
水のさと かながわ「子ども親水
しんすい

啓発
けいはつ

事
じ

業
ぎょう

」 

 

 

～みんなの手で、かながわの水を守り、育て、つなげよう～ 
 

このリーフレットでは、県
けん

内
ない

各
かく

地
ち

の小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

における川
かわ

や池
いけ

、水
みず

を題材
だいざい

にした学習
がくしゅう

の実践例
じっせんれい

を紹
しょう

介
かい

しています。川や池には多
おお

くの生
い

き物
もの

が生活
せいかつ

し、それらは私
わたし

たちの生活
せいかつ

を豊
ゆた

かにするとともに、潤
うるお

いを与
あた

え

てくれています。学校や地域
ち い き

での自然
し ぜ ん

の観察
かんさつ

や生き物の飼育
し い く

などを通し

て、生き物の誕生
たんじょう

や成長
せいちょう

、生命
せいめい

の大切
たいせつ

さについて 

学
まな

んでいきましょう。 

 また、自然の仕組
し く

みの素晴
す ば

らしさを知るとともに、私たちのいのち

の 源
みなもと

である、水について調
しら

べたり限
かぎ

りある水
す い

資源
し げ ん

を大切に守
まも

っていく

ことについて考
かんが

えたりしていきましょう。 

 

     

 

３年生
ねんせい

は、「総合的
そうごうてき

な学習
がくしゅう

の時間
じ か ん

」をつかって、学校
がっこう

の近く
ちか

を

流れる
なが

「玉川
たまがわ

」について、調
しら

べています。月
つき

に１度
  ど

は必ず
かなら

玉川
たまがわ

を

訪れ
おとず

、玉川
たまがわ

にすむ植物
しょくぶつ

や生
い

き物
もの

を観察
かんさつ

したり、天候
てんこう

による川
かわ

の水
みず

の

流れ方
なが  かた

等
など

を観察
かんさつ

したりしています。 

２学期
が っ き

は、神奈川県
か な が わ け ん

自然
し ぜ ん

保護
ほ ご

協会
きょうかい

の

青砥
あ お と

航次先生
こうじせんせい

他
ほか

２名
めい

の先生方
せんせいがた

をお招
まね

きし、川
かわ

にすむ生き物に

ついて、詳
くわ

しいお話
はなし

を聞く
き

ことができました。また、玉川
たまがわ

を

流れる
なが

水
みず

や石
いし

は、大山
おおやま

から流れて
なが

きていることや、玉川
たまがわ

とい

う名前
な ま え

の由来
ゆ ら い

には、玉川
たまがわ

に多く
おお

見
み

られる「セラドン石
せき

」とい

う、勾玉
まがたま

のもとになる石
いし

が関係
かんけい

していること等
など

を教えて
おし

いた

だき、３年生
ねんせい

にとってとても有意義
ゆ う い ぎ

な時間
じ か ん

となりました。

学習
がくしゅう

の後
あと

は、青砥
あ お と

先生
せんせい

から教
おし

えていただいたことを、グルー

プ新聞
しんぶん

にまとめました。そして、同学年
どうがくねん

や他
た

学年
がくねん

に発表
はっぴょう

をす

る計画
けいかく

を立
た

てました。 

３学期
が っ き

は、自
じ

分
ぶん

たちの身
み

近
ぢか

にある玉川
たまがわ

の美しい
うつく

姿
すがた

を保つ
たも

た

めには、どのようなことができるかを考
かんが

えました。 

身近な自然
し ぜ ん

に興味
きょうみ

を持
も

つだけでなく、守って
まも

いくことの大切さ
たいせつ

にも目
め

を向
む

けることがで

きてきた３年生
  ねんせい

です。                    【厚木
あ つ ぎ

市立
し り つ

愛甲
あいこう

小学校
しょうがっこう

】 

 玉川
たまがわ

たんけん     

ハクセキレイ 

セラドン石 

サワガニ 

タガメ 



 

