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●思考が深まり、学びをより確かなものにする新「道徳ノート」
●学びへの意欲が高まり、授業が充実する教科書 QRコンテンツ
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　「道徳の授業って、難しいですね……。」

　私の周りでよく聞こえてくる言葉です。みなさんも耳にしたことがあるのではないでしょうか。

　なぜ、道徳の授業が難しいと感じるのでしょうか。そこにはいくつかの理由が考えられます。

　まず、「❶ どのような学習をすればよいか分からない」について。これに関しては、教科化されて以降、
かなり減ってきたのではないでしょうか。なぜなら教科書が登場したからです。以前は、「どのような資料で、
どうやって学習を進めればよいのだろう」と悩んでいましたが、現在は教科書がありますので、教科書を活
用すればこの問題はクリアできます。

　次に、「❷ どうやって学習を進めればよいか分からない」について。これに関しては依然として問題があ
るでしょう。教科書を使っていても、学習の進め方に悩むケースです。これについては指導書（正式な名称
は「教師用指導書」ですが、ここではよく使われる指導書と表記します）を活用することで解決できます。
　指導書には見る際のポイントがあります。そのポイントさえ押さえておけば、学習の進め方が分かってき
ます。この点に関してはあとのページで紹介します。

　最後に、「❸ 話合いを活発にするこつ
4 4

が分からない」について。ここが最大の難関と感じるかもしれません。
ただ、話合いが活発になるかどうかは、実は「ちょっとした工夫の積み重ね」で解決できることが多いのです。
「場面絵・顔絵（挿絵）の活用」「ねらいに沿った展開や発問」「子どもが意見を言いたくなるような板書」な
どの積み重ねが大切です。これについても後ほど、詳しく解説します。

　道徳の授業では、自分でおもしろい教材を開発するという醍醐味もありますが、教科書や指導書を使うだ
けでも十分におもしろい授業をすることができます。
　本書では、ちょっとしたこつ

4 4

や工夫、ノウハウをお伝えしますので、「これは使える！」と感じたものをど
んどん授業に取り入れてみてください。
　大丈夫です！　道徳の授業はあなたが思っているほど、難しくはありません。教科書と指導書を使って、
思いっきり道徳の授業を楽しみましょう。

❶ どのような学習をすればよいか分からない

❷ どうやって学習を進めればよいか分からない

❸ 話合いを活発にするこつ
4 4

が分からない

森岡　健太（京都市公立小学校教諭）
　初任の頃の公開授業（道徳）の失敗をきっかけに市
の道徳教育研究会に入り、道徳の授業をおもしろくす
るための研究を続けている。日本道徳教育学会会員。
『おもしろすぎて授業したくなる道徳図解』『森岡健太
の道徳教材研究ノート』『森岡健太の道徳板書』（以上、
明治図書出版）ほか著書多数。
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「教科書」と「指導書」さえあれば怖くない！
はじめに

はじめに　「教科書」と「指導書」さえあれば怖くない！

　　　　　　　　　「教科書」のここがすごい！

１ 教科書を使いこなすには？ �  ２

２ 教科書に込められた意図とは？ �  ４

３ 発問の基礎・基本を知ろう！ �  ６

４ 場面絵・顔絵は重要アイテム！ �  ８

第１章　基本編

おわりに　先生らしい楽しい授業を！

　　　　　　　　　「指導書」のここがすごい！

１ 指導書を使いこなすには？ �  10

２ 「ねらい」を意識して授業を考えよう！ �  12

３ 「山場」を意識した授業とは？ �  14

４ 板書は「みんなのノート」である！ �  16

第２章　基本編

　　　　　　　　　さあ、やってみよう！
１年　どうしてかな �  18

２年　およげない　りすさん �  20

３年　まどガラスと魚 �  22

４年　いじりといじめ �  24

５年　うばわれた自由 �  26

６年　カスミと携帯電話 �  28

第３章　実践編

　　　　　　　　　「教科書」をもっと使いこなそう！

１ 子どもたちの思考を「ぐっと深める」！ �  30

２ 使える！デジタルコンテンツ �  32

３ コラム「心のベンチ」は学びの宝庫！ �  34

４ 別冊「道徳ノート」で学びを振り返る！ �  36

第４章　応用編
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教科書を使いこなすには？

第１章　基本編 「教科書」のここがすごい！

　小学校で、道徳科の学習指導要領が2018（平成30）

年度より全面実施されてから、教科書は２回改訂されま

した。さて、みなさんは、教科書を上手に活用できてい

るでしょうか。

　道徳が特別の教科となるまでは、副読本や文部科学省

の資料などを活用して授業を行っていましたが、現在は

教科書を主たる教材として使用しています。

　ここで、あらためて教科書を活用する意義について考

えてみたいと思います。

　

　教科書ができたことで、全国どこでも一定の水準で授

業を行うことができるようになりました。

　また、指導書の中身も充実し、副読本などしかなかっ

た時代に比べて、教材研究が格段にしやすくなりました。

　特におすすめしたいのが、デジタルコンテンツの活用
です。今回の改訂より、指導書の研究編を購入すると、

「指導者用デジタル教科書（教材）」、「朱書・板書編」と

そのデジタル版などが使えるようになりました。あとの

ページでも紹介しますが、これにより教材研究を手軽に

行うことができるようになりました。

　

　教科書を活用して授業を行うと発達の段階を見通した
体系的な学びが可能になります。
　義務教育において、小学校では６年間、中学校では３

年間の計９年間、子どもたちは道徳を学習します。

　そこで、子どもたちの発達の段階に合わせて適切な内

容の教材が用意されているのが教科書です。

　ここで、内容項目に着目してみましょう。『小学校学

【教科書を活用する意義】
　① 授業の標準化
　② 体系的な学び
　③ 指導のしやすさ

●❶ 授業の標準化

●❷ 体系的な学び

習指導要領（平成29年告示）解説 特別の教科 道徳編』

には、発達の段階に応じて内容項目が詳しく解説されて

います。

　当然のことながら、発達の段階に応じて、内容項目の

中身も、より高次なものとなっていきます。「Ｂ　親切、

思いやり」の内容項目を例に見てみましょう。

　低学年の段階では「身近にいる人」となっているとこ

ろが、中学年では「相手のこと」、高学年では「誰に対
しても」というように行為の対象の相手が広がってきて

いるのが分かります。

　「親切」という行為そのものについても、より高次な

ものになっています。

　低学年では単に「親切にすること」だったものが、中

学年では「進んで親切にすること」、高学年では「相手
の立場に立って親切にすること」となっています。

　このように、行為の対象や行為の中身が体系的に設定

されています。そして、学習指導要領の示している内容

をねらいとして設定し、教材化しているものが教科書で

す。

　つまり、教科書の教材を用いて、指導書に書かれたね
らいを理解したうえで授業を行うと、学習指導要領に書
かれている中身が、自然と達成されることになります。　

内容項目「Ｂ　親切、思いやり」　低・中・高学年の違い

高学年

誰に対しても思いやりの心をもち、

　　　　　　相手の立場に立って親切にすること。

中学年

相手のことを思いやり、進んで親切にすること。

低学年

身近にいる人に温かい心で接し、親切にすること。

　教科書は、どの学年のどの教材も基本的に同じ構造に

なっています。主な要素を見てみましょう。

　まず、教材のはじめのページには、フクロウの「ココ

ロウ」が【導入】の発問で教材に入り込むために役立つ

ことなどを話しています。

　また、冒頭には【リード文】が載っており、本時の学

習に見通しをもつことができます。道徳の授業では、教

材を理解することそのものではなく、教材を理解したう

えで自分の経験をもとに話し合うことが目的ですので、

この【リード文】も積極的に活用していきましょう。

　そして、教材の最後には、【考えてみよう】と【見つ
めよう・生かそう】の２つの発問例が載っています。

　【考えてみよう】は、教材のねらいに迫るためにいち

●❸ 指導のしやすさ
ばん大切な発問である中心発問です。授業では、この中

心発問を考える時間をたっぷりと確保したいものです。

　【見つめよう・生かそう】は、教材を通して気づいた

ことや考えたことを確かめ、自分ごとへつなげて生かし

ていくための発問です。ここを大切にすることにより、

道徳の授業が「単なる知識」から、「生きた道徳」へと

変わっていくことになるでしょう。

　このように、教科書には、【導入】、【リード文】、【考
えてみよう】（中心発問）、【見つめよう・生かそう】がセッ

トで載っているため、指導がしやすくなっています。

　加えて、本文だけでなく挿絵が豊富に掲載され、教材

の中身が理解しやすいのも教科書の特長です。

　ぜひ、教科書をじっくりと読み込んで、すみずみまで

余すところなく活用してみてください。
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　そ
れ
か
ら
、
少
し
た
っ
た
あ
る
日
の
朝
の
こ
と
だ
っ
た
。「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
あ
い
さ
つ
す
る
幹か
ん

太た
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ん
に
、
見

守
り
の
方
が
、「
幹か
ん

太た

さ
ん
、
今
日
は
な
ん
だ
か
元
気
な
い
ね
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
？
」
と
た
ず
ね
て
い
る
。
幹か
ん

太た

さ
ん
と
見
守

り
の
方
は
何
か
話
を
し
て
い
て
少
し
気
に
は
な
っ
た
が
、
ぼ
く
は
学
校
へ
と
急
い
だ
。

　学
校
に
着
く
と
、
先
生
が
教
室
に
入
っ
て
こ
ら
れ
、
朝
の
会
が

始
ま
っ
た
。
す
る
と
、
先
生
は
さ
び
し
そ
う
な
顔
で
、

「
幹か
ん

太た

さ
ん
の
転
校
が
急
に
決
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
幹か
ん

太た

さ

　ん
は
い
つ
も
元
気
な
あ
い
さ
つ
で
、
こ
の
ク
ラ
ス
を
明
る
く
し

　て
く
れ
ま
し
た
ね
。
今
ま
で
あ
り
が
と
う
。
お
別
れ
す
る
の
が

　残
念
で
す
。」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
幹か
ん

太た

さ
ん
は
、

「
お
父
さ
ん
の
仕
事
の
都
合
で
、
ま
た
急
に
転
校
す
る
こ
と
に
な

　り
ま
し
た
。
す
ご
く
短
い
間
だ
っ
た
け
ど
、
楽
し
い
思
い
出
が

　い
っ
ぱ
い
で
き
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
、
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と

　う
ご
ざ
い
ま
し
た
。」

と
言
う
と
、
礼
を
し
て
教
室
を
出
て
い
っ
た
。

　　思
い
が
け
ず
幹か
ん

太た

さ
ん
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
と
い

う
も
の
、
ぼ
く
は
ず
っ
と
こ
う
か
い
し
て
い
た
。

51015
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　ぼ
く
は
思
い
切
っ
て
学
級
会
で
、
幹か
ん

太た

さ
ん
の
あ
い
さ
つ
を

見
て
い
て
感
じ
て
い
た
こ
と
、
幹か
ん

太た

さ
ん
に
対
し
て
自
分
が

と
っ
て
し
ま
っ
た
態た
い

度ど

を
反
省
し
て
い
る
こ
と
を
打
ち
明
け
た
。

そ
し
て
、「
も
う
一
度
、
あ
い
さ
つ
運
動
を
し
よ
う
。」
と
提て
い

案あ
ん

す
る
と
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
も
賛さ
ん

成せ
い

し
て
く
れ
た
。
幹か
ん

太た

さ
ん

が
や
っ
て
き
た
こ
と
は
、
や
っ
ぱ
り
み
ん
な
の
心
に
残
っ
て
い

た
み
た
い
だ
。「
こ
の
ク
ラ
ス
か
ら
、
学
校
全
体
に
広
げ
て
い

き
た
い
ね
。」
と
い
う
声
も
聞
こ
え
て
き
た
。

　幹か
ん

太た

さ
ん
が
残
し
て
く
れ
た
「
あ
い
さ
つ
の
心
」
を
、
ず
っ

と
た
い
せ
つ
に
し
て
い
こ
う
と
思
う
。
き
っ
と
今
度
は
、
あ
い

さ
つ
運
動
が
終
わ
っ
て
も
、
ぼ
く
た
ち
の
明
る
い
あ
い
さ
つ
は

続
く
だ
ろ
う
。

「
も
う
一
度
、
あ
い
さ
つ
運
動
を
し
よ
う
。」
と

学
級
会
で
提て

い
案あ

ん
す
る
ぼ
く
は
、
ど
ん
な
こ
と
を

考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

考
え
て
み
よ
う

気
持
ち
の
よ
い
あ
い
さ
つ
を
し
た
り
、

相
手
に
れ
い
ぎ
正
し
く
し
た
り
す
る
こ
と
の
よ
さ
は

ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

見
つ
め
よ
う  

・
生
か
そ
う

作
・
編へ

ん

集し
ゅ
う委

員
会

　絵
・
い
わ
ざ
き
も
も
こ

510

13

R6SD_5n_P010-013_aisatsu_v15.indd   13 2022/04/08   8:12

　二
週
間
の
あ
い
さ
つ
運
動
が
、
や
っ
と
終
わ
っ
た
。
あ
い
さ
つ
を
す
る
の
が
苦

手
な
ぼ
く
は
、
正
直
ほ
っ
と
し
た
。
ぼ
く
だ
っ
て
、
あ
い
さ
つ
を
し
な
い
よ
り
も
、

し
た
ほ
う
が
い
い
こ
と
く
ら
い
わ
か
っ
て
い
る
。
で
も
、
あ
い
さ
つ
運
動
の
と
き

は
、
み
ん
な
大
き
な
声
で
あ
い
さ
つ
を
し
て
い
る
け
れ
ど
、
終
わ
る
と
ま
た
元
に

も
ど
っ
て
し
ま
う
。
だ
っ
た
ら
、
別
に
あ
い
さ
つ
運
動
な
ん
て
し
な
く
て
も
い
い

の
に
…
…
。

　二
学
期
に
な
っ
て
、
ぼ
く
の
ク
ラ
ス
に
幹か
ん

太た

さ
ん
と
い
う
転
校
生
が
や
っ
て
き

た
。
幹か
ん

太た

さ
ん
は
朝
、
友と
も

達だ
ち

に
出
会
う
た
び
に
、
元
気
よ
く
「
お
は
よ
う
！
」
と

あ
い
さ
つ
を
す
る
。
最
初
は
、
み
ん
な
幹か
ん

太た

さ
ん
の
大
き
な
あ
い
さ
つ
の
声
に

び
っ
く
り
し
た
け
れ
ど
、
二
、三
日
す
る
と
、
幹か
ん

太た

さ
ん
に
つ
ら
れ
て
、
大
き
な

声
で
「
お
は
よ
う
。」
と
言
う
人
が
出
は
じ
め
て
、
教
室
の
ふ
ん
い
き
が
明
る
く

ぼく

幹
かん

太
た

あ
い
さ
つ
の
心

　

あ
い
さ
つ
の
苦
手
な
「
ぼ
く
」
は
、
転
校
し
て
き
た
幹か

ん

太た

さ
ん
の
あ
い
さ
つ
を
見
て
、

自
分
が
は
ず
か
し
く
な
っ
た
。
あ
る
日
、
幹か
ん

太た

さ
ん
が
再

ふ
た
た
び
転
校
し
て
…
…
。

れ
い
ぎ
正
し
さ

あ
い
さ
つ
を
す
る
と
き
に
気
を
つ
け
て
い
る

こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。

2
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な
っ
て
き
た
。

　で
も
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
ま
わ
り
か
ら
「
幹か
ん

太た

さ
ん
は
目
立
ち
た
が
り
屋
だ
。」
と
い
う
う
わ
さ
が
ち
ら
ほ
ら
聞
こ
え
は

じ
め
た
。
そ
し
て
、
み
ん
な
の
あ
い
さ
つ
の
声
は
、
ま
た
だ
ん
だ
ん
と
小
さ
く
な
っ
て
い
っ
た
。
ぼ
く
も
、
幹か
ん

太た

さ
ん
を
な
ん

と
な
く
さ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
幹か
ん

太た

さ
ん
は
、
明
る
く
あ
い
さ
つ
を
続
け
て
い
た
。

　あ
る
日
の
朝
の
こ
と
。
ぼ
く
が
学
校
に
向
か
っ
て
い
る
と
、
少
し
前
の
方
か
ら
、

「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。」

と
い
う
幹か
ん

太た

さ
ん
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
登
校
を
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
方
に

自
分
か
ら
あ
い
さ
つ
を
し
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
、「
見
守
り
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。」
と
お
礼
を
言
う
幹か
ん

太た

さ
ん
を
、見
守
り
の
方
は
、「
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ

い
。
今
日
も
が
ん
ば
っ
て
ね
。」
と
え
が
お
で
見
送
っ
て
い
た
。

　そ
し
て
、
そ
の
あ
と
、
と
ち
ゅ
う
で
近
所
の
お
年と
し

寄よ

り
に
出
会
っ
た
時
に
は
、

ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
、
軽
く
え
し
ゃ
く
を
し
な
が
ら
、「
お
は
よ
う
ご
ざ
い

ま
す
。」
と
て
い
ね
い
に
あ
い
さ
つ
し
て
い
た
。

　学
校
で
の
あ
い
さ
つ
と
は
ま
た
ち
が
っ
た
、
幹か
ん

太た

さ
ん
の
い
ろ
ん
な
人
と
の
心

の
こ
も
っ
た
あ
い
さ
つ
の
や
り
と
り
は
、
見
て
い
て
と
て
も
気
持
ち
の
よ
い
も
の

だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
す
を
見
て
、
ぼ
く
は
自
分
が
少
し
は
ず
か
し
く
思
え
て
き
た
。

51015
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　そ
れ
か
ら
、
少
し
た
っ
た
あ
る
日
の
朝
の
こ
と
だ
っ
た
。「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
あ
い
さ
つ
す
る
幹か
ん

太た

さ
ん
に
、
見

守
り
の
方
が
、「
幹か
ん

太た

さ
ん
、
今
日
は
な
ん
だ
か
元
気
な
い
ね
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
？
」
と
た
ず
ね
て
い
る
。
幹か
ん

