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一
人
一
台
端
末
や
ク
ラ
ウ
ド
と
い
っ
た
、Ｇ
Ｉ
Ｇ

Ａ
ス
ク
ー
ル
環
境
が
、
全
国
の
小
中
学
校
に
整
備
さ

れ
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
一
人
ひ
と
り
が
ネ
ッ

ト
に
繋
が
る
端
末
を
使
っ
て
、
学
び
始
め
て
い
ま

す
。
端
末
を
通
し
て
、
友
達
と
教
え
合
っ
た
り
学
び

合
っ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
彦
根
市
で
は
、
パ
ソ
コ

ン
教
室
を
改
修
し
た
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
教

室
を
整
備
中
で
す
。
こ
れ
は
動
画
編
集
や
プ
ロ
グ
ラ

ミ
ン
グ
が
で
き
る
高
性
能
の
パ
ソ
コ
ン
、
協
働
学
習

し
や
す
い
机
や
椅
子
な
ど
を
整
備
し
、Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
時

代
に
子
ど
も
が
主
体
的
に
学
ぶ
た
め
の
教
室
で
す
。

　

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
開
始
当
初
は
、
保
護
者
か
ら
不
安
の
声

も
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ネ
ッ
ト
に
繋
が
る
端
末

を
持
っ
た
ら
、
ネ
ッ
ト
ゲ
ー
ム
やYouTube

ば
か

り
す
る
の
で
は
な
い
か
、
依
存
し
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
か
。
私
も
子
を
持
つ
親
と
し
て
、
そ
の
不
安
は

よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　

実
際
、Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
を
使
っ
て
い
る
と
、
様
々
な
小

さ
い
ト
ラ
ブ
ル
は
起
き
ま
す
。
彦
根
市
で
は
、
以
前

か
ら
情
報
モ
ラ
ル
教
育
を
行
っ
て
は
い
ま
し
た
。
携

帯
会
社
の
方
や
警
察
の
方
に
来
校
し
て
い
た
だ
い

て
、
年
に
一
回
子
ど
も
向
け
に
情
報
モ
ラ
ル
の
講
演

を
開
催
し
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
年
に
一
回
学

ん
だ
ぐ
ら
い
で
は
、
身
に
つ
き
ま
せ
ん
。

　

そ
ん
な
時
、「
事
例
で
学
ぶ
Ｎ
ｅ
ｔ
モ
ラ
ル
」
を

知
り
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
教
室
の
整
備
と
併

せ
て
、
全
市
立
小
中
学
校
に
導
入
し
ま
し
た
。
こ
の

教
材
は
、
子
ど
も
が
遭
遇
し
そ
う
な
様
々
な
問
題
に

つ
い
て
、
ド
ラ
マ
仕
立
て
の
短
い
動
画
で
学
べ
る
の

が
特
徴
で
す
。Ｉ
Ｄ
や
パ
ス
ワ
ー
ド
の
管
理
や
、
端

末
で
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
す
る
時
の
注
意
点
な
ど
、Ｇ

Ｉ
Ｇ
Ａ
を
使
う
時
に
起
こ
り
そ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
や
問

題
を
扱
っ
た
動
画
教
材
も
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
教

室
で
起
き
る
課
題
は
、
学
校
や
学
級
に
よ
っ
て
大
き

く
異
な
り
ま
す
が
、
多
様
な
テ
ー
マ
の
動
画
教
材
が

収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
子
ど
も
た
ち
が
遭
遇
し
そ

　

情
報
モ
ラ
ル
教
育
に
限
ら
ず
、
学
校
教
育
や
家
庭

教
育
に
も
言
え
る
こ
と
で
す
が
、
人
間
は
一
回
や
二

回
教
わ
っ
た
だ
け
で
は
、変
わ
り
ま
せ
ん
。
日
常
的
に
、

継
続
的
に
、
積
み
重
ね
て
学
ぶ
こ
と
が
大
事
で
す
。

し
か
し
繰
り
返
し
何
度
も
学
ん
で
も
、
す
ぐ
に
結
果

が
出
な
い
の
が
、
教
育
の
難
し
い
と
こ
ろ
。
で
も
、

学
ん
だ
こ
と
は
心
の
ど
こ
か
に
残
っ
て
い
て
、
い
つ

か
花
開
く
時
が
来
ま
す
。「
あ
あ
、そ
う
い
う
こ
と
だ
っ

た
ん
だ
！
」
と
腑
に
落
ち
て
、
言
動
が
変
わ
っ
て
い

き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、様
々
な
こ
と
を
学
ば
せ
て
、

子
ど
も
の
「
裾
野
」
を
広
げ
て
あ
げ
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