～道
どう

保川
ほ が わ

との関
かか

わり・総合的
そうごうてき

な学習
がくしゅう

の実践
じっせん

より～ 

 学区
が っ く

には道
どう

保川
ほ が わ

や鳩
はと

川
がわ

など５つもの川
かわ

が流
なが

れていて、子
こ

ども

たちは日頃
ひ ご ろ

から川
かわ

に親
した

しみをもっています。特
とく

に道保川は、

都市化
と し か

が進展
しんてん

する相模原
さがみはら

市内
し な い

にありながらも豊
ゆた

かな自然
し ぜ ん

環境
かんきょう

が残
のこ

されていて貴重
きちょう

な環境
かんきょう

資源
し げ ん

になっています。３年生の総

合的な学習の時間
じ か ん

には、道保川を学習
がくしゅう

対象
たいしょう

として様々
さまざま

な体験
たいけん

活動
かつどう

を行
おこな

っています。 

 それらの活動を通して、道保川をよりよい川にするために、自分たちでできる具体的
ぐたいてき

な

取
と

り組
く

みを実践
じっせん

しています。また、道保川の環境
かんきょう

保全
ほ ぜ ん

に携
たずさ

わる人との交流
こうりゅう

を通して「き

れいな川であり続
つづ

けてほしい」という願
ねが

いを共有
きょうゆう

し、地域
ち い き

への

愛着
あいちゃく

や地域の一員
いちいん

としての自覚
じ か く

を高
たか

めながら、道保川を大切
たいせつ

に

しようとする意欲
い よ く

を育
そだ

てています。 

  川での自然活動体験の前に、「道保川を愛
あい

する会
かい

」の方々
かたがた

に、

道保川にすむ生
い

き物
もの

や道保川の歴史
れ き し

について話をしていただきま

した。 

 子どもたちは「道保川を愛する会」の人々の助
たす

けを借
か

りて、ド

ンコやアブラハヤ、カニなどの生き物を捕
つか

まえて観察
かんさつ

しました。

また、道保川に動物
どうぶつ

だけではなく多
おお

くの植物
しょくぶつ

が棲息
せいそく

しているこ

とに気がつきました。そこで、道保川に棲息している動植物
どうしょくぶつ

が

すみやすい環境を作
つく

るためにはどうすればよいのかを考
かんが

えてい

きました。川についての調
しら

べ学習をする中で、「たくさんの生き物がすめるようにするた

めに、道保川をもっときれいにしたい」という願
ねが

いをもつようになりました。今後は、道

保川の美化
び か

活動
かつどう

や、今
いま

までの活動と自分たちの思
おも

いをまとめて、お世話
せ わ

になった地域の方
かた

や家族
か ぞ く

に伝
つた

える活動を進
すす

めていくことになっています。    【相模原
さ が み は ら

市立
し り つ

麻
あさ

溝
みぞ

小学校
しょうがっこう

】 

                                                         

 

 

 

 ずっと以前
い ぜ ん

から中庭
なかにわ

に設置
せ っ ち

されていたコンクリートで囲
かこ

まれた

池を、ビオトープとして整備
せ い び

することにしたのは一昨年
いっさくねん

のことで

した。それまでこの池は藻
も

が水底
みずぞこ

まで茂
しげ

り、とても生き物がすめ

るような場所ではありませんでした。「子どもたちが間近
ま ぢ か

で生き

物を見られる環境にしたい」と考え、平成
へいせい

２２・２３年度
ね ん ど

に

「未来
み ら い

へつながる学校づくり推進
すいしん

事業
じぎょう

～地球
ちきゅう

に優
やさ

しい行動
こうどう

ができ

麻
あさ

溝
みぞ

の自然
し ぜ ん

博士
は か せ

になろう！ 

メダカの泳
およ

ぐ池
いけ

 