太た

さ
ん
と
見
守

り
の
方
は
何
か
話
を
し
て
い
て
少
し
気
に
は
な
っ
た
が
、
ぼ
く
は
学
校
へ
と
急
い
だ
。

　学
校
に
着
く
と
、
先
生
が
教
室
に
入
っ
て
こ
ら
れ
、
朝
の
会
が

始
ま
っ
た
。
す
る
と
、
先
生
は
さ
び
し
そ
う
な
顔
で
、

「
幹か
ん

太た

さ
ん
の
転
校
が
急
に
決
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
幹か
ん

太た

さ

　ん
は
い
つ
も
元
気
な
あ
い
さ
つ
で
、
こ
の
ク
ラ
ス
を
明
る
く
し

　て
く
れ
ま
し
た
ね
。
今
ま
で
あ
り
が
と
う
。
お
別
れ
す
る
の
が

　残
念
で
す
。」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
幹か
ん

太た

さ
ん
は
、

「
お
父
さ
ん
の
仕
事
の
都
合
で
、
ま
た
急
に
転
校
す
る
こ
と
に
な

　り
ま
し
た
。
す
ご
く
短
い
間
だ
っ
た
け
ど
、
楽
し
い
思
い
出
が

　い
っ
ぱ
い
で
き
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
、
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と

　う
ご
ざ
い
ま
し
た
。」

と
言
う
と
、
礼
を
し
て
教
室
を
出
て
い
っ
た
。

　　思
い
が
け
ず
幹か
ん

太た

さ
ん
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
と
い

う
も
の
、
ぼ
く
は
ず
っ
と
こ
う
か
い
し
て
い
た
。

51015
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　ぼ
く
は
思
い
切
っ
て
学
級
会
で
、
幹か
ん

太た

さ
ん
の
あ
い
さ
つ
を

見
て
い
て
感
じ
て
い
た
こ
と
、
幹か
ん

太た

さ
ん
に
対
し
て
自
分
が

と
っ
て
し
ま
っ
た
態た
い

度ど

を
反
省
し
て
い
る
こ
と
を
打
ち
明
け
た
。

そ
し
て
、「
も
う
一
度
、
あ
い
さ
つ
運
動
を
し
よ
う
。」
と
提て
い

案あ
ん

す
る
と
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
も
賛さ
ん

成せ
い

し
て
く
れ
た
。
幹か
ん

太た

さ
ん

が
や
っ
て
き
た
こ
と
は
、
や
っ
ぱ
り
み
ん
な
の
心
に
残
っ
て
い

た
み
た
い
だ
。「
こ
の
ク
ラ
ス
か
ら
、
学
校
全
体
に
広
げ
て
い

き
た
い
ね
。」
と
い
う
声
も
聞
こ
え
て
き
た
。

　幹か
ん

太た

さ
ん
が
残
し
て
く
れ
た
「
あ
い
さ
つ
の
心
」
を
、
ず
っ

と
た
い
せ
つ
に
し
て
い
こ
う
と
思
う
。
き
っ
と
今
度
は
、
あ
い

さ
つ
運
動
が
終
わ
っ
て
も
、
ぼ
く
た
ち
の
明
る
い
あ
い
さ
つ
は

続
く
だ
ろ
う
。

「
も
う
一
度
、
あ
い
さ
つ
運
動
を
し
よ
う
。」
と

学
級
会
で
提て

い
案あ

ん
す
る
ぼ
く
は
、
ど
ん
な
こ
と
を

考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

考
え
て
み
よ
う

気
持
ち
の
よ
い
あ
い
さ
つ
を
し
た
り
、

相
手
に
れ
い
ぎ
正
し
く
し
た
り
す
る
こ
と
の
よ
さ
は

ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

見
つ
め
よ
う  

・
生
か
そ
う

作
・
編へ

ん

集し
ゅ
う委
員
会

　絵
・
い
わ
ざ
き
も
も
こ
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123

お
話
を
読
ん
で
、
こ
れ
か
ら
の
自
分
に

生
か
し
て
い
き
た
い
こ
と
で
す
。

見
つ
め
よ
う  

・
生
か
そ
う

お
話
を
読
ん
で
、
考
え
て
み
た
い
こ
と
で
す
。

考
え
て
み
よ
う

Ｓエ
ス
・
デ
ィ
ー
・
ジ
ー
ズ

Ｄ
Ｇ
ｓ
で
考
え
よ
う
で
は
、
そ
の
ペ
ー
ジ
の

な
い
よ
う
が
、
ど
ん
な
目も
く

標ひ
ょ
うと
関か
ん

連れ
ん

し
て
い
る
か

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

ベンチ
心の

学
習
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ほ
か
の
教
科
な
ど
と

つ
な
げ
て
、
考
え
を
広
げ
る
ペ
ー
ジ
で
す
。

人との
関
かか

わり③
安全な
くらし

安全な
くらし

心
の
ベ
ン
チ

心
の
ベ
ン
チ

心
の
ベ
ン
チ

人との関
かか

わり②
いじめをなくすために
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こ
の
本
の
中
の
い
ろ
い
ろ
な
マ
ー
ク

自
分
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
お
話
で
す
。
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達だ
ち

や
お
世
話
に
な
�
て
い
る
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と
の
関か

か

わ
り
を
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え
る
お
話
で
す
。

み
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な
と
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持
ち
よ
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く
ら
す
こ
と
を
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え
る
お
話
で
す
。
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や
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さ
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す
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ら
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え
る
お
話
で
す
。
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え
を
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�
と
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ー
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す
。
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話
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え
ん
じ
た
り
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て
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ま
し
ょ
う
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こ
の
マ
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で
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を
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り
、
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た
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す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
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内容項目 教材名 主題名 本書ページ ぐっと深める テーマ 他教科等との関連 作者／出典 さし絵

主
と
し
て
自
分
自
身
に

関
す
る
こ
と

善悪の判断、自律、自由と責任

5 さち子のえがお きっぱりことわる 26～29 消費者教育 編集委員会 北沢優子

18 遠足の朝 勇気をもって 90～93 いじめ対策 特活（学級活動） 編集委員会 井上富佐夫

32 よわむし太郎 正しいと思ったことは自信をもって 156～161 いじめ対策 荒木徳也／『小学校　道徳の指導資料とその利用１』文部省 森 華

正直、誠実 23 新次のしょうぎ 正直はだれのため 114～119 ● 宮脇紀雄／『明るい心美しい話　４年生』盛光社 ニョライ

節度、節制

1 目覚まし時計 節度のある生活 6～9 健康教育 廣瀬 久／『小学校　読み物資料とその利用「主として自分自身に関すること」』文部省 平野明子

16 ほんとうに上手な乗り方とは 安全に気をつけて 80～83 安全教育 特活（学校行事） 編集委員会 坂本宏美

29 金色の魚 よくばりな心 144～147 ロシア民話／『わたしたちの道徳　小学校３・４年』文部科学省 國本りか

個性の伸長 25 つくればいいでしょ 長所をのばす 124～127 特活（学級活動） 編集委員会 火詩

希望と勇気、努力と強い意志 14 マルガレーテ・シュタイフ －テディベアを作った人－ もっとよくなりたい 68～73 社会参画 編集委員会 森川 泉

主
と
し
て
人
と
の

関
わ
り
に
関
す
る
こ
と

親切、思いやり

11 ええことするのは、ええもんや！ ボランティアとは 54～59 社会参画 総合 くすのきしげのり／『ええことするのは、ええもんや！』えほんの杜 福田岩緒

22 とびらの前で 進んで親切に 110～113 福祉 編集委員会 犬尾おと

30 三つのつつみ 思いやる心 148～151 安全教育 特活（学級活動） 神戸淳吉／『あたたかい心、ひろい心』実業之日本社 池田げんえい

感謝 27 朝がくると 身近なことへのかんしゃ 134～137 ● キャリア教育 総合、 特活（学校行事） まど・みちお／『まど・みちお全詩集』理論社 ー

礼儀
2 あいさつができた 気持ちのよいあいさつ 10～13 特活（児童会活動） 編集委員会 山下純子

1 フィンガーボール れいぎにこめられたもの 176～177 吉沢久子／『美しい日々のために』三十書房 上垣厚子

友情、信頼
9 いのりの手 しんらいし合える友達 42～47 いじめ対策 キャリア教育 神戸淳吉／『愛と友情のものがたり　みんな友だち　四年生』あすなろ書房 貴木まいこ

3 絵はがきと切手 友達のことを考えて 182～185 特活（学級活動） 辺見兵衛／『小学校　道徳の指導資料とその利用３』文部省 ニョライ

相互理解、寛容
7 ちこく 相手のことを考えて 34～37 いじめ対策 編集委員会 橋本千鶴

33 わたし、まちがってないよね わかり合うことのむずかしさ 162～165 いじめ対策 編集委員会 鈴木康治

主
と
し
て
集
団
や
社
会
と
の

関
わ
り
に
関
す
る
こ
と

規則の尊重

10 雨のバスていりゅう所で みんなが気持ちよく 48～53 ● 成田國英／『小学校　道徳の指導資料とその利用２』文部省 黒木ひとみ

24 雨ととの様 少しくらいなら 120～123 法教育 山本和夫／『学年別おはなし文庫　明るい話・正しい人　一年生』偕成社 よしのぶもとこ

31 「まっ、いいか」でいいのかな 住みよい社会のためのきまり 152～155 ● 法教育 編集委員会 サナダシン

公正、公平、社会正義
8 決めつけないで 分けへだてなく 38～41 いじめ対策 特活（学級活動） 編集委員会 うえだいずみ

19 いじりといじめ だれに対しても 96～99 いじめ対策 編集委員会 おとないちあき

勤労、公共の精神
12 ぼくの草取り体験 みんなのために働く 60～63 社会参画 特活（学級活動、学校行事） 坂部俊次／『小学校　読み物資料とその利用「主として集団や社会とのかかわりに関すること」』文部省 ふじの きのみ

28 ネコの手ボランティア ほうしの気持ち 138～141 防災教育 社会参画 綾野まさる／『続・ぼくらの阪神大震災　はじまりの虹』小学館 水上みのり

家族愛、家庭生活の充実 13 家族の一員として 家族の一員 64～67 編集委員会 竹添星児

よりよい学校生活、集団生活の充実 15 交流学習の前に わたしたちの学級や学校 74～77 情報モラル 編集委員会 いわざきももこ

伝統と文化の尊重、 
国や郷土を愛する態度

20 お父さんのじまん 国やきょう土を愛する 100～105 防災教育 社会、総合 編集委員会 黒木ひとみ

35 浮世絵 －海をわたったジャパン・ブルー－ たいせつにしたい日本の伝統と文化 170～175 伝統文化教育 図工 編集委員会 加藤佳代子

国際理解、国際親善
4 ブルラッシュ 自分たちの国の文化と他国の文化 18～23 ● 国際理解教育 総合 編集委員会 コハルビヨリ

2 いろいろな食べ方 外国とのちがいを受け入れて 178～181 食育 国際理解教育 総合 編集委員会 竹永絵里

主
と
し
て

生
命
や
自
然
、

崇
高
な
も
の
と
の

関
わ
り
に

関
す
る
こ
と

生命の尊さ

6 あなたの時間にいのちをふきこめば 命をたいせつにする生き方 30～33 いじめ対策 編集委員会 ―

21 ヒキガエルとロバ すべての命をたいせつに 106～109 徳満哲夫／『小学校　読み物資料とその利用「主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること」』文部省 三上鮎子

34 かわいそうなぞう 生命あるものをたいせつに 166～169 平和・人権教育 土家由岐雄／『かわいそうなぞう』金の星社 いなとめまきこ

自然愛護
3 小さな草たちにはく手を 身近な自然とのふれあい 14～17 理科、総合 編集委員会 みやざわはるこ

26 聞かせて、君の声を！ 自然の命を守る 130～133 環境教育 総合 編集委員会 ―

感動、畏敬の念 17 花さき山 よさの花をさかせよう 84～89 国語、特活（学級活動） 斎藤隆介／『斎藤隆介全集　第二巻』岩崎書店 滝平二郎

４年　学習内容一覧
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2 教科書に込められた意図とは？

　前のページでは、学年ごとの発達の段階によって、指

導内容が変わってくることを確認しました。

　ところで「同じ学年の中の同じ内容項目の教材でも発

達の段階によってねらいが異なる」ということをご存じ

　教科書には、ほかにも、このようなポイントがあります。

教　材：�「11 ええことするのは、ええもん

や！」

ねらい： 親切は、誰かに見せたり、褒めら

れたりするためではなく、困って

いる人がいたらその人のために役

に立ちたいと思うからすることに

気づき、進んで親切にしようとす

る態度を育てる。

教　材：「22 とびらの前で」

ねらい：�親切や思いやりは特別なことでは

なく、相手の状況や気持ちを考え、

自分にできることを素直に行動に

あらわすことであることを理解し、

進んで親切や思いやりのある行動

をしようとする態度を育てる。

教　材：「30 三つのつつみ」

ねらい： たとえ知らない人であっても、そ

の人の気持ちを想像し、自分にで

きることをする思いやりの心のす

ばらしさを理解し、人を思いやり

進んで親切にしようとする心情を

育てる。

でしょうか。

　４年の「B　親切、思いやり」を例に、行為の対象や

中身がどのように変わるかを確認していきましょう。

７
月
頃

11
月
頃

２
月
頃

マナブ

えいじ

あい

けい

デルスウ

困っている

おじさんへの親切

ファミリー

レストランの扉

公民館の扉

給食配膳室の扉

あとから山小屋

へ来る人への

親切

困っている
人のために

「
お
っ
ち
ゃ
ん
、
こ
う
し
ゅ
う
電
話
が
あ
る
コ
ン

　ビ
ニ
ま
で
車
い
す
を
お
し
て
あ
げ
よ
う
か
。」

「
あ
り
が
た
い
け
ど
、お
し
た
ら
、重
い
ん
や
で
。」

（
で
も
、
話
を
聞
い
て
、「
ほ
な
、
さ
い
な
ら
」 

　と
い
う
わ
け
に
も
い
か
ん
し
。）

　学
校
か
ら
の
帰
り
道
、「
車
い
す
」
が
止
ま
っ
て
た
。

「
お
っ
ち
ゃ
ん
、
何
や
っ
て
ん
の
？
」

「
ご
ら
ん
の
通
り
、
電
気
で
動
く
車
い
す
に
乗
っ
て
る
ん
や
け
ど
、
ほ
ら
、
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
て
も
、
ウ
ン
と
も 

　ス
ン
と
も
言
わ
ん
や
ろ
。」

「
ほ
ん
ま
や
、『
ウ
ン
』
と
も
『
ス
ン
』
と
も
言
わ
ず
に
カ
チ
カ
チ
い
う
て
る
だ
け
や
な
。」

「
き
っ
と
電
気
が
な
く
な
っ
た
ん
や
。
け
い
た
い
電
話
も
わ
す
れ
た
し
、
ま
っ
た
く
、
ト
ホ
ホ
や
で
。」

マナブ

え
え
こ
と
す
る
の
は
、
え
え
も
ん
や
！

電
動
車
い
す
が
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
を
見
て
、
マ
ナ
ブ
は
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
で

車
い
す
を
お
す
。
で
も
、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
っ
て
な
ん
や
？

思
い
や
り

ど
ん
な
気
持
ち
か
ら
、
こ
ま
っ
て
い
る
人
に

親
切
に
す
る
の
で
し
ょ
う
。

11

5

10

54
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「
コ
ン
ビ
ニ
ま
で
な
ら
帰
り
道
や
し
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
や
。」

　
ぼ
く
は
、
車
い
す
の
後
ろ
に
回
っ
た
。

「
無む

理り

せ
ん
で
も
え
え
で
。」

「
こ
れ
く
ら
い
『
へ
の
か
っ
ぱ
』
や
！
」

　
ぼ
く
は
、
車
い
す
を
お
し
は
じ
め
た
。

（
う
っ
、
ほ
、
ほ
ん
ま
に
、
重
い
！
）

「
お
ー
い
　
マ
ナ
ブ
。
何
し
て
ん
の
。」

　
ダ
イ
ス
ケ
と
ヒ
デ
ト
シ
が
、
ぼ
く
を
見
つ
け
て
走
っ
て
き
た
。

「
見
て
の
通
り
、車
い
す
を
お
し
て
ん
ね
ん
。
た
だ
し
、コ
ン
ビ
ニ
ま
で
な
。」

「
す
ご
い
な
、
そ
れ
っ
て
『
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
』
や
ろ
？
」

「
そ
ん
け
い
す
る
わ
！
」

（
そ
う
か
！
　
ぼ
く
が
や
っ
て
る
の
は
、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
で
、「
そ
ん
け
い
さ
れ
る
こ
と
」
だ
っ
た
ん
や
。）

　
ぼ
く
は
、
な
ん
だ
か
う
れ
し
く
な
っ
て
き
た
。

「
あ
の
な
、
ぼ
く
は
、
自
分
か
ら
進
ん
で
、
え
え
か
、『
自
分
か
ら
　
す
・
す
・
ん
・
で
』、
車
い
す
を
お
し
て
あ

　
げ
て
る
ん
や
。『
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
た
い
せ
つ
や
』
っ
て
先
生
も
言
う
て
た
や
ろ
。」

5
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や
さ
し
い
人
に
な
る
っ
て

む
ず
か
し
く
な
い
？

特と
く

別べ
つ

な
人
に

な
る
っ
て
こ
と

か
な
？

き
っ
と
、

特と
く

別べ
つ

な
こ
と
じ
ゃ
な
い
よ
。

三
人
は
、
何
か
を

思
い
出
し
た
よ
う
で
す
。

あい

えいじ

けい

22

と
び
ら
の
前
で

え
い
じ
、
あ
い
、
け
い
の
三
人
は
、
や
さ
し
さ
に
つ
い
て
、

と
び
ら
の
前
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
で
き
ご
と
を
ふ
り
返
り
ま
し
た
。

思
い
や
り

親
切
や
思
い
や
り
の
心
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

し
ょ
う
ら
い
、
ど
ん
な

大お
と
な人

に
な
り
た
い
？

わ
た
し
は

や
さ
し
い
人
に

な
り
た
い
。

ぼ
く
は
強
く
て
、

や
さ
し
い
人
に
な
る
。

そ
う
い
え
ば
…
…

110
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ご
親
切
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ぼ
く
は
、

