
こちら

教師用指導書の紹介
先生方の「こんな指導書が
ほしかった！」をカタチにするため デジタル教科書・デジタル教材の紹介

※教師用指導書の一部
として提供します。

発行予定であり、変更になる場合があります。

総説編
「生活科」の教科・授業研究を、

新しい視点と
表現方法で解説。生活科に
わくわく取り組むことが
できるヒントが
つまっています。

実践事例編
生活科の教科特性を
テーマにした

実践事例を掲載しています。
日々の指導に役立つ
事例集です。

ワークシート編
教科書掲載カードや

補助ワークシート、リライトして
使う保護者への手紙文案など、
授業をサポートする素材を

掲載しています。

朱書編
デジタル朱書編

授業展開や
支援・指導例を

具体的に示しています。

指導案編
教科書展開にそって、
指導案を提案しています。
指導案は、リライト
できるようにデータ化
しています。

指導者用
デジタル教科書

（教材）
実写動画やアニメーションなど、

授業をサポートする
多彩なコンテンツを
搭載しています。
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このマークの付いているところは、
この学年の学習指導要領に示されて
いない内容です。すべての児童が、
一律に学習するものではありません。

『まなびリンク』マーク最終 4C

学習に役立つ情報をウェブサイトで
見ることができます。学校のルールを守って利用しましょう。https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-link24/

seikatsu/ge/index.html

【「持続可能な開発目標（SDGs）」について】

誰も置き去りにしない社会をつくるために、子ども

たちが考える力を獲得することを願っています。

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

“The content of this publication has not been 

approved by the United Nations and does not 

reflect the views of the United Nations or its

officials or Member States”

先生方・保護者の皆様へ●色覚の個人差を問わず、より多くの
　 人に見やすいカラーユニバーサル
　 デザインに配慮しています。●見やすさ・読みやすさに配慮したユニバーサル

　 デザインフォントを使用しています。
●環境にやさしい再生紙と植物油インキを
　使用しています。●表紙には、抗菌加工をしています。

●学校の生活で気をつけることを示し
　 ました。（タブレット端末の使い方／
　 感染症対策）　

［特別支援教育監修］名越　斉子 埼玉大学教授［SDGsとESDに関する校閲］手島　利夫 元東京都江東区立八名川小学校校長

馬奈木俊介 九州大学主幹教授
［人権的配慮に関する校閲］笠原　嘉治 中村学園大学特命教授［表紙・本文アートデレクション・デザイン］

足利夕佳／山崎平太
［表紙イラスト］てづかあけみ
［いぐら（コんガらガっち）イラスト］
ユーフラテス（うえ田みお／貝塚智子）［イラスト］

磯村仁穂／上田英津子／オフィスシバチャン／

ケイデザイン／てづかあけみ／下田信夫／山田歩／
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［写真］
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【カラーユニバーサルデザインに関する協力】

NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）

人にやさしい色づかいをすすめる会

［著作関係者］●監修
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インに関

する協力
】

NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）

人にやさしい色づかいをすすめる会

このマークの付いているところは、

この学年の学習指導要領に示されて

いない内容です。すべての児童が、

一律に学習するものではありません。

『まなびリ
ンク』マー

ク最終 4C

学習に役立つ情報をウェブサイトで

見ることができます。

学校のルールを守って利用

しましょう。

https://ww
w.kyoiku-s

huppan.co
.jp/m-link2

4/

seikatsu/j
ou/index.h

tml

先生方・
保護者の

皆様へ

●色覚の個人差を問わず、より多くの

　 人に見やすいカラーユニバーサル

　 デザインに配慮しています。

●見やすさ・読みやすさに配慮したユニバーサル

　 デザインフォントを使用しています。

●環境にやさしい再生紙と植物油インキを

　使用しています。

●表紙には、抗菌加工をしています。

●学校の生活で気をつけることを示し

　 ました。（タブレット端末の使い方／

　 感染症対策）　
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て学び合う子どもの姿。二人の声に、そっと