ドンコ 

ビオトープ 



る子
こ

の育成
いくせい

（環境
かんきょう

教育
きょういく

）～」の活動
かつどう

の一環
いっかん

として位置
い ち

づけて、職員
しょくいん

と子どもたちが

協 力
きょうりょく

して様々
さまざま

な取
と

り組
く

みを行
おこな

いました。 

その結果
け っ か

、現在
げんざい

は子どもたちの手
て

によりコンクリートがきれいに塗装
と そ う

されて、看板
かんばん

の立
た

てられた場所
ば し ょ

には酒匂
さ か わ

川
がわ

水系
すいけい

のメダカやヒメダカ、ランチュウが泳
およ

ぎ、傍
かたわ

らにはアシや

ショウブ、イグサ等の水草
みずくさ

が生
お

い茂
しげ

っています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

休
やす

み時間
じ か ん

になると、子どもたちが水中
すいちゅう

を覗
のぞ

き込
こ

む姿
すがた

が見
み

ら

れます。また、生活
せいかつ

科
か

の学習
がくしゅう

のおりには、子どもたちが間近
ま ぢ か

にメダカを見ることができ、自然
し ぜ ん

とのかかわりに関心
かんしん

をもつた

めのよい場
ば

となっています。理科
り か

の学習
がくしゅう

や委員会
いいんかい

活動
かつどう

でも、

子どもたちがメダカの世話
せ わ

をしたり、成長
せいちょう

の様子
よ う す

を知
し

ったり 

することで、生命
せいめい

を尊
そん

重
ちょう

する態度
た い ど

を育
そだ

てるためのよい環境とな

っています。           【小田原
お だ わ ら

市立
し り つ

芦子
あ し こ

小学校
しょうがっこう

】 

 

 

 

『自分
じ ぶ ん

たちが使
つか

っている水が、どこで生まれて、どのように

運
はこ

ばれて家庭
か て い

や学校
がっこう

に届
とど

くのか。』という問題
もんだい

を解
かい

決
けつ

するため

に、宮
みや

が瀬
せ

ダムや寒川町
さむがわまち

の浄 水 場
じょうすいじょう

を見学
けんがく

しました。 

ダムに蓄
たくわ

えられた水
みず

が家庭
か て い

にとどくまでには長
なが

い長い水の

旅
たび

があることやいろいろな人
ひと

の協
きょう

力
りょく

があることなどがわかっ

てきました。また、浄水場の負担
ふ た ん

を減
へ

らしていくためには、

上 流
じょうりゅう

の水
みず

が汚
よご

れていてはいけないことに気
き

づき、上 流
じょうりゅう

の水

へ意識
い し き

がさらに広
ひろ

がっていきました。 

また、学習
がくしゅう

を進
すす

めていく中
なか

で、人
ひと

が使
つか

う水を作
つく

るのには、

大変
たいへん

な努力
どりょく

が必要
ひつよう

であり、大切
たいせつ

に使
つか

わなければならないことに

気づいていきました。自分
じ ぶ ん

たちにもできることはないだろうか

とみんなで考
かんが

えたときに、家庭
か て い

での節水
せっすい

や雨水
あまみず

の再利用
さいりよう

など

工夫
く ふ う

できることがあることがわかり、持
も

ち寄
よ

ったアイデアを元
もと

に、みんなで実践
じっせん

するよう

になりました。                    【茅ヶ崎
ち が さ き

市立
し り つ

緑
みどり

が浜
はま

小学校
しょうがっこう

】 

 

○水がいつも流
なが

れるようにして、酸素
さ ん そ

を補給
ほきゅう

する。 

○周
まわ

りに落葉
らくよう

広葉樹
こうようじゅ

を植
う

えたり、ヨシズをかけたりして夏
なつ

の直射
ちょくしゃ

日光
にっこう

が入
はい

りにくくする。 

○水草
みずくさ

を植
う

え、魚
さかな

のすみかをつくる。 

○繁殖
はんしょく

しすぎてしまった藻
も

や水草
みずくさ

を定期的
ていきてき

に取
と

り除
のぞ

き、すみやすい環境
かんきょう

を維
い

持
じ

する。 

○周
まわ

りのコンクリートをきれいに塗装
と そ う

し、看板
かんばん

を工夫
く ふ う

し、鶴
つる

やカエルの置物
おきもの

も並
なら

べて楽
たの

しい

雰囲気
ふ ん い き

にする。 

 

整備の内容 

水
みず

はどこから来
く

るのだろう 

ヒメダカ 

ダムの放流
ほうりゅう

 

ダム湖
こ

 



 

 