た
だ
見
て
い
る

だ
け
で
し
た
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
の
と
び
ら
の
前
で

え
い
じ
さ
ん
の
場
合

111
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や
さ
し
い
人
に
な
る
っ
て

む
ず
か
し
く
な
い
？

特と
く

別べ
つ

な
人
に

な
る
っ
て
こ
と

か
な
？

き
っ
と
、

特と
く

別べ
つ

な
こ
と
じ
ゃ
な
い
よ
。

三
人
は
、
何
か
を

思
い
出
し
た
よ
う
で
す
。

あい

えいじ

けい

22

と
び
ら
の
前
で

え
い
じ
、
あ
い
、
け
い
の
三
人
は
、
や
さ
し
さ
に
つ
い
て
、

と
び
ら
の
前
で
の
そ
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ぞ
れ
の
で
き
ご
と
を
ふ
り
返
り
ま
し
た
。

思
い
や
り

親
切
や
思
い
や
り
の
心
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

し
ょ
う
ら
い
、
ど
ん
な

大お
と
な人

に
な
り
た
い
？

わ
た
し
は

や
さ
し
い
人
に

な
り
た
い
。

ぼ
く
は
強
く
て
、

や
さ
し
い
人
に
な
る
。

そ
う
い
え
ば
…
…

110

R6SD_4n_P110-113_Tobira_v15.indd   110R6SD_4n_P110-113_Tobira_v15.indd   110 2023/07/19   22:442023/07/19   22:44

ご
親
切
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ぼ
く
は
、

た
だ
見
て
い
る

だ
け
で
し
た
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
の
と
び
ら
の
前
で

え
い
じ
さ
ん
の
場
合

111

R6SD_4n_P110-113_Tobira_v15.indd   111R6SD_4n_P110-113_Tobira_v15.indd   111 2022/03/26   14:592022/03/26   14:59

や
さ
し
い
人
に
な
る
っ
て

む
ず
か
し
く
な
い
？

特と
く

別べ
つ

な
人
に

な
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ご
親
切
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ぼ
く
は
、

た
だ
見
て
い
る

だ
け
で
し
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。
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ァ
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ラ
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昔
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ス
リ
ー
地
方
に
、
デ
ル
ス
ウ
と
い
う
年
老お

い
た
り
ょ
う
し
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

　
デ
ル
ス
ウ
が
、
ア
ル
セ
ー
ニ
エ
フ
と
い
う
地
理
学
者
に
た
の
ま
れ
て
、
山
を
案あ
ん

内な
い

し
て
歩
い
た
と
き

の
こ
と
で
す
。
デ
ル
ス
ウ
た
ち
は
、
山
お
く
の
小
さ
な
山
小
屋
で
、
ひ
と
休
み
し
ま
し
た
。
お
昼
ご
飯は
ん

を
食
べ
、
つ
か
れ
た
体
を
、
休
め
て
い
た
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
デ
ル
ス
ウ
だ
け
は
、
少
し
も
休
も
う
と
し
ま
せ
ん
。
せ
っ
せ
、
せ
っ
せ
と
、
ま
き
わ
り

を
し
て
い
ま
す
。

（�

は
て
、
お
か
し
い
な
。
も
う
す
ぐ
出
発
す
る
と
い
う
の
に
、
い
つ
ま
で
ま
き
わ
り
を
し
て
い
る
ん
だ

ろ
う
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
今
夜
、
こ
こ
へ
と
ま
る
つ
も
り
で
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。）

　
ア
ル
セ
ー
ニ
エ
フ
は
、
不ふ

思し

議ぎ

に
思
っ
て
、
た

ず
ね
る
と
、

デルスウ

アルセーニエフ

30

三
つ
の
つ
つ
み

年
老お

い
た
り
ょ
う
し
デ
ル
ス
ウ
は
、
三
つ
の
つ
つ
み
を
て
ん
じ
ょ
う
か
ら
つ
る
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
に
こ
に
こ
し
な
が
ら
ア
ル
セ
ー
ニ
エ
フ
に
答
え
ま
し
た
。

思
い
や
り

思
い
や
り
の
あ
る
行
動
と
は
、

ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
。

10 5
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﹁�

は
い
は
い
、
こ
れ
で
ま
き
わ
り
は
終
わ
り
ま
し

た
。
い
ま
、
か
た
づ
け
ま
す
か
ら
。
ち
ょ
っ
と
、

お
待
ち
く
だ
さ
い
。﹂

　
デ
ル
ス
ウ
は
、
そ
う
言
い
な
が
ら
、
た
き
ぎ
を

山
小
屋
の
中
へ
、
ど
ん
ど
ん
運
び
こ
み
ま
し
た
。

い
つ
の
間
に
こ
ん
な
に
わ
っ
た
か
と
思
う
ほ
ど
、

そ
れ
は
そ
れ
は
、
た
く
さ
ん
の
た
き
ぎ
で
す
。

﹁�

さ
あ
、
お
待
た
せ
し
ま
し
た
。
す
ぐ
、
出
発
の

用
意
を
い
た
し
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
ま
え

に
、
ひ
と
つ
か
み
ほ
ど
、
塩し
お

と
お
米
を
分
け
て

い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。﹂

　
デ
ル
ス
ウ
は
、
た
き
ぎ
を
か
た
づ
け
る
と
、
ア

ル
セ
ー
ニ
エ
フ
に
た
の
み
ま
し
た
。

�

﹁
塩し
お

と
お
米
？
　
何
に
使
う
の
か
知
ら
な
い
が
、

　
そ
れ
ぐ
ら
い
な
ら
分
け
て
あ
げ
よ
う
。﹂

10 515
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褒められたい

解 説

　このように３つの教材のねらいを並べてみると、違いが明確になり、おもしろいです。
　１つ目の教材、「ええことするのは、ええもんや！」では、マナブが、車いすに乗っているおじさんが困って
いるところに遭遇します。「目の前に困っている人がいるから親切にする」というような、対象が限定された親
切となります。行為の中身としては、最初は「褒められたいから」という動機で親切が始まります。そこから
物語の終盤で、「親切にすることそのもののよさ（ボランティアのよさ）」に気づくという構成になっています。
　２つ目の教材、「とびらの前で」では、主人公たちがそれぞれの場面で、どのような親切ができるのかを考え
る教材となります。「扉を開けて相手に譲るところを見るえいじさん」「ベビーカーを押している母親に扉を開
けるあいさん」「給食配膳室のところで、低学年に譲る３人」と、それぞれ行なっている親切の状況や中身が変わっ
てきます。相手の状況や気持ちに合わせて親切の行為が変わるということを捉える構成となっています。
　３つ目の教材、「三つのつつみ」では、デルスウが山小屋で、次に来る人のために、塩、お米、マッチの３つ
をそれぞれ包みに入れて用意します。まだ出会ったことのない人への想像力をはたらかせた親切ということに
なります。
　親切の行為の対象や中身が、教材によって変わってきていることが見て取れました。子どもにとっては、「目
の前にいる人への親切」→「状況によって変わる親切」→「まだ知らない人への親切」という教科書に掲載さ
れている順番で学習していくほうが分かりやすいでしょう。
　もし、学習する教材の順番を入れ替える場合には、「ねらいが違う」ということに留意してください。

いじめ防止ユニット「人との関わり」
　年間３回、毎学期に設定されています。

オリエンテーション「道徳の
とびら」「道徳の学び方」
　巻頭には、この１年間で学
ぶことと、学び方がセットで
示されています。

ぐっと深める
「ぐっと深める」がついた教材です。指
導をする際の参考にしてみてください。

（→本冊子 p.30〜31）

コラム「心のベンチ」
　子どもたちが自分で読んでも理解しやす
い内容となっています。いじめ防止ユニッ
ト「人との関わり」とテーマ「情報モラル」
では、このコラムが関連する教材とセット
で示されています。

（→本冊子 p.34〜35）

目
の
前
の
困
っ
て
い
る

人
へ
の
親
切

相
手
の
状
況
や
気
持
ち
が

違
う
場
面
で
の
親
切

ま
だ
出
会
っ
た
こ
と
の
な
い
人
へ

の
想
像
力
を
は
た
ら
か
せ
た
親
切
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第１章　基本編 「教科書」のここがすごい！

　この教材では、【導入】と【見
つめよう・生かそう】の発問が
セットになっています。
　これにより、１時間の学びの変
容を見取ることができます。

3 発問の基礎・基本を知ろう！

　１時間の学習の中で、どのように発問を組み込み、授

業を展開しているでしょうか。それぞれの発問の関係性

を整理して、発問を有効に行う方法を考えていきましょ

う。発問について整理したものが下の図になります。

　導入では、自分の経験を想起できるような発問をして
いきましょう。そうすることで、教材の中身をより自分
ごととして考えることができます。
　時にはアンケートを使うことも有効です。左ページの

場合だと、「①やってはいけないことを見たり、誘われ

たりしたときには注意するのが大切だと思いますか」「②

実際に注意することができましたか」などの２段階の設

問でアンケートを実施します。そうすることで、「やっ

てはいけないと認識しながらも、注意することができな

かった」ということが浮き彫りになるでしょう。

　導入で発問したことは、展開の段階でもう一度問うよ
うにしていきます。そうすることで、教材を通してどの

ように思考が変容したかを見取ることができます。子ど

もはもう一度問われることで、学びを自覚することがで

きます。

　中心発問以外の発問は、中心発問をより効果的にする
役割があります。また、子どもの思考を深め、授業を展
開しやすくするために設定しています。
　例えば、左ページの場合、「『さっちゃんもいっしょに

やろうよ。』とユミに誘われたとき、さち子はどんなこ

とを考えたでしょう。」という発問は葛藤の中身を考え

る発問となっています。ここで葛藤の中身を考えること

によって、中心場面でさち子が「軽々しく断ったのでは

ない」ということに気づけるはずです。

　「ユミの手紙を読んで、ほっと笑顔になったさち子は、

どんなことを考えたでしょう。」という発問は、中心場

面で断ることができたことのよさについて考えていま

す。この発問から子どもは、「やってはいけないことを

見た際には、見て見ぬふりをしないというよさ」に気づ

くことができます。

　このように、上記２つの発問の間に中心発問を挟むこ

とによって、中心発問がより効果的になるようにしてい

ます。授業の展開によっては、これらの発問を削り、中

心発問でのやり取りで子どもの思考を深めるということ

も考えられるでしょう。

導入POINT❶

展開POINT❷

　教材を通していちばん思考を深めたいところを問うの
が中心発問となります。ここには、たっぷりと時間をか
けるようにしましょう。
　今回の教材の場合では、役割演技を取り入れる方法も

あります。「いや」と言って断る場面を演じ、そのあと

に「さち子は、どういう思いで断ったか」ということを

子どもにインタビュー形式で尋ねていきます。

　中心発問をする場面では、「問い返し発問」をするな

どして、思考を深めることを意識していきます。「さち

子は断ったけど、『欲しい』という思いは完全に消えた

のかな」「断るときに『友達関係が悪くなる』って思わ

なかったのかな」などと、子どもの思考を揺さぶるよう

な問いかけをしていきます。

　「見つめよう・生かそう」は、自分の学びを言語化し
て、自己のよりよい生き方に生かそうとするための発問
です。ポイントとしては、「教材の中身の振り返りに終
始しない」ということに気をつけましょう。
　例えば、「さち子は、迷いながらも最後に断れてよかっ

たと思う」などの振り返りだと、教材に対する感想で終

わってしまうことになります。

　そこで、「お話全体を通して、正しいと思ったことを

行うには、どんなことが大切だと考えたか」などを振り

返っていきます。

　ただし、教材の感想を書いてはいけない、ということ

ではありません。「さち子は、迷いながらも最後は断れ

ていた。自分もさち子のように迷ったとしても、正しい

と思ったことはやり通したい」というように、教材から

考えたことを自分の生活経験に結びつけて考えられると

理想的です。

　終末では、オルゴールを流しながら雰囲気をつくって、

学習したことに関連する詩を読んだり、教師自身の体験

や思い出を語ったりするなど、余韻を残して終えるのも

おすすめです。

考えてみよう（中心発問）POINT❸

見つめよう・生かそうPOINT❹

終末
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終 末

　中心発問の前後の発問（基
本発問）は中心発問を補強
するための発問といえます。
　この発問は削る場合もあ
ります。

　教材を通して学習する中で、
いちばん考えを深めたいところ
です。ここには、たっぷりと時
間をかけるようにしましょう。

展開POINT❷ 考えてみよう（中心発問）
POINT❸

導入POINT❶

授業の流れ　４年「５ さち子のえがお」の例

　「教材を学習して
考えたこと」と「自
分の経験から考えた
こと」を全部合わせ
て、振り返りをしま
す。

見つめよう・生かそう
POINT❹
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第１章　基本編 「教科書」のここがすごい！

「場面絵・顔絵データ」のダウンロード

　場面絵・顔絵（挿絵）が本当に使いやすくなりました。

副読本しかなかったときは、場面絵・顔絵を印刷するた

めには、コピーにコピーを重ねて拡大するしか手段があ

りませんでした。

　しかしいまでは、『指導者用デジタル教科書（教材）』

から、場面絵・顔絵の印刷もすぐにできるようになりま

した。これを有効に活用しない手はありません。では、

場面絵・顔絵の印刷方法と活用方法を確認していきま

しょう。

　さて、黒板に場面ごとに貼っていくことだけが、場面

絵・顔絵の活用というわけではありません。場面を比較

したり、登場人物の関係性を整理したりと、活用方法は

たくさんあります。また、場面絵・顔絵の活用というと

低学年を思い浮かべがちですが、高学年でも教材に対す

る理解や気づきが促されることがありますので、積極的

に活用してみてください。

場面絵・顔絵は重要アイテム！4
場面絵・顔絵の活用パターン

❶ ❷ ❸

❹

　指導者用デジタル教科書（教材）の、

❶�ツールバーの中にある、「どうぐ」

のアイコンをクリックします。

❷�「データ集」のアイコンをクリック

します。

❸�「デジタルデータ集」の中の「場面絵・顔絵デー

タ」のボタンをクリックすると、該当学年分の

データが一括でダウンロードされます。

❹�教材ごとにフォルダ分けされているので、必要

な場面絵・顔絵を印刷します。

５年「16 真由、班長になる」の板書です。宿泊学習の１日目に班内で意見が食い違い、うまくいかない場面と、
２日目に班活動がうまくいった場面を対比して、なぜ２日目はうまくいったのかを考えます。場面絵を横に並べる
ことで、対比することが容易になります。

４年「９ いのりの手」の板書です。ハンスとデューラーという実在した人物の友情を描いた教材です。ここでは、
ハンスとデューラーの互いへの思いを考えた後、２人の思いが「祈る手」に込められているということが分かるよ
うな構図で場面絵と顔絵を活用しています。

５年「４ やさしいユウちゃん」の板書です。この教材では、最初、「面倒を見ることが優しい人」だと考えていた
ユウちゃんが、お話を通して「見守ることが優しい人」というふうに変わっていく過程が描かれています。同じユ
ウちゃんとハルカの顔絵を２枚ずつ用意し、それぞれの変化について考えました。

※�デジタルデータ集には、ほかにも活用できる資料がた

くさん用意されています。ぜひチェックしましょう！

対比から
問題解決的に
学習を進める

２人の思いが
思いが合体！

同じ顔絵を
２度使うことで
分かりやすい！

いのる手
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第２章　基本編 「指導書」のここがすごい！ 

　みなさんは指導書を活用していますか。指導書には、

ねらい、発問、板書例、デジタルコンテンツの活用、評

価の視点などが載っています。道徳の授業に苦手意識を

もっている先生でも、指導書を読んで授業をすれば、一

通りの授業ができるという仕様になっています。

　ここでは、あらためて指導書の内容を詳しく見ていき

ましょう。

指導書を使いこなすには？1 　ねらいは、授業を組み立てるうえで、いちばん大切な
要素です。必ず確認するようにしておきましょう。
　特に着目したいところが文末の表現です。文末の表現

は大きく分けて３つあります。

　これらは道徳性の諸様相である「道徳的判断力」「道

徳的心情」「道徳的実践意欲と態度」に合わせて表現さ

れています。

　左ページで紹介した２年の教材「２ 金の　おの」の

場合、ねらいは「正直な人に対しては褒めてあげたい、

反対にうそをついた人に対しては少し懲らしめなくては

という気持ちになることから、正直に対する判断力を育

てる」とあります。そのため、この教材では「道徳的判

断力」を育成することが分かります。

　ねらいによって、授業の展開が変わってくることにな

るので、文末の表現を確認しておくとよいでしょう。

　発問は、基本的には「導入の発問」「教材に関する発問」

「自分ごとにして考える発問」という形で構成されてい

ます。

　「教材に関する発問」では、３つ程度の発問が用意さ

れています。子どもの実態によっては、発問の中身を変

更したり、発問数を減らしたりするとよいでしょう。

　授業をうまく展開させていくこつ
4 4

としては、発問をし
た後の子どもとのやり取りの部分になってきます。そこ

で、発問の直後に書かれている「予想される児童の発言」

（「・」で示されている発言）を読んで、子どもからどの
ような答えが返ってくるのかのイメージを膨らませてお
くとよいでしょう。
　「こういう答えが返ってきたら、このように問い返そ

う」などと、問い返し発問もイメージができたら、話合

いのレベルが一段階引き上がることになります。ぜひ、

授業をする前に子どもから出てくるであろう意見を指導

書を見ながら予想してみてください。

ねらいPOINT❶

• 〜するための判断力を育てる。
• 〜しようとする心情を育てる。
• �〜しようとする意欲を育てる。〜しようとす
る態度を育てる。

発問POINT❷

　発問と連動した板書例が掲載されています。だいたい
で構いませんので、どのくらいのスペースにどの発問の
ことを書くのかということを確認して、見通しをもつよ
うにできるとよいでしょう。
　指導書には、基本的に縦書きの板書例が示されていま