今
ま
で
の
学
校
は
、「
教
え
込
み
教
育
」
が
中
心
で

し
た
。
先
生
に
言
わ
れ
た
通
り
に
、
学
ぶ
。
そ
れ
も

大
事
な
の
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
子
ど
も
た
ち
が

自
分
で
考
え
て
、
課
題
を
見
つ
け
て
、
自
分
な
り
に

工
夫
し
て
学
ん
で
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。「
一

教
わ
っ
た
ら
三
で
き
る
よ
う
に
な
る
子
ど
も
」
を
育

て
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。

　

で
も
こ
れ
っ
て
、
ス
ポ
ー
ツ
と
同
じ
な
ん
で
す
よ

ね
。
私
は
中
学
校
で
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
部
の
監
督
を
し

て
い
ま
し
た
が
、
先
生
の
指
示
に
従
う
だ
け
で
は
、

上
達
の
ス
ピ
ー
ド
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。
自
ら
課
題

を
持
っ
て
、
練
習
に
取
り
組
み
、
試
合
で
は
、
仲
間

と
話
し
合
い
な
が
ら
、
一
人
ひ
と
り
が
自
分
で
判
断

し
て
プ
レ
イ
す
る
。
私
が
ス
ポ
ー
ツ
の
世
界
で
大
切

に
し
て
き
た
学
び
が
、
今
後
の
教
科
の
学
び
で
も
大

切
に
な
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
学
習
を
す
る
に
は
、「
相
手
」
が
必
要
で

す
。
友
達
や
先
生
な
ど
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
、

人
間
は
学
び
、
成
長
し
て
い
き
ま
す
。
だ
か
ら
、
い

い
人
間
関
係
を
築
け
る
力
が
大
事
。
情
報
モ
ラ
ル
で

は
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
友
達
と
ト
ラ
ブ
ル
に
な
ら
な
い
使
い
方

な
ど
を
学
び
ま
す
が
、
ネ
ッ
ト
や
端
末
を
使
う
時
も

使
わ
な
い
時
も
、
人
と
上
手
に
付
き
合
え
る
力
を
育

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

彦根市教育委員会
学校ICT推進課
島野 友宏 主査

　

彦
根
市
で
は
端
末
を
家
庭
に
持
ち
帰
ら
せ
て
い

ま
す
が
、「
冬
休
み
に
家
で
保
護
者
と
い
っ
し
ょ
に

Ｎ
ｅ
ｔ
モ
ラ
ル
を
見
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
宿
題
を

出
し
た
学
校
も
あ
り
ま
し
た
。
実
は
わ
た
し
の
子

ど
も
の
学
校
が
そ
う
で
、「
お
父
さ
ん
、
今
、
学
校

で
は
こ
ん
な
教
材
で
情
報
モ
ラ
ル
を
勉
強
し
て
い

る
の
知
っ
て
る
？
」
と
自
慢
げ
に
見
せ
て
き
た
の

で
、「
も
ち
ろ
ん
！
」
と
わ
た
し
も
自
慢
げ
に
答
え

て
お
き
ま
し
た
（
笑
）。

　

我
が
家
の
よ
う
に
、
親
子
で
Ｎ
ｅ
ｔ
モ
ラ
ル
を

見
な
が
ら
、
各
家
庭
で
会
話
に
花
が
咲
い
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
こ
の
教
材
か
ら
何
を
学
ん
だ
か
。
学

校
で
は
端
末
を
使
っ
て
ど
ん
な
学
習
し
て
い
る
か
。

学
校
で
何
や
っ
て
る
か
わ
か
ら
な
い
と
親
は
不
安

に
な
り
ま
す
が
、
わ
か
れ
ば
安
心
し
ま
す
。
あ
る

学
校
で
は
、
二
か
月
に
一
回
、
朝
の
時
間
に
み
ん

な
で
教
材
動
画
を
見
て
話
し
合
う
活
動
を
し
て
お

り
、
そ
の
様
子
を
学
校
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
見
て
、
保
護
者
も
安
心
し

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
の
成
果
か
、

保
護
者
か
ら
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
を
不
安
視
す
る
声
は
ほ
と

ん
ど
聞
か
な
く
な
り
ま
し
た
。

う
な
問
題
に
つ
い
て
、
先
回
り
し
て
学
べ
ま
す
。

一
本
一
本
の
動
画
は
短
い
の
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た

空
き
時
間
で
も
学
べ
ま
す
。Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
活
用
を
進
め

て
い
く
た
め
に
も
、
日
常
的
に
継
続
的
に
、
情
報

モ
ラ
ル
を
学
ば
せ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ネ
ッ
ト
に
繋
が
る
端
末
を

小
学
生
も
持
つ
こ
と
に
保
護
者
は
不
安    

先
生
に
教
わ
っ
た
通
り
、
で
は
な
く

自
分
で
考
え
て
い
く
学
び
が
求
め
ら
れ
る

親
子
で
い
っ
し
ょ
に
学
べ
ば

不
安
は
解
消
さ
れ
て
い
く

全
国
の
小
中
学
校
に
一
人
一
台
端
末
を
整
備
し
た
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
。こ
の
端
末
を