 本校
ほんこう

は川崎市
かわさきし

のほぼ中央
ちゅうおう

に位置
い ち

しており、北側
きたがわ

には多摩川が流
なが

れています。平成
へいせい

15

年度
ね ん ど

より総合的
そうごうてき

な学習
がくしゅう

の時間
じ か ん

（ゼネラルタイム）を使
つか

っ

て、「とどろき水辺
み ず べ

の楽校
がっこう

」として様々
さまざま

な活動
かつどう

を行
おこな

って

います。その一つとして夏休
なつやす

みを利用
り よ う

して多摩川の源
げん

流域
りゅういき

にある山梨県
やまなしけん

小菅村
こすげむら

に行
い

き、沢登
さわのぼ

りを通
とお

した源流

体験
たいけん

を実施
じ っ し

しています。小菅村、丹波山
た ば や ま

村
むら

の水源
すいげん

林
りん

は、山

梨県にありながらも明治
め い じ

以降
い こ う

、東京都
とうきょうと

の水源林として管
かん

理
り

され、天然
てんねん

のブナを中心
ちゅうしん

とした広葉
こうよう

樹林
じゅりん

が広
ひろ

がっていま

す。子
こ

どもたちは、小菅村、多摩
た ま

川
がわ

源流
げんりゅう

研究所
けんきゅうじょ

協 力
きょうりょく

のもと、ライフジャケットにヘルメットという装備
そ う び

を身
み

に付
つ

け沢登りを行います。水温
すいおん

12℃前
ぜん

後
ご

の冷
つめ

たい水
みず

の中
なか

を歩
ある

いたり、小
ちい

さな滝
たき

壺
つぼ

に飛
と

び込
こ

んだりもします。 

この源流体験では、自然への畏敬
い け い

の念
ねん

や、源流域を守
まも

ることの大切
たいせつ

さ、そして川
かわ

を通
とお

してつながっている下
か

流
りゅう

域
いき

に住
す

む自分
じ ぶ ん

たちの責任
せきにん

などについても学
まな

んでいきます。 

また、ニジマスのつかみ取
ど

りも行います。子どもたちは、現地
げ ん ち

の人
ひと

に教
おそ

わりながら、

自分
じ ぶ ん

たちで捕
つか

まえた魚
さかな

の頭
あたま

を石
いし

にぶつけ、小
こ

刀
がたな

を使
つか

って内臓
ないぞう

を処理
し ょ り

し串
くし

をうちます。

こうした体験
たいけん

を通して、自分
じ ぶ ん

たちは生
い

き物
もの

の命
いのち

をいただいて生
い

きているという、命と

そのつながりについても学
まな

んでいきます。 

 源流体験の後
あと

、とどろき付近
ふ き ん

の多摩川や河口
か こ う

干潟
ひ が た

にも足
あし

を踏
ふ

み入
い

れました。そして

多摩川について様々
さまざま

な体験を通して感
かん

じ・考
かんが

えたことをまとめ、文化
ぶ ん か

祭
さい

で発表
はっぴょう

して

いきます。近年
きんねん

水質
すいしつ

が急速
きゅうそく

に改善
かいぜん

され、アユが毎年
まいとし

数百万匹
すうひゃくまんひき

も遡上
そじょう

するような川
かわ

に

なっているのにもかかわらず、地元
じ も と

を流
なが

れる多摩川に入
はい

った経験
けいけん

のある子
こ

どもは少
すく

な

く、子
こ

どもたちの多
おお

くは川崎を流れる多摩川の水
みず

について、

「くさい」「汚
きたな

い」などといったイメージを持
も

っていまし

た。体験を通して実感
じっかん

させることで、多摩川の環境
かんきょう

を肌身
は だ み

で感じ、川をより大切
たいせつ

にしようとする子ども達の意欲
い よ く

の高
たか

まりを感じることができました。 

                                    

【川崎
かわさき

市立
し り つ

宮内
みやうち

中学校
ちゅうがっこう

】 

 

 

 

 

多摩
た ま

川
がわ

を教材
きょうざい

にした環境
かんきょう

教育
きょういく

の実践
じっせん

 

～とどろき水辺
み ず べ

の楽校
がっこう

～ 
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沢登り 

ニジマスの内臓
ないぞう

の処理
し ょ り

 

 
渡
わた

し舟
ぶね

体験 