す。しかし、道徳は国語と違って、文章の読み取りをす

るわけではないので、場合によっては横書きで板書をし

ていくこともおおいに考えられます。

　主人公の心情を追う展開では縦書きで行い、場面や人

物の比較をする教材や、イメージを広げる教材なら横書

きで行うなど、教材によって使い分けていくのもよいで

しょう。あとのページに横書きの板書例を示しています

ので、そちらもご確認ください。

　今回の改訂で、デジタルコンテンツが非常に充実しま

した。教材ごとに、以下のようなものがあります。

〈教科書QRコンテンツ〉

・心情メーター

・シンキングツール

• 朗読音声　

• ワークシート

• 教材のアニメーション

• 画像など

〈指導者用デジタルコンテンツ〉

• 教材のアニメーション

• 実際の様子が分かる映像資料

• 効果音

• 関連情報へのリンクなど

　これらのものがあらかじめ用意されているおかげで、

教材準備の時間を大幅に短縮できます。

　ぜひ、教材研究をする際には、真っ先に「デジタルコ
ンテンツ」の一覧や「デジタルコンテンツの活用」のコー
ナーに目を通してみてください。

板書例POINT❸

デジタルコンテンツの活用POINT❹

板
書
例

　
あ
る

　
日
の

　
こ
と
で
す
。

　
池い

け

の

　
近ち
か

く
で
、
木
を

　
切き

っ
て

　
い
た

　
き
こ
り
が
、
う
っ
か
り

　

手
を

　
す
べ
ら
せ
て
、
お
の
を

　
池い

け

に

　
お
と
し
て

　
し
ま
い
ま
し
た
。

　
き
こ
り
が

　
こ
ま
っ
て

　
い
る
と
、
池い

け

の

　
中
か
ら
、

か
み
さ
ま
が
、
金
の

　
お
の
を

　
も
っ
て

　
あ
ら
わ
れ
、

「
お
と
し
た
の
は

　
こ
の

　
お
の
か
。」

と
、
き
こ
り
に

　
た
ず
ね
ま
し
た
。

「
そ
ん
な

　
り
っ
ぱ
な

　
お
の
で
は

　
あ
り
ま
せ
ん
。」

金
の

　
お
の

池い
け

の

　
か
み
さ
ま
が

　
金
の

　
お
の
を

　
も
っ
て
、「
こ
の

　
お
の
か
。」
と

　

た
ず
ね
ま
し
た
。
き
こ
り
は
、

　
自じ

分ぶ
ん

の

　
お
の
で
は

　
な
い
と

　
答こ
た

え
ま
し
た
。

正し
ょ
う

直じ
き

な

　
心

こ
こ
ろ

きこり

かみさま

2

となりに
すむ　きこり

う
そ
を

　つい
た
り
、
ご
ま
か
し
た
り

　した
く

　

な
る
の
は

　どん
な

　とき
で
し
ょ
う
。
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　�

　
　
　金
や
銀
の
お
の
を
「
わ
た
し
の
お
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。」
と
言
っ
た
一
人
め
の
き
こ
り
は
、
ど
ん
な

思
い
で
言
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
・
欲
し
い
け
ど
、
自
分
の
物
で
は
な
い
な
。

　
・
こ
ん
な
高
い
物
は
も
ら
え
な
い
。

　
・
神
様
に
う
そ
を
つ
い
た
ら
罰
が
当
た
る
か
も
。

　
・
自
分
の
物
で
は
な
い
の
に
う
そ
は
つ
け
な
い
。

○�

　
欲
し
い
気
持
ち
も
あ
る
が
、
正
直
に
し
よ
う
と
す
る

き
こ
り
の
行
動
の
基
に
あ
る
思
い
を
考
え
さ
せ
る
。

発
問
①

　�

　
　
　お
の
を
池
に
投
げ
込
み
、
金
の
お
の
を
「
わ
た

し
の
お
の
で
す
。」
と
言
っ
た
二
人
め
の
き
こ
り
に
は
、

ど
ん
な
思
い
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
・
僕
も
金
の
お
の
が
欲
し
い
。

　
・
隣
の
き
こ
り
ば
っ
か
り
ず
る
い
。

　
・
お
の
を
売
っ
た
ら
大
金
持
ち
に
な
れ
る
ぞ
。

○�

　
う
そ
を
つ
い
て
し
ま
う
隣
の
き
こ
り
の
考
え
を
通
し

て
、
正
直
に
行
動
で
き
な
い
と
き
の
多
様
な
考
え
方
や

感
じ
方
を
引
き
出
す
。

発
問
②

　�

　
　う
そ
を
つ
い
た
り
、
ご
ま
か
し
た
り
し
た
く
な
る
の

は
ど
ん
な
と
き
で
し
ょ
う
。

　
　
・
怒
ら
れ
そ
う
な
と
き
。

　
　
・
う
そ
を
つ
い
た
ほ
う
が
得
に
な
る
と
き
。

　
　
・
本
当
の
こ
と
を
言
う
と
は
ず
か
し
い
と
き
。

導
入

○�

　
う
そ
を
つ
い
た
り
、
ご
ま
か
し
た
り
し
て
し
ま
う
と
き

の
状
況
を
想
起
す
る
こ
と
で
、
正
し
い
と
わ
か
っ
て
い
て

も
正
直
に
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
さ

せ
る
。

●�

　
教
材
提
示
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン（
Ｑ
Ｒ
コ
ン
テ
ン
ツ
）

を
活
用
す
る
。

 

教
材
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

 

朗
読
音
声

 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト

 

場
面
絵
・
顔
絵

ね ら い

主
題
名

正
直
な
　
心

指導時期の目安
４月第３週

2

内
容
項
目:

Ａ 

正
直
、
誠
実

金
の
　お
の

　
正
直
な
人
に
対
し
て
は
褒
め
て
あ
げ
た
い
、
反
対
に
う
そ
を
つ
い
た
人
に
対

し
て
は
少
し
懲
ら
し
め
な
く
て
は
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
こ
と
か
ら
、
正
直
に

対
す
る
判
断
力
を
育
て
る
。

デジタルコンテンツ

指導者用

教科書QR

だ
い
○
回
　
ど
う
と
く

だ
い
○
回
　
ど
う
と
く  

金
の
　
お
の

金
の
　
お
の

・
正
直
に
言
っ
た
か
ら
え
ら
い
。

・
正
直
に
言
っ
た
か
ら
え
ら
い
。

・
ご
ほ
う
び
を
あ
げ
た
い
。

・
ご
ほ
う
び
を
あ
げ
た
い
。

・
こ
れ
か
ら
も
正
直
で
い
て
ほ
し
い
。

・
こ
れ
か
ら
も
正
直
で
い
て
ほ
し
い
。

・
う
そ
を
つ
い
た
か
ら
。

・
う
そ
を
つ
い
た
か
ら
。

・
う
そ
つ
き
の
き
こ
り
は
い
や
だ
。

・
う
そ
つ
き
の
き
こ
り
は
い
や
だ
。

・
こ
ら
し
め
て
や
り
た
い
。

・
こ
ら
し
め
て
や
り
た
い
。

・・  

ほ
し
い
け
ど
、
自
分
の
で
は
な

ほ
し
い
け
ど
、
自
分
の
で
は
な

い
な
。

い
な
。

・・  

か
み
さ
ま
に
う
そ
は
つ
け
な
い
。

か
み
さ
ま
に
う
そ
は
つ
け
な
い
。

・・  

自
分
の
で
は
な
い
か
ら
正
直
に

自
分
の
で
は
な
い
か
ら
正
直
に

言
わ
な
く
て
は
。

言
わ
な
く
て
は
。

・・  

ぼ
く
も
金
の
お
の
が
ほ
し
い
。

ぼ
く
も
金
の
お
の
が
ほ
し
い
。

・・  

と
な
り
の
き
こ
り
ば
っ
か
り
ず

と
な
り
の
き
こ
り
ば
っ
か
り
ず

る
い
。

る
い
。

・・  

お
の
を
売
っ
た
ら
大
金
も
ち
に

お
の
を
売
っ
た
ら
大
金
も
ち
に

な
れ
る
。

な
れ
る
。

発
問
①
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あ
る

　
日
の

　
こ
と
で
す
。

　
池い

け

の

　
近ち
か

く
で
、
木
を

　
切き

っ
て

　
い
た

　
き
こ
り
が
、
う
っ
か
り

　

手
を

　
す
べ
ら
せ
て
、
お
の
を

　
池い

け

に

　
お
と
し
て

　
し
ま
い
ま
し
た
。

　
き
こ
り
が

　
こ
ま
っ
て

　
い
る
と
、
池い

け

の

　
中
か
ら
、

か
み
さ
ま
が
、
金
の

　
お
の
を

　
も
っ
て

　
あ
ら
わ
れ
、

「
お
と
し
た
の
は

　
こ
の

　
お
の
か
。」

と
、
き
こ
り
に

　
た
ず
ね
ま
し
た
。

「
そ
ん
な

　
り
っ
ぱ
な

　
お
の
で
は

　
あ
り
ま
せ
ん
。」

金
の

　
お
の

池い
け

の

　
か
み
さ
ま
が

　
金
の

　
お
の
を

　
も
っ
て
、「
こ
の

　
お
の
か
。」
と

　

た
ず
ね
ま
し
た
。
き
こ
り
は
、

　
自じ

分ぶ
ん

の

　
お
の
で
は

　
な
い
と

　
答こ
た

え
ま
し
た
。

正し
ょ
う

直じ
き

な

　
心

こ
こ
ろ

きこり

かみさま

2

となりに
すむ　きこり

う
そ
を

　つい
た
り
、
ご
ま
か
し
た
り

　した
く

　

な
る
の
は

　どん
な

　とき
で
し
ょ
う
。
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　�

　
　
　
　
　
　
　
　�

　神
様
が
、
正
直
に
言
っ
た
き

こ
り
に
三
本
の
お
の
を
あ
げ
、
う
そ
を
つ
い
た
き
こ
り

に
お
の
を
返
さ
な
か
っ
た
の
は
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
。

　
・�

正
直
に
言
っ
た
き
こ
り
を
え
ら
い
と
思
っ
て
ご
褒
美

を
あ
げ
た
か
っ
た
。

　
・�

う
そ
を
つ
い
た
き
こ
り
は
嫌
だ
と
思
っ
た
。

　
・�

う
そ
を
つ
い
た
き
こ
り
に
、
う
そ
は
だ
め
だ
と
教
え

た
か
っ
た
。

　
・�

最
初
の
き
こ
り
に
は
、
こ
れ
か
ら
も
正
直
で
い
て
ほ

し
い
と
思
っ
た
。

○�

　
神
様
の
目
か
ら
、
正
直
な
き
こ
り
と
う
そ
つ
き
の
き

こ
り
が
ど
う
見
え
る
の
か
を
話
し
合
い
、
正
直
に
言
っ

て
も
ら
っ
た
と
き
や
う
そ
を
つ
か
れ
た
と
き
の
気
持
ち

を
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
正
直
や
う
そ
に
つ
い
て
客
観

的
に
話
し
合
え
る
よ
う
に
す
る
。

★�

　
正
直
に
対
す
る
神
様
の
考
え
や
判
断
に
つ
い
て
考
え

て
い
る
か
。〈
発
言
〉

発
問
③
・
考
え
て
み
よ
う

　�

　
　
　
　
　
　
　
　
　正
直
に
言
う
こ
と
が
で
き
た
と

き
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
、

ど
ん
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
か
。

　
・�

宿
題
を
忘
れ
た
と
き
に
、
自
分
か
ら
先
生
に
言
っ
た

ら
あ
ま
り
叱
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
安
心
し
た
。

　
・�

大
切
な
花
を
折
っ
た
と
き
、
正
直
に
話
し
て
す
っ
き

り
し
た
。

○�

　
単
に
生
活
経
験
を
想
起
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の

と
き
の
気
持
ち
も
振
り
返
ら
せ
、
う
そ
や
ご
ま
か
し
を

し
な
い
大
切
さ
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ
せ
る
。

★�

　
う
そ
や
ご
ま
か
し
を
せ
ず
生
活
す
る
こ
と
の
大
切
さ

に
つ
い
て
、
自
分
と
の
関
わ
り
で
考
え
を
深
め
て
い
る

か
。〈
道
徳
ノ
ー
ト
・
発
言
〉

見
つ
め
よ
う
・
生
か
そ
う

　�

　
　教
師
が
正
直
に
し
て
「
よ
か
っ
た
」
と
思
っ
た

体
験
な
ど
を
語
る
。

　
　
・�

家
族
が
留
守
の
と
き
に
、
家
で
大
切
に
し
て
い

る
置
き
物
を
引
っ
掛
け
て
倒
し
て
割
っ
て
し

ま
っ
た
。
み
ん
な
が
帰
っ
て
く
る
ま
で
心
が
重

か
っ
た
。
つ
ら
い
気
持
ち
に
耐
え
ら
れ
な
く

な
っ
た
の
で
正
直
に
話
し
た
ら
す
っ
き
り
し

た
。
正
直
に
話
し
た
こ
と
を
褒
め
て
も
ら
え
た
。

　
○�

　
余
韻
を
も
っ
て
終
わ
る
。

終
末

デジタルコンテンツの活用
アニメーション「金のおの」（ＱＲ）
　教材提示の際に、アニメーションで物語を
示す。絵が動くことにより、教材の世界に入
り込むことができ、登場人物に自我関与しな
がら聞くことができる。

だ
い
○
回
　
ど
う
と
く

だ
い
○
回
　
ど
う
と
く  

金
の
　
お
の

金
の
　
お
の

・
正
直
に
言
っ
た
か
ら
え
ら
い
。

・
正
直
に
言
っ
た
か
ら
え
ら
い
。

・
ご
ほ
う
び
を
あ
げ
た
い
。

・
ご
ほ
う
び
を
あ
げ
た
い
。

・
こ
れ
か
ら
も
正
直
で
い
て
ほ
し
い
。

・
こ
れ
か
ら
も
正
直
で
い
て
ほ
し
い
。

・
う
そ
を
つ
い
た
か
ら
。

・
う
そ
を
つ
い
た
か
ら
。

・
う
そ
つ
き
の
き
こ
り
は
い
や
だ
。

・
う
そ
つ
き
の
き
こ
り
は
い
や
だ
。

・
こ
ら
し
め
て
や
り
た
い
。

・
こ
ら
し
め
て
や
り
た
い
。

・・  

ほ
し
い
け
ど
、
自
分
の
で
は
な

ほ
し
い
け
ど
、
自
分
の
で
は
な

い
な
。

い
な
。

・・  

か
み
さ
ま
に
う
そ
は
つ
け
な
い
。

か
み
さ
ま
に
う
そ
は
つ
け
な
い
。

・・  

自
分
の
で
は
な
い
か
ら
正
直
に

自
分
の
で
は
な
い
か
ら
正
直
に

言
わ
な
く
て
は
。

言
わ
な
く
て
は
。

・・  

ぼ
く
も
金
の
お
の
が
ほ
し
い
。

ぼ
く
も
金
の
お
の
が
ほ
し
い
。

・・  

と
な
り
の
き
こ
り
ば
っ
か
り
ず

と
な
り
の
き
こ
り
ば
っ
か
り
ず

る
い
。

る
い
。

・・  

お
の
を
売
っ
た
ら
大
金
も
ち
に

お
の
を
売
っ
た
ら
大
金
も
ち
に

な
れ
る
。

な
れ
る
。
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【
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
】

　
そ
の
教
材
に
用
意
さ
れ
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
コ
ン

テ
ン
ツ
の
一
覧
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　デジタルコンテンツの活用例が掲載さ
れています。

　ねらいは授業の計画を立てるうえで、最
も重要な要素です。必ず確認しましょう。

　指導書（朱書・板書編）では、本文に即して、
発問と板書が連動して掲載されています。子ども
がどのように返答するかイメージしながら読み進
めていきましょう。

　板書計画が掲載されています。学習の
流れに沿った板書となっていますので、
発問との関連を確認しておきましょう。

デジタルコンテンツの活用POINT❹ ねらいPOINT❶

発問POINT❷板書例POINT❸

指導書（朱書・板書編）２年p. ８〜９「２ 金の　おの」
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第２章　基本編 「指導書」のここがすごい！ 