耳を傾けてみましょう。そこにはきっと、想

像を超える豊かな学びがあります。詳しくは

p.1（本冊子の表紙裏）をご覧ください。
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【「持続可能な開発目標（SDGs）」について】
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たちが考える力を獲得することを願っています。
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
“The content of this publication has not been 
approved by the United Nations and does not 
reflect the views of the United Nations or its
officials or Member States”
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定価  文部科学大臣が認可し官報で告示した定価
（上記の定価は、各教科書取次供給所に表示します。）
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このマークの付いているところは、
この学年の学習指導要領に示されて
いない内容です。すべての児童が、
一律に学習するものではありません。

『まなびリンク』マーク最終 4C

学習に役立つ情報をウェブサイトで
見ることができます。
学校のルールを守って利用
しましょう。

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-link24/
seikatsu/ge/index.html

【「持続可能な開発目標（SDGs）」について】
誰も置き去りにしない社会をつくるために、子ども
たちが考える力を獲得することを願っています。
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
“The content of this publication has not been 
approved by the United Nations and does not 
reflect the views of the United Nations or its
officials or Member States”

先生方・保護者の皆様へ
●色覚の個人差を問わず、より多くの
　 人に見やすいカラーユニバーサル
　 デザインに配慮しています。

●見やすさ・読みやすさに配慮したユニバーサル
　 デザインフォントを使用しています。

●環境にやさしい再生紙と植物油インキを
　使用しています。

●表紙には、抗菌加工をしています。

●学校の生活で気をつけることを示し
　 ました。（タブレット端末の使い方／
　 感染症対策）　

［特別支援教育監修］

名越　斉子 埼玉大学教授

［SDGsとESDに関する校閲］

手島　利夫 元東京都江東区立八名川小学校校長

馬奈木俊介 九州大学主幹教授

［人権的配慮に関する校閲］
笠原　嘉治 中村学園大学特命教授

［表紙・本文アートデレクション・デザイン］
足利夕佳／山崎平太

［表紙イラスト］
てづかあけみ

［いぐら（コんガらガっち）イラスト］

ユーフラテス（うえ田みお／貝塚智子）

［イラスト］
磯村仁穂／上田英津子／オフィスシバチャン／
ケイデザイン／てづかあけみ／下田信夫／山田歩／
山本祐司

［写真］
旭山動物園／アフロ／アマナイメージズ／
飯塚山笠振興会／エイサー会館／NNP／近江神宮／
大館市／大原美術館／男鹿市／オタフクソース／
川崎フロンターレ／高知市商工観光部観光振興課／
コーベット・フォトエージェンシー／
国営沖縄記念公園 首里城公園／斎木三佳子／
堺観光コンベンション協会／堺市文化観光局／
堺まつりふとん太鼓連合保存会／書寫山圓教寺／
高槻市立今城塚古代歴史館／
田川市建設経済部産業振興課／滝沢市観光協会／
沈壽官窯／東急とくらく／中島隆／馬場製菓／
半田市市民経済部観光課／ピクスタ／
別府市観光協会／北海道放送／ホテル日航新潟／
堀江洋香／真庭市蒜山郷土博物館／三井実／
武蔵総社大國魂神社

【カラーユニバーサルデザインに関する協力】
NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）
人にやさしい色づかいをすすめる会