使
っ
て
、子
ど
も
た
ち
の
学
び
が
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、同
時
に
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
も
起

き
て
お
り
、情
報
モ
ラ
ル
教
育
の
必
要
性
が
改
め
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま
す
。
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台
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Ａ
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構
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使
っ
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、子
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た
ち
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学
び
が
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
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に
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ま
す
。



広教ニューズレター

奇数月は「東小情報モラルの日」「事例で学ぶNetモラル」を使って楽しく学習！

家庭での使用時間・場所を決める
端末を他人に貸し出したり、アカウント・
パスワードを教えたりしない
勝手にアプリの追加・削除や設定の変更
を行わない

許可なく写真や動画を撮らない
ネット上に個人情報を書き込まない
ネット上に他人を傷つけたり、嫌な思い
をさせることを書き込まない
不適切なサイトにアクセスしない

姿勢を良くし、画面から目を30センチ以
上離す
30分に1回、画面から目を離して20秒以
上遠くを見る
寝る1時間前は、端末を使わない

彦根市立稲枝東小学校
1年1組担任　ICT推進リーダー 

平岩 優佑 先生
（左:北村正一校長先生　右:平岩優佑先生）

彦根市立稲枝東小学校
1年1組担任　ICT推進リーダー

平岩 優佑 先生
（左:北村正一校長先生　右:平岩優佑先生）

ご家庭に学習者用端末を使うルールはありますか？
学習者用端末を家庭へ持ち帰った場合のルールを考えましょう

保 護 者 の み な さ ま へ

？

1人1台端末やネット環境が、学校に導入されました。上手に使えばとても便利な道具ですが、間違った
使い方をすると自分や他者を傷つけてしまう恐れがあります。
　そこで本校では、情報モラル指導に力を入れています。まず奇数月を「東小情報モラルの日」と定め、
全学年で「事例で学ぶNetモラル」を使った学習をしています。各学年に合った教材動画をみんなで視聴し
た後、クラスで話し合い、わかったことや気をつけたいことなどを、振り返りプリントにまとめます。こ
の教材はストーリー仕立てで、子どもが遭遇しそうな場面からお話が展開するので、「あ!　ぼくもこんな
ことあった!」と、子どもは自分事としてとらえて学んでいます。

　また偶数月には、「事例で学ぶNetモラルCBT」（4択×10問）を用い、子ども一人ひとり
が端末を使って、情報モラルの理解度テストに取り組んでいます。先生もいっしょに取り組
む中で、子どものつまずきに気付くことができ、今後の指導につなげることができています。
　こうした学びが習慣として身についてきており、子どもたちは「今月の情報モラルの日は
いつ?」と、楽しみにしています。また、普段の授業の中で、「これNetモラルで学んだこと
だ!」と、気をつけられるようにもなってきています。
　本校では、情報モラル指導カリキュラムを作り、どの学年でどの教材を見るか、どんな情
報モラルを学ぶかを決めています。小学校6年間を通して、段階的に積み重ねて学べるよう
にしています。こうした取り組みを、学校通信などを通じて保護者の方々にも知っていただ
く予定です。
4月からは、「情報モラルの日」を毎月開催することも検討しています。カリキュラムを

ベースにしつつも、各学級の子どもたちの課題に合った教材を柔軟に選んで学べるようにし
ていく考えです。
　小学校の6年間を通して、情報社会で生きていくための力を育んでいきたい。どの情報が
正しいかを適切に判断したり、困った事を自分で解決したりできるようになってほしい。そ
して、あらゆる情報とうまく付き合ってほしい。それが本校の願いです。

❶情報モラル掲示板 ❷GIGA通信
❶各学年が習った動画と子どもの振り返りは、校内の「情報モラル
掲示板」に張り出す。「他の学年はこんなことを学んでいるん
だ」と、子どもたちは情報モラルへの興味関心を深めている。

❷「NetモラルCBT」の結果を分析し、各学年ごとに正答率が低
かった問題を先生方に伝達。今後の指導に活かしている。

み
ん
な
の
学
び
に
向
か
う
力
を

　

全
力
サ
ポ
ー
ト
！

日
々
変
わ
り
ゆ
く
教
育
現
場
に
寄
り
添
う
た
め
、

広
教
は
学
び
を
提
供
し
続
け
ま
す
。

が

無料視聴
はこちらから

情報端末を活用した
これからの学び

千葉大学教育学部　助教

八木澤 史子 先生
千葉大学教育学部　助教

八木澤 史子 先生
「なぜ今 情報モラルなのか」
  「保護者も一緒に学ぶ時代」など、
    今後の家庭教育にも役立つ内容となっています

大学の先生による
オンライン講演を配信中!

https://www.hirokyou.co.jp/netmoral/topics/trend_explorer/
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