2「ねらい」を意識して授業を考えよう！
　みなさんは、指導書を見るとき、最初にどこを見てい

ますか。授業がすぐにできるように「発問」や「板書」

の内容を最初に確認する方も多いかもしれません。

　しかし、実際には最初に確認してほしいところは「ね

らい」の部分です。「ねらい」によって授業の展開が変

わるからです。６年の教材「ロレンゾの友達」を例に、

発問の違いについて考えてみましょう。

　指導書に掲載されているねらいの様相は、「心情を育

てる」となっています。それに伴い、発問は①「３人の
気持ち」②「３人の考え」③「３人の思い」を考える展
開となっています。①から③はそれぞれ以下の役割があ

ります。

　①は、ロレンゾに会いたいけれど、彼が悪いことをし

たのではないかという疑いについて考える発問です。

　②は、ロレンゾのことを心配しつつも、ロレンゾが罪

を犯していたとしたらどうすればよいのかという葛藤を

考える発問です。

　③では、「罪を犯したと疑ったことを言わない」選択

をした心の内を考える発問です。

　これらのように、友達の心情の移り変わりを捉えてい

くことで、友情を育むために大切な心情とはどのような
ものかについて考える展開となっています。

　「友情を深めるためには、どんなことを大切にしたら
よいか」ということを判断する展開です。

　①は、「友情を大切にしている考えはどれか」を問う

発問です。

　②は、かしの木の下で話したことを言うか言わないか

を判断する発問です。

　このように、「判断力を育てる」をねらいとする授業

で気をつけたいのは、どの選択肢を選んでも「正解」は

ないということです。逆にいうと「不正解」もないとい

うことです。

　「友情、信頼」をテーマにして考える以上、ある子ど

もは、「お金を持たせてだまって逃がしてやる」といっ

たアンドレに共感を示すかもしれません。

　社会通念上は、逃亡の手伝いをすると共犯となり、よ

くないことは明確なのですが、「友情、信頼」というこ

とを考えるうえでは、その選択をした子どもも否定され

るものではありません。

　指導書では、「かしの木の下で話し合ったことを口に

しなかったのは、３人にどんな思いがあったからでしょ

う」を発問としています。②では、「言うか、言わないか」

と問い、その理由を問う展開です。

　「言わない」の思いについては、指導書の通りですが、

「心情を育てる」場合の展開例POINT❶

「判断力を育てる」場合の展開例POINT❷

あえて「言う」を選択する子どももいるかもしれません。

正直に打ち明けたうえで、真
しん

摯
し

に謝ったほうが友情が育

まれるという判断も間違いではないでしょう。

　「友情を深めたい」という実践意欲と態度を育てる展
開となっています。

　①は、「ロレンゾのことを疑う気持ちもあるけれど、

根本では信じたい」という心情について考える発問です。

　②は、この経験をした後、３人の友情に対する考え方

がどのように変わったかを問う発問です。

　これらの発問は、「〜したい」というロレンゾの友達

の願いを尋ねています。①では、「信じたい」というと

ころを尋ねる発問、②では、この経験を通じて「友達を

信じることが友情を深めることにつながる」と考えられ

るような内容の発問となります。

　どの展開で授業を行う際にも、導入や展開の段階では、

「友情を深めるためには」というテーマに沿った発問を

されていると思います。

　しかし、ねらいによって教材の中身に対する発問が変

わる、ということも頭に入れておいてください。

　学級の実態に応じてねらいを変えていき、そのねらい
に合わせて発問を考えることで、より学級の実態に合っ
た授業ができるでしょう。

「実践意欲と態度を育てる」場合の展開例POINT❸

①�ロレンゾから「再会したい」という手紙をもらって相談する３人はどんな

気持ちだったでしょう。

②�眠れないまま夜を明かした３人は、どんなことを考えていたのでしょう。

③�かしの木の下で話し合ったことを口にしなかったのは、３人にどんな思い

があったからでしょう。

①�友達のことをいちばん考えているのは３人のう

ち、誰でしょうか。

②�あなたなら、かしの木の下で話し合ったことを

「言う」か「言わない」か、どうしますか。

①�３人はロレンゾから手紙をもらったとき、ロレ

ンゾに対してどんなことを思ったでしょう。

②�この経験を通して、ニコライ、サバイユ、アン

ドレの「友達を思う気持ち」はどのように変わっ

ていくでしょう。

�「心情を育てる」場合の展開（発問）例�
（指導書に掲載されている発問）

POINT❶

�「判断力を育てる」場合の
展開（発問）例

POINT❷ �「実践意欲と態度を育てる」�
場合の展開（発問）例

POINT❸

教　　　　材：６年「16 ロレンゾの友達」

教材について：�ロレンゾの友達であるアンドレ、サバイユ、ニコライは、幼なじみのロレンゾから手紙を受け取り、

彼に対してどのように対応するかに頭を悩ませています。ロレンゾは会社のお金を持ち逃げした疑

いをかけられていますが、実際は無実です。この状況において、３人がとった行動が友情にどのよ

うな影響を及ぼしているかを考える教材です。

内 容 項 目：Ｂ 友情、信頼

ね　 ら　 い：�互いに信じ合い、相手の気持ちや立場を考え、自分にできることをしようとすることが友情を育む

ことに気づき、互いに信頼し、友情を深めようとする心情を育てる。

ロレンゾ アンドレ サバイユ ニコライ

学級の実態は…？

「心情を育てる」
発問

「実践意欲と
態度を育てる」

発問
「判断力を育てる」

発問

？
？

？
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第２章　基本編 「指導書」のここがすごい！ 

「山場」を意識した授業とは？3
　道徳の授業をするうえで、悩みとしてよく聞くのが、

「授業の展開がぶつ切りになる」というものです。下の

図「山場のない授業」のように、場面①で、発問①をし

て、場面②で、発問②をして、場面③で……と繰り返し

ていくうちに、展開がぶつ切りになってしまう、という

ものです。

　では、展開がぶつ切りになってしまうと、どのような

問題があるのでしょうか。問題は２つあります。

　１つ目の問題は、その教材を通して考えたいねらいに

迫りにくいということが挙げられます。ぶつ切りになる

から、なかなか思考を深めるというところまで、授業が

到達しないのです。

　２つ目の問題は、授業が平坦になってしまい、おもし
ろみに欠けるということが挙げられます。どの発問も重

みが同じになってしまい、どこを重点的に考えるのかが

分からなくなってしまいます。

　この問題を解決するために意識してほしいのが「山場」

の存在です。下の図を見ながら確認していきましょう。

　授業の「ねらい」を達成するために、いちばん話合い
を深めたいところを山場に設定していきます。
　指導書を確認すると、１つの教材の中に、導入の発問

と「見つめよう・生かそう」の発問のほかに、発問が３

つもしくは４つあることが分かります。

　教科書や指導書の中には「考えてみよう」という発問

が書かれています。山場の発問としてこの発問をすれ

ば、自然とねらいを達成できるように構成されています。

（もっとも、「考えてみよう」以外は山場の発問になり得

ないのかというと、そういうわけではありません。12

〜13ページで述べたように、「ねらい」が変わってくる

と展開も変わってくることになりますので、その場合は

山場の発問も変わってくることはおおいにありえます。）

　まず大切にしてほしいことは、子どもがじゅうぶんに
考える時間を確保するということです。
　例えば、左ページの図「山場のある授業」のところで

は、発問②が「山場の発問」ということになります。発

問①、②、③で、それぞれ話合いの時間を10分ずつ取っ

て、合計30分にするのではなく、発問①は５分、発問

②は15分、発問③は10分とするなど時間配分を変えて、

じっくりと山場で話し合う時間を確保できるようにして

いきます。

　また、「山場」では、できる限り「書く活動」も取り

入れたいです。「話す」と比べると「書く」は一段階思

考レベルが上がる活動となりますが、「書く」ことにより、

自分の思考が整理され、一段階深い思考へとたどりつく

ことができるからです。（→本冊子p.36「別冊『道徳ノー

ト』で学びを振り返る！」）

　山場の発問をして、話合い活動をする際には、子ども
との対話を楽しむようにしていきたいです。
　そこで、指導書を見ながら、子どもがどのような発言

をするのかについてあらかじめイメージを膨らませるよ

うにしておきます。

　６年の教材「20 手品師」を例に考えます。指導書には、

山場をどこに設定する？POINT❶

山場の発問のこつ
4 4

は？POINT❷

山場の発問の準備POINT❸

「考えてみよう」の発問として「たった一人のお客様の

男の子の前で、手品を演じているときの手品師は、どん

な気持ちだったでしょう」という発問が載っています。

　それに対して、

という「予想される児童の発言」が載っています。

　ここで、それぞれに対して、教師がどのような問い返

しをしていくかを想定してみましょう。

　○アに対して

　

　○イに対して

　

　○ウに対して

　

　このように、問い返していく発問のことを「問い返し

発問」といいます。問い返し発問で、子どもの思考を揺

さぶるからこそ、だんだんと深い思考になっていきます。

　以上、授業の山場について解説しました。「山場をど
こに設定するのか」「時間配分はどうするのか」「子ども
の発言に対してどのように問い返すのか」この３点を意
識すると、山場での話合いが盛り上がっていきます。

本当によかったのかな。これまで
ずっと夢見ていた大舞台なんだよ。

もしも、この約束のほうがあとに
されたものだったら手品師はどちら
を優先していたのかな。

自分に誠実ってどういうこと？ 手品
師は、大劇場で手品をすることを諦
めたけど、それって誠実って言えるの
かな。

発問①

学習展開

発問③

場面①

発問②

場面② 場面③

発問①

発問②

山場

発問③

場面① 場面② 場面③
学習展開

●山場のない授業

●山場がある授業

山場がないと、場面ごとの発問を淡々とする展開になり、展開がぶつ切りの授業になってしまう。

山場があると、中心場面に対して思考を深めようという意識がはたらき、場面や発問が連続性をもつようになる。

○ア チャンスは逃したけれど、これ
でよかった。

○イ 約束を守ってよかったな。この
笑顔が見たかった。

○ウ 自分に誠実に行動してよかった。
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4 板書は「みんなのノート」である！

　道徳の板書は、他教科の板書と比べて何が違うので

しょうか。まず、第一に違う点は、「板書は写すために

あるのではない」というところです。道徳の授業では、

学習したことがテストに出てくるわけではありません。

よって、「語句を覚えるために、板書されていることを

ノートに写すという作業はない」ということを念頭にお

いておいたほうがよいでしょう。

　では、何のために板書をするのでしょうか。それは、

話合いを記録したり、整理したりするためです。いわば

板書は「みんなのノート」なのです。

　ここでは板書の基本の型について確認しましょう。

第
○
回
　
ど
う
と
く

第
○
回
　
ど
う
と
く 

ご
め
ん
ね
、
サ
ル
ビ
ア
さ
ん

ご
め
ん
ね
、
サ
ル
ビ
ア
さ
ん

○○ 

動
物
や
植
物
を
育
て
た
と
き

動
物
や
植
物
を
育
て
た
と
き

　
・
　
・ 

生
活
科
「
ア
サ
ガ
オ
」
水
や
り
が
た
い
へ
ん
。

生
活
科
「
ア
サ
ガ
オ
」
水
や
り
が
た
い
へ
ん
。

　
・
　
・ 

犬
の
さ
ん
ぽ
　
い
や
な
と
き
も
あ
る
。

犬
の
さ
ん
ぽ
　
い
や
な
と
き
も
あ
る
。

　
・
　
・ 

花
（
家
で
）　
き
れ
い
な
花
が
さ
い
て
ほ
し
い
。

花
（
家
で
）　
き
れ
い
な
花
が
さ
い
て
ほ
し
い
。

五
月
の
「
わ
た
し
」

五
月
の
「
わ
た
し
」

六
月
の
「
わ
た
し
」
…

六
月
の
「
わ
た
し
」
… 

よ
う
す
を
見
に
行
か
な
く
な
る
。

よ
う
す
を
見
に
行
か
な
く
な
る
。

わ
す
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

わ
す
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

七
月
の
「
わ
た
し
」
…

七
月
の
「
わ
た
し
」
… 

暑
く
て
見
に
行
く
の
も
い
や
。

暑
く
て
見
に
行
く
の
も
い
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
や
り
を
一
日
の
ば
し
に
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
や
り
を
一
日
の
ば
し
に
。

　
　
　
　
　
　
　
・
花
も
つ
ぼ
み
も
落
ち
て
。

　
　
　
　
　
　
　
・
花
も
つ
ぼ
み
も
落
ち
て
。

　
　
　
　
　
　
　
・
葉
っ
ぱ
も
ち
ぢ
れ
て
。

　
　
　
　
　
　
　
・
葉
っ
ぱ
も
ち
ぢ
れ
て
。

　
　
　
　
　
　
　
・
今
に
も
か
れ
そ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
・
今
に
も
か
れ
そ
う
。

　
　
　
　
　
　
お
母
さ
ん
「
お
花
の
気
持
ち
に
な
っ
て
」

　
　
　
　
　
　
お
母
さ
ん
「
お
花
の
気
持
ち
に
な
っ
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
←

　
　
　
　
　
　
　
　
　
←

○○ 

花
の
世
話
を
す
る
と
き
に
た
い
せ
つ
な
こ
と

花
の
世
話
を
す
る
と
き
に
た
い
せ
つ
な
こ
と

　
・
　
・ 

自
分
か
っ
て
な
気
持
ち
で
育
て
て
は
い
け
な
い
。

自
分
か
っ
て
な
気
持
ち
で
育
て
て
は
い
け
な
い
。

　
・
　
・ 

花
の
命
を
育
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
お
世

花
の
命
を
育
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
お
世

話
を
や
め
て
は
い
け
な
い
。

話
を
や
め
て
は
い
け
な
い
。

 

動
物
や
植
物
の
世
話
を
す
る
と
き
に
た
い
せ
つ
な
こ
と

動
物
や
植
物
の
世
話
を
す
る
と
き
に
た
い
せ
つ
な
こ
と 

　
・
　
・ 

と
中
で
や
め
て
し
ま
わ
な
い
。

と
中
で
や
め
て
し
ま
わ
な
い
。

　
・
心
を
こ
め
て
世
話
を
す
る
。

　
・
心
を
こ
め
て
世
話
を
す
る
。

　
・
わ
た
し
た
ち
と
同
じ
命
だ
か
ら
。

　
・
わ
た
し
た
ち
と
同
じ
命
だ
か
ら
。

お
世
話
が
め
ん
ど
う
に
。

お
世
話
が
め
ん
ど
う
に
。

だ
ん
だ
ん
い
や
に
な
っ
た
。

だ
ん
だ
ん
い
や
に
な
っ
た
。

よ
か
っ
た
、
元
気
に
な
っ

よ
か
っ
た
、
元
気
に
な
っ

て
く
れ
て
。
自
ぜ
ん
の
力

て
く
れ
て
。
自
ぜ
ん
の
力

は
す
ご
い
。
も
う
ほ
う
っ

は
す
ご
い
。
も
う
ほ
う
っ

て
お
い
た
り
し
な
い
よ
。

て
お
い
た
り
し
な
い
よ
。

た
い
せ
つ
に
育
て
よ
う
。

た
い
せ
つ
に
育
て
よ
う
。

【展開】
　展開では、教材を通しての話合いについて、黒板を使っ
て整理します。主人公の心情の変化が分かるような板書
や、登場人物を対比するような構成で整理をしてもよい
でしょう。場面絵・顔絵も有効に活用しましょう。

【見つめよう・生かそう】
　板書の最後には、「見つめよう・生かそう」で発問
したことを残します。
　道徳では、他教科と異なり「まとめ」はしませんが、

「見つめよう・生かそう」で発問をしたことを板書に
残しておくことで、子どもは振り返りをしやすくな
ります。

【導入】
　導入で子どもの経験を尋ねたら、その内容を板書
に残しておきます。これにより、教材を読んでいる
際に経験を想起しやすくなります。

　指導書に掲載されている板書例は、主に縦書きで示されていますが、道徳では横書きで板書をすることも可能です。

ここでは、横書きの板書例を紹介します。

４年「35 浮世絵−海をわたったジャパン・ブルー−」です。教材を読んで、「浮世絵」のよさについて話合いを

進めます。その後「日本の伝統工芸品のよさ」に目を向けます。このように展開することで、「浮世絵」という一

つの伝統文化から、日本の伝統文化へと考えを広げることができます。

５年「17 名前のない手紙」です。登場人物が３人以上出てくる教材では、人物の関係性を整理していくと、教材

に対する理解が深まります。教材への理解を深めたうえで、内容項目「Ｃ 公正、公平、社会正義」に対する考え

を深めていきます。

６年「15 ぼくだって」です。内容項目「Ｂ 相互理解、寛容」の教材では、相手の立場に立てるように、相手方

の思いについても考えていきます。双方のもやもやがどのように晴れたのかを考えることで、広い心をもつために

大切なことについての思考が深まります。

思考を広げる
板書

３人の関係性を
整理した板書

もやもやから
考える板書

指導書（朱  書・板書編）３年p.60〜63「12 ごめんね、サルビアさん」
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第３章　実践編 さあ、やってみよう！

教　材：１年「９ どうしてかな」　　内容項目：Ｃ　規則の尊重

ねらい：�きまりを守ることで、みんなが楽しく過ごせることを理解し、きまりを進んで守ろうとするための判断力

を育てる。

　それぞれの場面に対して、「何がよくなかったのか」
を考える発問となります。
　通常、道徳の授業では教材を全部通して読んでから発
問することが多いのですが、本教材では、区切りながら
発問をしていくことも可能でしょう。
　１年生という発達の段階を考えると、「短く切る」こ

とが時に有効にはたらくこともあります。ただし、短く

切って考えると、その場面のみの思考になってしまうた

め、全ての発問が終わった後には、　 　　　　　にある

ような教材全体を貫く問いをしたほうがよいでしょう。

これにより、別々の場面として提示されていたものから、

「うまくきまりを守ることができなかった場面」という

共通点が見えてきて、深い思考を促すことができます。

　山場の発問となります。①〜③の発問をした後に、「き

まりを守ることがどうして大切か」を問います。

　ここでのポイントは発問が「もんたさんに教えてあげ

ましょう」となっているところです。

発問①、②、③POINT❶

POINT❷

発問❹かんがえてみようPOINT❷

　低学年にとっては、「どうしてきまりを守ったほうが
よいのか」ということは概念的なことであり、少々難易
度が上がる発問となります。
　「教えてあげる」という体裁をとることにより、子ど

もたちは「話したい」という主体性を発揮するようです。

できることなら、担任がもんたの役を演じることで、「ど

うしてきまりを守ったほうがいいのかなあ。きまりがあ

るのは分かったけど、きまりを守るのは面倒くさいなあ」

などと発言し、子どもたちの「話したい」を引き出して

あげましょう。

　自分ごとに返していく発問となります。せっかく教材
を通して、きまりについて考えたので、「学校のきまり」
や「学級のきまり」に目を向けてみるとよいでしょう。
　また、振り返りの際には、「学習して考えたこと」を

書くという通常の振り返りでもよいのですが、「今日の

学習で大切だと思ったことをもんたくんに教えてあげよ

う」と手紙形式にして振り返りをするのもおすすめです。

　「教えてあげる」という活動は子どもたちの「書きたい」
という意欲に火をつけてくれます。

みつめよう・いかそうPOINT❸

　導入では、「学校にはどんなきまりがあるかな」ということを聞きました。その後教科書を読みながら、それ
ぞれの場面で、何がよくなかったのかということを、もんたに見立てた猿のパペットを片手に「どうしてかな？」
というせりふで問いかけていきました。
　場面について考えた後には、「なぜきまりを守ったほうがいいか」ということを問い、最後に「きまりを守る
とどんないいことがあるか」を問いました。
　「きまりを守ると、『褒められる』ということとともに『心が明るくなる』」という答えが出てきていたところ
が低学年らしく、ほほえましいところでした。
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○�あなたの周りには、どんなきまりがありま
すか。なぜ、そのきまりがあるのか考えて
みましょう。

　→自分の経験とつなげて考える発問

１年　どうしてかな

みつめよう・いかそうPOINT❸

①�教室でボールを投げたときに叱られたわけを、もん
たさんに教えてあげましょう。
②�廊下を走ったときに叱られたわけを、もんたさんに
教えてあげましょう。
③�掃除の時間に遊んでいて叱られたわけを、もんたさ
んに教えてあげましょう。

　→ それぞれの事例に対して、なぜ叱られたかを考え
させる発問

❹�きまりを守ることがどうして大切なのか、
もんたさんに教えてあげましょう。

　→ きまりを守ることの大切さについて考え
る発問

発問①、②、③POINT❶発問❹かんがえてみようPOINT❷

○今日は、「きまり」について考えましょう。
　→「きまり」について思い浮かべる発問

導入

指導書に掲載されている授業の流れと主なポイント

指導書（朱書 ・板書編）１年p.32〜33「９ どうしてかな」

私の実践　１年「９ どうしてかな」の実践例
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第３章　実践編 さあ、やってみよう！