［著作関係者］
●監修

養老　孟司 東京大学名誉教授

藤井千惠子 元国士舘大学教授

●編集・執筆

飯沼　慶一 学習院大学教授

池谷　裕二 東京大学教授

石井　英真 京都大学大学院准教授

石塚　等 横浜国立大学教授

大坪　靖直 福岡教育大学教授

大野　恵美 神奈川県川崎市立宮崎台小学校校長

大宮　健一 北海道札幌市立南郷小学校校長

大村龍太郎 東京学芸大学准教授

小俣めぐみ 東京都江東区立北砂小学校主幹教諭

片平　克弘 筑波大学特命教授

加藤　秀樹 北海道札幌市立南月寒小学校校長

屋　重樹 広島大学名誉教授

喜名　朝博 国士舘大学教授 

木下　博義 広島大学准教授

小林　宏己 早稲田大学教育・総合科学学術院教授

小林　美代 神奈川県川崎市立鷺沼小学校校長

齊藤　和貴 京都女子大学准教授

佐々木健志 琉球大学博物館（風樹館）助教・学芸員

関澤　里織 東京都中央区立久松小学校指導教諭

田代　高章 岩手大学教授

玉井　康之 北海道教育大学副学長・教授

寺崎　千秋 元東京都練馬区立光和小学校校長

永野むつみ 東京都江東区立第二亀戸小学校副校長

根本　裕美 日本女子大学講師

橋本　靖子 東京都葛飾区立柴原小学校主幹教諭

藤森　克彦 東京都品川区立大井第一小学校校長

松浦　拓也 広島大学准教授

丸山　英樹 上智大学教授

水上　丈実 北海道教育大学教職大学院特任教授

宮崎倉太郎 東京都武蔵野市立境南小学校校長

渡辺　径子 上越教育大学准教授

●幼児教育との接続に関する編集・執筆

汐見　稔幸 東京大学名誉教授

山名　裕子 秋田大学教授

教育出版株式会社

背巾 5mm 仕上がりサイズ　表紙 左右：210mm　天地：297mm
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藤井千惠子 元国士舘大学教授

●編集・執筆

飯沼　慶一 学習院大学教授

池谷　裕二 東京大学教授

石井　英真 京都大学大学院准教授

石塚　等 横浜国立大学教授

大坪　靖直 福岡教育大学教授

大野　恵美 神奈川県川崎市立宮崎台小学校校長

大宮　健一 北海道札幌市立南郷小学校校長

大村龍太郎 東京学芸大学准教授

小俣めぐみ 東京都江東区立北砂小学校主幹教諭

片平　克弘 筑波大学特命教授

加藤　秀樹 北海道札幌市立南月寒小学校校長

屋　重樹 広島大学名誉教授

喜名　朝博 国士舘大学教授 

木下　博義 広島大学准教授

小林　宏己 早稲田大学教育・総合科学学術院教授

小林　美代 神奈川県川崎市立鷺沼小学校校長

齊藤　和貴 京都女子大学准教授

佐々木健志 琉球大学博物館（風樹館）助教・学芸員

関澤　里織 東京都中央区立久松小学校指導教諭

田代　高章 岩手大学教授

玉井　康之 北海道教育大学副学長・教授

寺崎　千秋 元東京都練馬区立光和小学校校長

永野むつみ 東京都江東区立第二亀戸小学校副校長

根本　裕美 日本女子大学講師

橋本　靖子 東京都葛飾区立柴原小学校主幹教諭

藤森　克彦 東京都品川区立大井第一小学校校長

松浦　拓也 広島大学准教授

丸山　英樹 上智大学教授

水上　丈実 北海道教育大学教職大学院特任教授

宮崎倉太郎 東京都武蔵野市立境南小学校校長

渡辺　径子 上越教育大学准教授

●幼児教育との接続に関する編集・執筆

汐見　稔幸 東京大学名誉教授

山名　裕子 秋田大学教授
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『まなびリンク』マーク最終 4C

授業で役立つ動画や音声、資

料を活用できる無料のコンテ

ンツはこちら！

新しい教科書の

特設サイトは

こちらから !

まなびリンク

教育出版ウェブサイトからもアクセスできます。
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本資料は、文部科学省による「教科書採択の公正確保について」に基づき、一般社団法人教科書協会が定めた「教科書発行者行動規範」に則り、配付を許可されているものです。