教　材：２年「10 およげない　りすさん」　　内容項目：B　友情、信頼

ねらい：�誰かを悲しませて自分たちだけで遊んでも本当に楽しくないことや、みんなと仲よく遊んだほうが楽しい

ことに気づき、友達と仲よくし助け合うための判断力を育てる。

　発問や学習の流れを考える前に確認しておきたい前提
があります。それは、登場人物の関係性についてです。
　複数の登場人物が出てくる際には、そこに作者の意図

があるはずなので、そこを読み解いておいたほうがよい

でしょう。今回の登場人物を整理すると以下のようにな

ります。

　このように整理してみると、私たちの生活でもこれに

似たような場面があることが想像できます。

　例えば、仲よしの３人が縄跳びで遊ぼうとしていたと

ころに、別の友達がやってきた場面を考えてみましょう。

その友達は縄跳びが苦手だったとします。さて、どうし

ましょう。もともと約束をしていた３人で遊ぶのか。やっ

て来た子も交えて縄跳びをするのか。それとも、縄跳び

が苦手な子に配慮して遊びそのものを変えるのか。子ど

もたちはおおいに悩むことでしょう。

　本教材は「Ｂ 友情、信頼」としても考えられますが、

誰に対しても分け隔てなく接するという「Ｃ 公正、公平、

社会正義」としても考えられます。このように教材研究

を進めていけば、実生活に結びついた道徳の授業に一歩

近づきます。

　授業の流れとしては、発問①、②で、「りすさんは泳

げないからだめ」と言ったことや、「島で遊んでいても

楽しくない」という、あひる、かめ、白鳥のマイナス面

の心情について考えます。

　その後、発問❸で、「一緒に遊べてよかった」という

プラス面の心情を考えます。

登場人物の関係性を整理しよう

発問①、②POINT❶

　このように、心情が変化する際には、板書例にあるよ
うに「何が違うのか」「なぜ違うのか」ということを追
求していくと思考が深まっていくことになります。
　例えば、「３人で遊んでも、４人で遊んでも、遊ぶ中

身は同じ（遊具を使って遊ぶ）だよね。でも、楽しさが

違うのはどうしてかな」と問いかけ、思考を揺さぶるこ

とができます。子どもたちからは、「遊ぶときには、人

数が多いほうが楽しいよ」という答えが返ってくるかも

しれません。その場合には、「だったら、りすさんじゃ

なくて、泳げるペンギンさんとかを連れてきたほうがよ

かったかもしれないね」と問い返していきましょう。す

ると、人数ではなく、「いや、『りすさん』だからこそ意

味がある」、「『りすさん』という存在が大切なのだ」と

いうことに気がついていくはずです。

※ なお、本冊子p.30〜31でも紹介しますが、教科書p.46

〜47「ぐっと深める」にあるように、島に向かうと

きの動物たちの会話の様子を役割演技を通して考え、

心情を理解していくという方法もおすすめの方法で

す。

　「みんなで遊んでよかったこと」について振り返りま
す。
　「このお話のように、みんなで遊んでいてよかったな
と思ったことはあったかな」と問い、教材と実生活をリ
ンクさせることを意識した声掛けをします。
　例えば、指導書の「予想される児童の発言」に「ドッ

ジボールをみんなでして楽しかった。大勢でやるほうが

楽しい」というものがあります。「そうだね」と共感し

つつも、「ドッジボールが苦手な友達も楽しむには何が

大切かな」と投げかけてみましょう。「ボールを投げる

のが苦手な人も、投げられるようにボールを渡したらい

いよ」という声が返ってくるかもしれません。これは、

教材を通して「苦手な人も楽しめるようにすることが大

切」「その人（友達）のことを思った行動が大切」とい

うことに気づいたからこその発言ではないでしょうか。

　教材と実生活をつなげていくという意識を忘れないよ
うにしたいものです。

見つめよう・生かそうPOINT❷
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○友達と仲よく遊んでいますか。
　→ 特定の友達と遊んでいるときの経験を

想起させる発問

○�友達とみんなで一緒に遊んでよかったなと
思ったことを話しましょう。どんな気持ち
からそう思いましたか。

　→ いろいろな友達と遊んでいるときの経験
を想起させる発問

２年　およげない　りすさん

見つめよう・生かそうPOINT❷
導入

❸�りすさんと一緒に島に向かっているみんな
は、どんなことを思っているでしょう。

　→ 仲間外れにせずにみんなで遊んだときの
心情を問う発問

①�どんな思いからかめさんたちは、「りすさんは、
およげないからだめ」と言ったのでしょう。
②�島で遊んでいても少しも楽しくないかめさんた
ちは、どんなことを考えているでしょう。

　→ あひる、かめ、白鳥がりすを仲間外れにした
際の心情を問う発問

発問①、②POINT❶発問❸考えてみよう

指導書に掲載されている授業の流れと主なポイント

・あとから来た。
・泳げない。

りす

・遊ぶ相談をしていた。
・泳げる。

あひる、かめ、白鳥

指導書（朱 書・板書編）２年p.42〜45「10 およげない　りすさん」
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第３章　実践編 さあ、やってみよう！

教　材：３年「23 まどガラスと魚」　　内容項目：A　正直、誠実

ねらい：�自分の心の中にある正直さを偽らず素直であることの快適さに気づき、正直に明るい心で元気よく生活し

ようとする態度を育てる。

　導入には、「教材への導入」と「価値への導入」とい
う２つの側面があります。今回の「キャッチボールをし
ていて、よその家の窓を割ってしまいました。どうしま
すか」という発問は、教材に書かれた出来事を理解する
ための「教材への導入」としてはたらきます。
　ここで「教材への導入」と「価値への導入」について

整理しておきましょう。（◎：メリット、△：デメリット）

〈教材への導入〉

　◎教材に書かれた出来事が分かり、没入しやすくなる。

　◎教材の中身を自分ごととして考えやすくなる。

　△教材の話から一般化する際に難しい。

〈価値への導入〉

　◎この１時間で考えることが明確になる。

　◎ 自分の経験を想起することで経験と教材を結び付け

やすい。

　△教材の内容が難しい場合は他人ごとになりがち。

　これらの特徴を頭の片隅において、使い分けをしてみ

てください。

　仮に、この教材で「価値への導入」を行う場合、「正

直にしたほうがいいと思いつつも、できなかった経験は

ありますか」などの発問が当てはまるでしょう。

　発問について理解する際には、いつ何が起こったのか
を整理すると問うべきことが見えてくることがあります。
　教材での出来事を時系列でまとめたものが下の図にな

ります。

導入POINT❶

発問①POINT❷

　発問①は、千一郎の葛藤について考える発問です。
　図で示したように、千一郎は、1日目に窓ガラスを割っ

てから、４日目まで、長い期間悩んでいたことが分かり

ます。

　実生活に置き換えてみると分かりますが、３年生とい

う発達の段階で４日間も悩み続けることは相当なことで

はないでしょうか。

　そこで、発問をする際に、「千一郎は４日間も悩んだ

んだよ。みんなは、何かで４日間も悩んだことはあるか

な」などと補足しながら、千一郎がいかに悩んだかとい

うことを分かるようにしたらよいでしょう。

　発問❷は、葛藤をどのようにして乗り越えたかを分析
的に捉える発問です。発問①で葛藤の中身を明確にして
おいたからこそ、発問❷は重みを増してきます。
　「怒られるかもしれないと悩んでいたけど、謝ること

ができたのはなぜかな」「正直に言って、謝るというこ

とはすごく勇気のいることだけど、なぜ謝れたのだろう」

と、思考に揺さぶりをかけていくことができます。

　発問③は価値に迫る発問と言えます。この発問がある
からこそ、教材から実生活へと思考を転換していくこと
ができます。
　もし、この発問がなかったら、振り返りが「千一郎は

謝ることができてよかったな」「謝ることって大切だな」

といった、教材文を読んでの感想に終始してしまうこと

でしょう。

　別案としては、千一郎という人物に着目して「千一郎

のすごいところはどこかな」と問うこともできそうです。

「悩んでいたけど、正直に謝ることができたこと」「もや

もやしていたけど、言えたこと」などが返ってきそうで

す。「千一郎はもやもやを解消するためだけに謝りに行っ

たのかな」と問い、正直に言うのは自分のためであり、

人のためでもある、ということに気づかせていきたいと

ころです。

発問❷考えてみよう、発問③POINT❸

第
○
回
　
ど
う
と
く

第
○
回
　
ど
う
と
く 

ま
ど
ガ
ラ
ス
と
魚

ま
ど
ガ
ラ
ス
と
魚

　 

悪
い
こ
と
・
し
っ
ぱ
い
を
し
た
ら

悪
い
こ
と
・
し
っ
ぱ
い
を
し
た
ら 

　
　
・
あ
や
ま
る
。

　
　
・
あ
や
ま
る
。

　
　
・
だ
ま
っ
て
い
る
。

　
　
・
だ
ま
っ
て
い
る
。

　
　
・
ご
ま
か
し
て
し
ま
う
。

　
　
・
ご
ま
か
し
て
し
ま
う
。

○○ 

ま
ど
ガ
ラ
ス
を
わ
っ
て
か
ら
の
千
一
郎

ま
ど
ガ
ラ
ス
を
わ
っ
て
か
ら
の
千
一
郎

○○ 

ほ
ん
と
う
の
こ
と
を
言
お
う
と
思
っ
た
千
一
郎

ほ
ん
と
う
の
こ
と
を
言
お
う
と
思
っ
た
千
一
郎

　
・・ 

や
っ
ぱ
り
う
そ
は
だ
め
だ
。

や
っ
ぱ
り
う
そ
は
だ
め
だ
。

　
・
ず
っ
と
も
や
も
や
↓
い
や
だ
。

　
・
ず
っ
と
も
や
も
や
↓
い
や
だ
。

　
・
お
姉
さ
ん
は
正
直
に
あ
や
ま
っ

　
・
お
姉
さ
ん
は
正
直
に
あ
や
ま
っ

　
　
て
い
て
す
ご
い
。

　
　
て
い
て
す
ご
い
。

　
・
ぼ
く
だ
っ
て
あ
や
ま
れ
る
。

　
・
ぼ
く
だ
っ
て
あ
や
ま
れ
る
。

　
・
ぼ
く
も
お
姉
さ
ん
の
よ
う
に
…

　
・
ぼ
く
も
お
姉
さ
ん
の
よ
う
に
…

　
・
う
そ
を
つ
い
て
い
る
自
分

　
・
う
そ
を
つ
い
て
い
る
自
分

　
　
　
　
　
　
　
　
↓
は
ず
か
し
い
な
。

　
　
　
　
　
　
　
　
↓
は
ず
か
し
い
な
。

○○ 

正
直
で
い
る
と
…

正
直
で
い
る
と
…

　
・・ 

心
の
も
や
も
や
↓
す
っ
き
り

心
の
も
や
も
や
↓
す
っ
き
り

　
・
気
持
ち
が
明
る
く
な
る
。

　
・
気
持
ち
が
明
る
く
な
る
。

　
・
自
分
に
自
信
が
も
て
る
。

　
・
自
分
に
自
信
が
も
て
る
。

　
　
　
　
な
さ
け
な
い
×
　
は
ず
か
し
い
×

　
　
　
　
な
さ
け
な
い
×
　
は
ず
か
し
い
×

・
お
こ
ら
れ
た
く
な
い
。

・
お
こ
ら
れ
た
く
な
い
。

・
ば
れ
て
い
な
い
か
な
。

・
ば
れ
て
い
な
い
か
な
。

・
あ
や
ま
り
に
行
こ
う
か
な
。

・
あ
や
ま
り
に
行
こ
う
か
な
。

・
正
直
に
言
お
う
か
な
。

・
正
直
に
言
お
う
か
な
。

周
り
の
人

周
り
の
人

も
や
も
や

も
や
も
や

ま
よ
い

ま
よ
い

自
分
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①�窓ガラスを割ってからの数日間の、
千一郎の心の中は、どのような様子
だったのでしょう。

　→千一郎の葛藤について考える発問

○�過ちを素直に認め、正直に行動してよかった
ことを発表しましょう。どんなことを考えて、
正直に行動したのでしょう。

　→ 経験を想起し、自分の行動を分析的に捉え
る発問

○�キャッチボールをしていて、よその家の窓を
割ってしまいました。どうしますか。

　→疑似体験から教材の状況を理解する発問

❷�あれだけ正直になれなかった千一郎が、本当の
ことを言おうと思ったわけを考えてみましょう。
③�正直でいることは、どうして大切なのでしょう。
　→ 正直でいることの大切さについて考える発問

１日目
窓ガラス事件発生

３日目
割れた窓ガラスに白い紙が貼って
いるのを見る。

３日目
の夕方 お魚事件発生

４日目
おじいさんに謝りに行く。

３年　まどガラスと魚

見つめよう・生かそう 導入POINT❶

発問①POINT❷発問❷考えてみよう、発問③POINT❸

指導書に掲載されている授業の流れと主なポイント

指導書（朱書・　板書編）３年p.112〜115「23 まどガラスと魚」
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第３章　実践編 さあ、やってみよう！

教　材：４年「19 いじりといじめ」　　内容項目：Ｃ　公正、公平、社会正義

ねらい：�いじりはいじめにつながることや、つらい思いをしている人がいたらみんなで正すことがよりよい集団を

作ることに気づき、分け隔てせずみんなで気持ちよい集団を作ろうとする心情を育てる。

　「いじり」と「いじめ」について比較する導入です。
　「いじめ」という言葉については、よく聞く言葉であり、

ふだんから指導もされているので、子どもはイメージを

もっています。一方、「いじり」という言葉については、

耳なじみのない子どももいることでしょう。

　発問をする際には、「『いじり』と『いじめ』は一文字

違いだけど、中身は同じなのかな」と問うことで、問題

意識をもたせていきます。

　ここでは、「いじり」と「いじめ」の違いを明確化させて、

板書に残しておくとよいでしょう。板書に残しておくこ
とで、発問③や発問❹について考える際に、最初の考え
と比較することができます。

導入POINT❶

　発問③、❹では、「いじり」と「いじめ」は構造的に
同じであるということに気づかせたいところです。
　発問❹に対して、「予想される児童の発言」として、 

「まさるくんが笑っていても、まさるくんの本当の気持

ちは分からない」というものがあります。

　そこで、「まさるくんの本当の気持ちって何だろうね」

と問い返し、まさるくんの内面に迫っていきたいところ

です。そして、「まさるくんが嫌がっていなかったとし

たら、いじりは続けてもいいのかな」とも問うてみたい

ところです。表面上は嫌がっていないとしても、それは

嫌がっていないふりをしていて、内面は嫌がっているか

もしれないという可能性についても考えられるような子

どもになってほしいものです。

発問③、❹考えてみようPOINT❷

　導入では、「いじり」について実感をもって考えてほしいという思いから、お笑いの動画（いじり芸をしてい
るもの）を視聴しました。そのうえで、「いじり」と「いじめ」の違いについて考えました。
　展開では、「今の、笑っていいのかな」に込められているメッセージについて考えた後、「いじり」と「いじめ」
について徹底的に比べてみようということで、対比を行いました。
　最初は違いがたくさん見つかっていたのですが、話合いを進めるうちに、「『いじめ』は暴力、『いじり』は言
葉の暴力」、「『いじり』も『いじめ』をやられている人からすると、やってほしくないこと」という共通点が見
つかってきました。
　最後にあらためて「『いじり』と『いじめ』についてどのように考えましたか」と問い、「『いじり』はいじめ
の入り口となりうる」ということが話合いで確認できました。
　終末では、「いじり」についての説話をしました。「芸人が行っている『いじり』は、プロの芸であって、ま
ねをするのが危険なものなのです。例えば、ボクサーがパンチをしている様子を見て、かっこいいからといって、
教室でまねをしないですよね。それと同じことですよ」という話をしました。
　授業を通して、「いじり」という行為についても重く受け止めてほしいと願うばかりです。
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４年　いじりといじめ

③�げんきくんの言葉について、どう考えます
か。
❹�ゆうきは、みかさんの言葉でどのようなこ
とに気づいたのでしょう。

　→ 「いじり」と「いじめ」は構造的に同じ
であるということに気づかせる発問

○�誰にでも分け隔てなく接するためには、どん
な考えが大切でしょう。

　→ 実生活に生かすために思考を整理する発問

○�いじりといじめは、どこがどう違うのでしょ
うか。

　→ いじりといじめを比較し、問題意識をもた
せる発問

①�「今の、笑っていいのかな。」と言ったみかさんは、
どんなことを考えているのでしょう。
②�げんきくんは、どう思っているのでしょう。
　→ 「いじり」はしてもよいのかという問題提起をす

る発問

発問①、②

見つめよう・生かそう 導入POINT❶

発問③、❹考えてみようPOINT❷

指導書に掲載されている授業の流れと主なポイント

指導書（朱書・板書編）４年p.96〜99「19 いじりといじめ」

私の実践　４年「19 いじりといじめ」の実践例
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第３章　実践編 さあ、やってみよう！

教　材：５年「25 うばわれた自由」　　内容項目：Ａ　善悪の判断、自律、自由と責任

ねらい：�わがまま勝手は、自分のわがままな心に振り回され、自由とは違うことや、自由だからこそ自分に責任が

伴うことを理解し、自分でよく考え責任ある行動をとろうとするための判断力を育てる。

　導入の発問は「自由」についての概念を問う発問です。
　ここでは、教材に出てくる「ほんとうの自由」と対比
するために、できれば「わがまま」に近い意見が出てく
ることが望ましいです。
　別案としては、「たった今から『自由にしてもいいよ』

と言われたら何をしますか」などと聞いてみるのも一つ

の手です。「教室の中でテレビゲームをする」「今すぐ帰っ

て、遊びに出かける」など、子どもの素直な考えが出て

くることになり、ここから「自由」について考えるきっ

かけにするのもおもしろそうです。

　①〜❹の発問の流れを簡単に整理します。

　①〜❹の発問には、「自由とわがままの違いを考える」
「わがままを貫き通すとどのようなことが起きるかを考
える」という意図があります。
　ジェラールが「自由に対して捉え方が変わってくる」

ということを教材を通して追体験できる構成となってい

ます。

　❹について、指導書では、次のような子どもの発言を

予想しています。

　○ア  自分の行動は自由ではなく、自分だけのわがまま

だった。

　○イ  ほかの人々の自由も大切にしなければならなかっ

た。

　○ウ  世の中のきまりを大切にしなければ、自由な生活

はできない。

導入POINT❶

発問③、❹考えてみようPOINT❷

【展開の発問】
・�①は、自由奔放に振る舞っているジェラール王子
の考え（わがまま）について問う発問
・�②は、自由奔放に振る舞った結果、どのような悪
影響が起きたかを考える発問
・�③は、ガリューの言うことを聞かずに後悔してい
るジェラール王の気持ちを考える発問
・�❹は、ジェラール王の自由に対する考えの変化を
捉える発問

　○ア のような意見が出てきた際には、「そもそも自由と

わがままって何が違うのかな」と問い返し、理解を深め

ていきます。

　○イのような意見が出た際には、黒板に下図のように書

き、整理していけばよいでしょう。（ベン図）

　○ウ のような意見が出てきた際には、「自由には、きま

りがいるってことなんだね。では、きまりをたくさん作っ

ていったら自由になるってことかな」と揺さぶりをかけ

ていきます。すると、「うーん。数がたくさんあればい 

いってことじゃないかもな」「人のことを考えた自由が

大切なのかもしれないよ」という意見が出てきます。

　このように問い返していく中で、子どもは思考が整理
され、考え議論する道徳へと一歩近づいていきます。
　別案として、ジェラール王子とガリューの自由に対す

る考えを対比するという方法もあります。

〈ジェラール王子の考える自由〉

・王子だから勝手気ままに振る舞える。

・国民も「したいようにできる自由」を望んでいる。

・わがままな心が根本にある自由。

〈ガリュ―の考える自由〉

・きまりのうえに自由がある。

・ほんとうの自由はわがままとは違う。

・他人のことも考えた自由が大切。

　本教材では、対照的な考えをもつ２人が描かれている
ので、対比していくうちに「ほんとうの自由」が見えて
くるようになっています。
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だ
ろ
う
か
。

自
分
の
何
が
い
け
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　　　　
　
　
　

　
　
　
・

　
　
　
・ 

自
分
の
行
動
は
自
由
で
は
な
く
た

自
分
の
行
動
は
自
由
で
は
な
く
た

だ
の
わ
が
ま
ま
だ
っ
た
。

だ
の
わ
が
ま
ま
だ
っ
た
。

　
　
　
　

　
　
　
・

　
　
　
・ 

他
の
人
々
の
自
由
も
た
い
せ
つ
に

他
の
人
々
の
自
由
も
た
い
せ
つ
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　

　
　
　
・

　
　
　
・ 

世
の
中
の
き
ま
り
を
た
い
せ
つ
に
し

世
の
中
の
き
ま
り
を
た
い
せ
つ
に
し

な
け
れ
ば
自
由
な
生
活
は
で
き
な
い
。

な
け
れ
ば
自
由
な
生
活
は
で
き
な
い
。

　　　　
・・
自
分
勝
手
の
わ
が
ま
ま
で
は
な
い
。

自
分
勝
手
の
わ
が
ま
ま
で
は
な
い
。

　
・
　
・
み
ん
な
の
こ
と
を
考
え
て
行
動
す
る
。

み
ん
な
の
こ
と
を
考
え
て
行
動
す
る
。

　
・
　
・
自
分
の
行
動
に
責
任
を
も
つ
。

自
分
の
行
動
に
責
任
を
も
つ
。

う
ら
ぎ
ら
れ
た
ジ
ェ
ラ
ー
ル
王

う
ら
ぎ
ら
れ
た
ジ
ェ
ラ
ー
ル
王

「
ほ
ん
と
う
の
自
由
を
た
い
せ
つ
に
」

「
ほ
ん
と
う
の
自
由
を
た
い
せ
つ
に
」

「
自
由
と
は
」

「
自
由
と
は
」

第
○
回
　
道
徳

第
○
回
　
道
徳 

　う
ば
わ
れ
た
自
由

う
ば
わ
れ
た
自
由

　　　　
・
　
・
何
で
も
好
き
勝
手
に
や
れ
る
。

何
で
も
好
き
勝
手
に
や
れ
る
。

　
・
　
・
き
ま
り
や
約
束
を
守
れ
ば
好
き
に
で
き
る
。

き
ま
り
や
約
束
を
守
れ
ば
好
き
に
で
き
る
。

　
　
↓
で
も
自
由
に
行
動
し
た
と
き
…

　
　
↓
で
も
自
由
に
行
動
し
た
と
き
…

　　　　
　
　
　

　
　
　
・

　
　
　
・ 

う
る
さ
い
。

う
る
さ
い
。

　
　
　
　

　
　
　
・

　
　
　
・ 

王
子
は
や
り
た
い
こ
と
を
自
由
に

王
子
は
や
り
た
い
こ
と
を
自
由
に

し
て
よ
い
の
だ
。

し
て
よ
い
の
だ
。

　
　
　
　

　
　
　
・

　
　
　
・ 

何
が
悪
い
と
い
う
の
だ
。

何
が
悪
い
と
い
う
の
だ
。

　
　
　
　

　
　
　
・

　
　
　
・ 

お
れ
に
さ
か
ら
う
や
つ
は
つ
か
ま

お
れ
に
さ
か
ら
う
や
つ
は
つ
か
ま

え
て
や
る
。

え
て
や
る
。

み
ん
な
が
考
え
る
「
自
由
」
と
は

み
ん
な
が
考
え
る
「
自
由
」
と
は

「
わ
が
ま
ま
で
す
」
と
言
わ
れ
て

「
わ
が
ま
ま
で
す
」
と
言
わ
れ
て

○�学習を通して、自由とは、どのようなものだ
と思いましたか。

　→ 学習を通して、改めて「自由」に対して捉
え直し、考えを整理する発問

○�あなたが考える「自由」とは、どのようなも
のですか。

　→ 導入時での、「自由」についての考えを問
う発問

③�牢屋で再会したジェラール王とガリューは、ど
のような話をしたでしょう。
❹�「ほんとうの自由をたいせつに」というガリュー
の言葉を聞いて、ジェラール王はどんなことを
考えたでしょう。

　→ ジェラール王の自由に対する考えの変化を考
える発問

①�森の番人ガリューに「……わがままというもの
です」と言われたとき、ジェラール王子は、ど
う思ったでしょう。
②�国王となり、わがままし放題がひどくなったこ
とで裏切られてしまったジェラール王は、どん
なことを考えたのでしょう。

　→ジェラール王のわがままについて考える発問

本
当
の
自
由Aさんの自由 Bさんの自由

５年　うばわれた自由

導入POINT❶

発問③、❹考えてみようPOINT❷ 発問①、②

見つめよう・生かそう

指導書に掲載されている授業の流れと主なポイント

指導書（朱 書・板書編）５年p.114〜117「25 うばわれた自由」
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第３章　実践編 さあ、やってみよう！

教　材：６年「８ カスミと携帯電話」　　内容項目：A　節度、節制

ねらい：�毎日、同じリズムで生活することは簡単なようで難しく、自分の生活を自分でコントロールする意識と意

志が必要であることを理解し、節度を守って生活していくための判断力を育てる。

　導入は、経験を想起させる発問です。
　６年生ともなると、自分の身の回りのことは自分です

るように親や先生に言われて生活をしていると思います

が、全員がうまくいっているとは限りません。

　そのような経験を想起させることで、カスミの「つい

携帯電話を使いすぎてしまう」という状況に対して共感

を得やすくするというねらいがあります。

　ほかには、アンケート調査を行い、それを導入で示す
という方法があります。
　「スマホを所持しているかどうか」「1日にどれくらい

の時間スマホを使っているか」「メッセージアプリをど

れくらい使っているか」などの項目を調査しておくと、

カスミの状況をよりリアルに考えることができます。

　なお、アンケートをとっておくと、その結果と学習し
たことをセットで学級懇談会などで示し、啓発すること
ができるのでおすすめです。

　本教材の山場となる発問です。「節度、節制」がテー

マとなっているということは、本来なら、「自分の欲望
をコントロールしながら携帯電話を使えるようになる」
というのが理想です。
　しかし、「携帯電話」は依存性が高く、大人でもネッ

ト依存やスマホ依存ということが社会問題として挙げら

れているほどです。よって、カスミはお母さんに返却す

るという選択をしましたが、「どのように考えて返却し

たか」というのは重要なポイントとなります。

　「私には使いこなすことができない」という諦めの気

持ちなのか、「成長するまでは、まだやめておこう」と

いう前向きな気持ちなのかという点は考えていきたいと

ころです。

　指導書にある「予想される児童の発言」としては、

　○ア  まだちゃんと使えなかった。

　○イ  もう少し、ルールを決めてから使えるようにしよ

う。

　○ウ   自分がもう少し強い気持ちで時間になったら止め

られるようにしてからにしよう。

となっています。

　それぞれ、○アに対しては、「では、いつになったらちゃ

導入POINT❶

発問❸考えてみようPOINT❷

んと使えるようになると思うかな」、○イに対しては、「ど

んなルールがあったほうがよいと思うかな」、○ウ に対し

ては、「強い気持ちってどうやったら出てくるのかな」

などと問い返し、具体的に考えられるようにします。

　中学生や大人になったからといって携帯電話をうまく
使えるようになるというわけではない、ということも踏
まえて考えていくと、実は「いつ」という時間軸で考え
るのではなく、「どのようにして携帯電話に向き合うか」
が大切であるということが見えてくるはずです。
　別案として、「この話で、あなたがカスミの立場なら

携帯電話を返しますか。返さないですか」と問う方法も

あります。どちらを選んだとしても、判断した理由を大

切にすることで、携帯電話に対して向き合う道徳的な判

断力が養われるはずです。

　導入で想起させた経験について、もう一度問い直し、
子どもに学びを自覚させる発問です。
　導入では、同じ生活リズムで過ごせた経験や過ごせな

かった経験を話していました。ここでは、教材を通して、

なぜ「同じリズムで過ごせる日」と「そうではない日」

があるのかを分析的に捉えさせます。そして、どのよう

なことに気をつけて過ごせば同じリズムで生活すること

ができるようになるのかを考えさせたいです。

　もちろん、この学習をしただけで明日からの行動が全

て変わるということはないかもしれませんが、学習した

ことが一つのきっかけとなれば授業者としてはうれしい

限りです。

　なお、指導書では「同じリズムで生活すること」に着

目していますが、子どもの実態によっては、「携帯電話
との付き合い方」に焦点を当てて振り返りをしてもよい
かもしれません。今の時代、スマートフォンの世帯保有

率は９割（総務省「通信利用動向調査」2023年）を超

えており、今後、その比率は上昇することが見込まれま

す。スマートフォンなどの情報通信機器を使うときは節

度あるつきあい方が必須なため、そこに焦点を当てて考

えさせることもできます。

見つめよう・生かそうPOINT❸

単元08

　

携
帯
電
話
の
せ
い

携
帯
電
話
の
せ
い

 
 

時
間
管
理
・
自
分
の
気
持
ち

時
間
管
理
・
自
分
の
気
持
ち

◎◎ 

カ
ス
ミ
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
携
帯
電
話
を
返
し
た
の

カ
ス
ミ
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
携
帯
電
話
を
返
し
た
の

で
し
ょ
う
。

で
し
ょ
う
。

・・ 

ま
だ
ち
ゃ
ん
と
使
え
な
か
っ
た
。

ま
だ
ち
ゃ
ん
と
使
え
な
か
っ
た
。

・・ 

ル
ー
ル
を
決
め
て
か
ら
に
し
よ
う
。

ル
ー
ル
を
決
め
て
か
ら
に
し
よ
う
。

・・ 

自
分
が
も
う
少
し
強
い
気
持
ち
で
や

自
分
が
も
う
少
し
強
い
気
持
ち
で
や

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
に
し

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
に
し

よ
う
。

よ
う
。

☆☆ 

毎
日
同
じ
リ
ズ
ム
で
生
活
す
る
た
め
に
は
、
ど
ん
な
こ

毎
日
同
じ
リ
ズ
ム
で
生
活
す
る
た
め
に
は
、
ど
ん
な
こ

と
に
気
を
つ
け
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

と
に
気
を
つ
け
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

・・ 

周
り
へ
の
め
い
わ
く
や
自
分
の
生
活
を
考
え
る
。

周
り
へ
の
め
い
わ
く
や
自
分
の
生
活
を
考
え
る
。

・・ 

ル
ー
ル
を
守
ろ
う
と
す
る
思
い
を
も
ち
続
け
る
。

ル
ー
ル
を
守
ろ
う
と
す
る
思
い
を
も
ち
続
け
る
。

第
○
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徳

第
○
回
　
道
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カ
ス
ミ
と
携
帯
電
話

カ
ス
ミ
と
携
帯
電
話

○○ 

レ
イ
ナ
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
や
り
取
り
で
夜
ふ
か
し
し

レ
イ
ナ
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
や
り
取
り
で
夜
ふ
か
し
し

て
い
る
と
き
の
カ
ス
ミ
の
気
持
ち

て
い
る
と
き
の
カ
ス
ミ
の
気
持
ち

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　 

　
・
　
・ 

や
り
と
り
が
楽
し
い
。

や
り
と
り
が
楽
し
い
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　 

　
・
　
・ 

早
く
終
わ
ら
せ
た
い
け
れ
ど
、
や
め

早
く
終
わ
ら
せ
た
い
け
れ
ど
、
や
め

る
と
は
言
い
づ
ら
い
。

る
と
は
言
い
づ
ら
い
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　 

　
・
　
・ 

少
し
く
ら
い
夜
ふ
か
し
し
て
も
、
平

少
し
く
ら
い
夜
ふ
か
し
し
て
も
、
平

気
で
し
ょ
う
。

気
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　 

　
・
　
・ 

お
そ
い
時
間
だ
け
ど
、
ま
あ
い
い
か
。

お
そ
い
時
間
だ
け
ど
、
ま
あ
い
い
か
。

　○○ 

重
い
足
取
り
で
帰
っ
て
い
く
レ
イ
ナ
を
見
送
る
と
き
の

重
い
足
取
り
で
帰
っ
て
い
く
レ
イ
ナ
を
見
送
る
と
き
の

気
持
ち

気
持
ち

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　 

　
・
　
・ 

大
じ
ょ
う
ぶ
か
な
。
　

大
じ
ょ
う
ぶ
か
な
。
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　 

　
・
　
・ 

私
と
の
や
り
取
り
の
せ
い
か
も
し
れ

私
と
の
や
り
取
り
の
せ
い
か
も
し
れ

な
い
。
　

な
い
。
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　 

　
・
　
・ 

私
も
レ
イ
ナ
の
よ
う
に
な
る
か
も
。

私
も
レ
イ
ナ
の
よ
う
に
な
る
か
も
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　 

　
・
　
・ 

や
め
よ
う
と
言
え
ば
よ
か
っ
た
。

や
め
よ
う
と
言
え
ば
よ
か
っ
た
。

心
配
心
配

反
省
反
省

こ
う
か
い

こ
う
か
い

○�毎日、同じリズムや生活習慣で生活できてい
ますか。

　→ 生活経験を想起させる発問
　 導入で尋ねることにより、教材を身近に感じ

られるようにする効果がある。

○�毎日同じリズムで生活するためには、どんな
ことに気をつければよいでしょう。

　→ 自分ごととして考えるための発問
　 導入とセットにすることで、思考の変容を捉

えることができる。

①�レイナとのメッセージのやり取りで夜更かしし
ているとき、カスミはどのような気持ちだったで
しょう。
②�重い足取りで帰っていくレイナの姿を、カスミは
どんな気持ちで見送っていたのでしょう。

　→カスミの心情の変化を追う発問

６年　カスミと携帯電話

導入POINT❶

❸�カスミはどのように考えて、お母さんに携帯電
話を返したのでしょう。

　→ 携帯電話をうまく使えなかったという結果を
経て、自分を見つめ直す行動をとるカスミに
共感を促す発問

発問❸考えてみようPOINT❷

見つめよう・生かそうPOINT❸

発問①、②

指導書に掲載されている授業の流れと主なポイント

指導書（朱書・板　書編）６年p.36〜39「８ カスミと携帯電話」
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子どもたちの思考を「ぐっと深める」！

第４章　応用編 「教科書」をもっと使いこなそう！

友と
も

だ
ち
と

　み
ん
な
で

　あ
そ
ぶ

　と
き
の

　気き

も
ち
を

　

ど
う
ぶ
つ
た
ち
に

　な
っ
て

　考か
ん
が

え
て

　み
よ
う
。

ぐ
っ
と

　ふ
か
め
る

お
よ
げ
な
い

　り
す
さ
ん

1
●
し
ま
で

　あ
そ
ん
で

　い
て
も

　少す
こ

し
も

　楽た
の

し
く
な
い

　

　み
ん
な
は
、
ど
ん
な

　こ
と
を

　考か
ん
が
え
て

　い
る
で
し
ょ
う
。
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を
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上
段
に
は
、
役
割
演
技
で
の
セ
リ
フ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
書
き
、
多

角
的
に
考
え
さ
せ
る
。

　
下
段
に
は
、
友
達
と
仲
よ
く
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
振
り
返
り
、
友

達
と
仲
よ
く
し
て
い
く
よ
さ
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
る
。

道
徳
ノ
ー
ト
に
つ
い
て

　
　   「
り
す
さ
ん
と
一
緒
に
島
に
向
か
っ
て
い
る
み
ん

な
は
ど
ん
な
こ
と
を
思
っ
て
い
る
の
か
」
に
つ

い
て
役
割
演
技
を
通
し
て
考
え
る
。

　
り
す
を
誘
い
、
み
ん
な
で
島
に
向
か
う
場
面
で
あ
る
。
役
割

演
技
を
す
る
際
に
「
か
め
さ
ん
た
ち
」
と
「
り
す
さ
ん
」
に
立

場
を
分
け
て
演
技
を
す
る
こ
と
で
多
角
的
に
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
す
る
。

【
役
割
演
技
の
例
】

（
か
め
）
昨
日
は
仲
間
は
ず
れ
に
し
て
ご
め
ん
ね
。

（
り
す
）
い
い
よ
。

（
か
め
）�

今
日
は
一
緒
に
行
っ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
う
れ

し
い
よ
。

（
り
す
）
背
中
に
乗
せ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。

　
役
割
演
技
は
や
り
っ
ぱ
な
し
に
す
る
の
で
は
な
く
、
終
わ
っ

た
あ
と
に
、
そ
の
セ
リ
フ
に
対
し
て
考
え
を
深
め
ら
れ
る
よ
う

に
問
い
返
し
の
発
問
を
入
れ
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。
　
　

　
例
え
ば「
仲
間
は
ず
れ
に
し
て
ご
め
ん
ね
。」に
対
し
て
は「
な

ぜ
、
謝
る
気
に
な
っ
た
の
か
な
。」、「
一
緒
に
行
っ
て
く
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
う
れ
し
い
よ
。」
に
対
し
て
は
、「
人
数
が
増
え

る
こ
と
が
う
れ
し
い
と
し
た
ら
『
り
す
さ
ん
』
以
外
の
動
物
を

誘
う
の
で
も
よ
か
っ
た
の
か
な
。」な
ど
と
、問
い
返
し
て
い
き
、

「
り
す
さ
ん
」
と
一
緒
に
行
く
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
気
づ
か
せ
た
い
。

　
よ
り
多
角
的
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
演
じ
る

動
物
の
役
割
を
変
え
な
が
ら
演
技
を
す
る
こ
と
を
取
り
入
れ
た

い
。

2
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　教科書には、「ぐっと深める」というページが設けら

れていることをご存じでしょうか。このページでは、子

どもたちの思考を「ぐっと深める」ために有効な手立て

が提案されています。学習の流れが教科書に示されてい

るということ、ふだんの授業とは異なる展開が提案され

ていることがこのページの特長です。ぜひ有効に活用し

てみてください。

　教科書２年p.46〜47の「ぐっと深める」では、この教

材で役割演技を取り入れて学習を進める参考例を紹介し

ています。

　ここでは例として、りす、あひる、かめ、白鳥という

４役で役割演技を進めています。（もし、学級の子どもた

ちがまだ役割演技に慣れていないという実態があるなら、

りす、かめの２役で進めることも考えられます）

　役割演技は、単にやっただけで終わらせるのでは意味

がありません。「やってみて、どんなことを感じたか」や

「演じているところを見ていて、どう思ったか」と聞くこ

とが重要です。そうすることで子どもたちの思考を「ぐっ

と深める」ことができます。

　なお、本冊子p.20〜21で、この教材の実践例を紹介し

ているので、そちらもご覧ください。

役割演技を取り入れるポイントPOINT❶

　通常の授業展開と、役割演技をしたうえで話

合いを進めていくのとでは、何が違うのでしょ

うか。

　まず、子どもが教材文に書かれている状況を

あまりイメージできていない場合は、役割演技

を通してイメージを鮮明にすることで、あとの

話合いが豊かになってくるということがありま

す。

　また、授業にリズムが生まれるという効果が

生まれます。ずっと座ってばかりで授業を進め

ていくと、子どもたちは疲れてくることがあり

ます。特に低学年だと集中力を保てる時間も限

られてくるので、このように授業に動きを取り

入れることは大切なことです。

　役割演技をする際には、その教材の世界観に

引き込んでいくことが重要です。

　私は、役割演技をする際にこのように言って

います。

「これから、君たちにりすとかめになってもら

います。さて……、だんだんとりすとかめに見

えてきましたね。３、２、１の合図のあとには、

もう、りすとかめが目の前にいるようにしか見

えません。いきますよ、……３、２、１、ハイッ！」

　いかがでしょうか。このように、役割演技で

は子どもたちの気分を盛り上げるように言うの

がこつ
4 4

です。

　ここでは、役割演技を取り入れた実践例を紹

介しました。このほかにも、「ぐっと深める」

で紹介されているさまざまな学習方法を取り入

れることで、授業が楽しいものになっていきま

す。ぜひ、積極的に取り入れてみてください。

役割演技を取り入れる意義POINT❷

役割演技のこつ
4 4

POINT❸

教科書２年p.47

教科書６年p.125「26 自分を守る力って？」

　教材の中に何が問題点として挙げられている

かを考えた後、解決への道筋を考えていく授業展

開です。問題解決的な学習を通して、自我関与さ

せながら、学びを深めることができます。

ぐ
っ
と
深
め
る

自
分
を
守
る
力
っ
て
？

そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
自
分
を
守
る
た
め
に
は
ど
ん
な
力
が

必
要
だ
ろ
う
。
み
ん
な
で
考
え
て
み
よ
う
。

1
中
学
生
た
ち
に
お
金
を
貸
し
て
ほ
し
い
と

言
わ
れ
た
と
き
、
ヒ
デ
キ
は
ど
ん
な
こ
と
を

思
っ
た
で
し
ょ
う
。

2
こ
ん
な
こ
と
が
起
こ
ら
な
い
た
め
に
、

ヒ
デ
キ
は
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
、
判
断
し
、

行
動
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

ヒ
デ
キ
は
、

…
…
。

124
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3
❶
～
❹
の
場
面
か
ら
一
つ
選
ん
で
、

ど
ん
な
こ
と
を
考
え
、
判
断
し
、
行
動
す
る
こ
と
が

た
い
せ
つ
だ
っ
た
の
か
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

1

24

3

4
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
必
要
な
力
は

ど
ん
な
力
で
し
ょ
う
。

そ
れ
が
自
分
自
身
を
守
る
こ
と
に

つ
な
が
る
理
由
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

私わ
た
しは
、

…
…
。

考えて
みよう
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ぐ
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自
分
を
守
る
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っ
て
？

そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
自
分
を
守
る
た
め
に
は
ど
ん
な
力
が

必
要
だ
ろ
う
。
み
ん
な
で
考
え
て
み
よ
う
。

1
中
学
生
た
ち
に
お
金
を
貸
し
て
ほ
し
い
と

言
わ
れ
た
と
き
、
ヒ
デ
キ
は
ど
ん
な
こ
と
を

思
っ
た
で
し
ょ
う
。

2
こ
ん
な
こ
と
が
起
こ
ら
な
い
た
め
に
、

ヒ
デ
キ
は
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
、
判
断
し
、

行
動
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

ヒ
デ
キ
は
、

…
…
。
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3
❶
～
❹
の
場
面
か
ら
一
つ
選
ん
で
、

ど
ん
な
こ
と
を
考
え
、
判
断
し
、
行
動
す
る
こ
と
が

た
い
せ
つ
だ
っ
た
の
か
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

1

24

3

4
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
必
要
な
力
は

ど
ん
な
力
で
し
ょ
う
。

そ
れ
が
自
分
自
身
を
守
る
こ
と
に

つ
な
が
る
理
由
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

私わ
た
しは
、

…
…
。

考えて
みよう

125

R6SD_6n_P124-125_gf_jibun_v15.indd   125R6SD_6n_P124-125_gf_jibun_v15.indd   125 2022/04/07   8:102022/04/07   8:10

　
　   

①
～
④
の
場
面
か
ら
一
つ
選
び
、
ど
ん
な
こ
と

を
考
え
、
判
断
し
、
行
動
す
る
こ
と
が
大
切
か

に
つ
い
て
書
く
作
業
を
通
し
て
考
え
る
。

　「
な
ぜ
そ
う
な
の
」「
も
っ
と
考
え
た
い
」
も
の
を
四
つ
の
場

面
か
ら
選
び
、
問
題
解
決
的
な
学
習
を
行
う
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
、
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
、
判
断
し
、
行

動
す
る
こ
と
が
危
険
か
ら
自
分
を
守
る
た
め
に
必
要
か
を
書
く

作
業
で
じ
っ
く
り
考
え
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、
道
徳
ノ
ー
ト
に

取
り
組
む
時
間
を
確
保
し
、
し
っ
か
り
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
机
間
指
導
を
行
い
、
一
人

一
人
が
自
分
の
意
見
を
し
っ
か
り
も
っ
て
問
題
解
決
に
向
か
っ

て
い
る
か
、
他
人
ご
と
で
な
く
自
分
の
こ
と
と
し
て
考
え
よ
う

と
し
て
い
る
か
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
全
体
交
流
に
生
か
せ
る

よ
う
備
え
る
。

　
　   「
節
度
、
節
制
」
に
つ
い
て
考
え
る
。

　「
自
分
と
同
じ
場
面
で
、
み
ん
な
の
考
え
を
聞
き
た
い
人
は

意
見
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。」
と
発
表
を
促
す
。

　
発
表
者
は
場
面
絵
を
示
し
な
が
ら
、
危
険
の
原
因
で
あ
る
判

断
や
行
動
の
問
題
点
と
、
解
決
の
た
め
に
必
要
と
な
る
力
と
を

明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
自
分
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え

た
理
由
を
伝
え
る
。
そ
の
間
「
私
の
意
見
を
聞
い
て
い
て
く
れ

る
」
と
安
心
感
を
も
っ
て
発
言
で
き
る
よ
う
、
特
に
聴
く
姿
勢

に
留
意
し
た
指
導
を
行
い
た
い
。

　
発
表
を
聞
い
た
児
童
に
は
、
共
感
的
な
感
想
を
述
べ
る
よ
う

に
促
し
、
多
角
的
な
意
見
交
流
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、
自
分
だ
け
で
は
気
づ
け
な
か
っ
た
新
し
い
発
見

も
多
く
期
待
で
き
る
。
意
見
交
流
を
通
し
て
、
危
険
か
ら
自
分

を
守
る
た
め
に
は
、
し
っ
か
り
考
え
、
自
ら
を
節
制
し
、
程
よ

い
生
活
を
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
価
値
の
も
つ

よ
さ
に
共
感
さ
せ
た
い
。

34

　
展
開
後
段(

価
値
の
主
体
的
自
覚
を
深
め
る
段
階)

に
お
い
て
、「
危
険

を
避
け
て
自
分
を
守
る
た
め
に
は
、
ど
ん
な
考
え
を
も
つ
こ
と
が
大
切
で

し
ょ
う
。」
と
、
児
童
一
人
一
人
の
生
き
方
に
つ
い
て
問
い
か
け
て
い
る
。

生
活
を
振
り
返
り
、
望
ま
し
い
生
活
習
慣
を
積
極
的
に
築
く
こ
と
は
、
自

分
や
他
の
人
の
快
適
な
生
活
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
気

づ
き
を
促
し
た
い
。

道
徳
ノ
ー
ト
に
つ
い
て

125
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教科書６年p.31「６ 心づかいと思いやり」

　「役割演技」や「動作化」を通して体験的に学習する

ことで、子どもはより実感をもちながら学習を進め、

考えを深めることができます。学年を問わずできる学

習活動なので、ぜひ取り入れてみてください。

ぐ
っ
と
深
め
る

1

心
づ
か
い
と
思
い
や
り

体
験
を
と
お
し
て
、
思
い
や
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
場
面
に
出
会
っ
た
と
き
、
あ
な
た
は
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
る
で
し
ょ
う
。

30
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●
や
っ
て
み
て
…
…
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
か
。

●
見
て
い
て
…
…
自
分
の
考
え
と
比
べ
て
、
ど
う
思
い
ま
し
た
か
。

2
段だ

ん

差さ

の
前
で
困こ

ま

っ
て
い
る
車
い
す
の
人
を
見
て
、

な
や
ん
で
い
る
人
の
立
場
に
な
っ
て
、

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

3
「
思
い
」
を
「
思
い
や
り
」
に
変
え
る

に
は
、
ど
ん
な
心
が
た
い
せ
つ
で
し
ょ
う
。
考えて
みよう

●
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
、

　
自
分
の
意
見
や
考
え
を
も
と
に
話
し
合
お
う
。

役や
く

割わ
り

を
交
代
し
て

や
っ
て
み
よ
う
。
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ぐ
っ
と
深
め
る

1

心
づ
か
い
と
思
い
や
り

体
験
を
と
お
し
て
、
思
い
や
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
場
面
に
出
会
っ
た
と
き
、
あ
な
た
は
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
る
で
し
ょ
う
。
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●
や
っ
て
み
て
…
…
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
か
。

●
見
て
い
て
…
…
自
分
の
考
え
と
比
べ
て
、
ど
う
思
い
ま
し
た
か
。

2
段だ

ん

差さ

の
前
で
困こ

ま

っ
て
い
る
車
い
す
の
人
を
見
て
、

な
や
ん
で
い
る
人
の
立
場
に
な
っ
て
、

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

3
「
思
い
」
を
「
思
い
や
り
」
に
変
え
る

に
は
、
ど
ん
な
心
が
た
い
せ
つ
で
し
ょ
う
。
考えて
みよう

●
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
、

　
自
分
の
意
見
や
考
え
を
も
と
に
話
し
合
お
う
。

役や
く

割わ
り

を
交
代
し
て

や
っ
て
み
よ
う
。
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で
き
て
い
な
い
。

　
　   

グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
、「
思
い
」
を
「
思
い
や
り
」

に
変
え
る
に
は
、
ど
ん
な
心
が
大
切
か
、
話
し

合
う
。

グ
ル
ー
プ
の
人
数
　
四
人

進
め
方

　
司
会
を
決
め
て
、
司
会
が
話
す
順
番
も
決
め
る
。

初
め
の
人
が
話
し
た
ら
、
聞
い
て
い
た
三
人
は
、
共
感
的
な
感

想
を
返
す
。
こ
れ
を
繰
り
返
す
。

留
意
点

・�

互
い
の
顔
が
見
え
、
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
、
い
す
と
机
を

移
動
す
る
。

・�

話
し
て
い
る
間
は
、
相
手
の
目
を
き
ち
ん
と
見
て
、
共
感
で

き
る
と
き
は
う
な
ず
い
て
聞
く
。

・�

途
中
で
意
見
を
言
っ
た
り
し
な
い
。
ま
た
、
メ
モ
も
と
ら
な

い
。

・�

感
想
は
、
否
定
的
な
こ
と
は
言
わ
ず
、
笑
顔
で
い
い
と
こ
ろ
、

自
分
と
同
じ
と
こ
ろ
を
話
す
。

グ
ル
ー
プ
の
話
合
い
が
終
わ
っ
た
ら
、
全
体
で
話
し
合
う
。

　
い
ろ
い
ろ
な
「
思
い
」
を
も
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
な
か

な
か
言
動
に
移
せ
な
い
弱
い
心
に
共
感
さ
せ
つ
つ
、
ど
う
し
た

ら
言
動
に
移
せ
る
か
自
分
た
ち
の
経
験
を
も
と
に
話
し
合
わ
せ

た
い
。

3

　
中
心
発
問
「『
思
い
』
を
『
思
い
や
り
』
に
変
え
る
に
は
、
ど
ん
な
心
が

大
切
で
し
ょ
う
。」
に
お
い
て
は
、
一
人
一
人
の
考
え
を
し
っ
か
り
も
た
せ

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
み
ん
な
が
も
っ
て
い
る
思
い
を
行
動
に
変
え
る

に
は
何
が
必
要
な
の
か
、
児
童
の
言
葉
で
ま
と
め
て
い
き
た
い
。

道
徳
ノ
ー
ト
に
つ
い
て
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教科書５年p.43「10 ひとふみ十年」

　実践活動や体験活動との関連を示しているの

で、道徳的実践を主体的に行う意欲や態度を育

むことができます。授業の導入で提示する、と

いう方法もあるでしょう。

ぐ
っ
と
深
め
る

ひ
と
ふ
み
十
年

人
と
自
然
や
動
植
物
が
と
も
に
生
き
る
た
め
に
、

わ
た
し
た
ち
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
よ
う
。

▼すばらしい自然

富ふ

士じ

山さ
ん

（
静し
ず

岡お
か

県
・
山や
ま

梨な
し

県
）

鳥と
っ

取と
り

砂さ

丘き
ゅ
う

（
鳥と
っ

取と
り

県
）

相さ

が

み模
湾わ

ん 

沿え
ん

岸が
ん

（
神か

奈な

川が
わ

県
）

●
世
界
文
化
遺い

産さ
ん

●
天
然
記
念
物

逗
ず

子
し

海岸（逗ず子し市）
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▼近づいてみると……▼こんな活動が行われています

▲海岸に打ち上げられたクジラの体内から　　　　　　　　　
　プラスチックごみが見つかる
　（2018 年）

▲小学生ボランティアによる
　海岸の清そう活動（2021 年）　

小
お

田
だ

原
わら

市立山
さん

王
のう

小学校

▲不法とうきされたごみの山　
　（2019 年）

▲ボランティアによる清そう活動
（2019 年）富

ふ

士
じ

山
さん

クラブ

見つめよう
生かそう
見つめよう
生かそう

自
然
を
守
ろ
う
と

し
て
い
る
人
た
ち
が

た
く
さ
ん
い
る
ね
。

インターネットを使って、
自然を守る活動を調べてみよう。

砂
さ

丘
きゅう

レンジャー

▲落書きパトロール ▲大きな落書き
　（2019 年）

由
ゆ

比
い

ヶ
が

浜
はま

海岸（鎌かま倉くら市）山
さん

王
のう

網
あみ

一
い

色
しき

海岸（小お田だ原わら市）

自
然
を
た
い
せ
つ
に
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
が
あ
る
か
、

今
ま
で
の
経け
い

験け
ん

を
と
お
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

検索
けん さく
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ぐ
っ
と
深
め
る

ひ
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人
と
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や
動
植
物
が
と
も
に
生
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る
た
め
に
、

わ
た
し
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ち
に
で
き
る
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と
を
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う
。
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（
静し
ず

岡お
か
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・
山や
ま

梨な
し
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）
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）
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ん
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記
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ず
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し

海岸（逗ず子し市）
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▼近づいてみると……▼こんな活動が行われています

▲海岸に打ち上げられたクジラの体内から　　　　　　　　　
　プラスチックごみが見つかる
　（2018 年）

▲小学生ボランティアによる
　海岸の清そう活動（2021 年）　

小
お

田
だ

原
わら

市立山
さん

王
のう

小学校

▲不法とうきされたごみの山　
　（2019 年）

▲ボランティアによる清そう活動
（2019 年）富

ふ

士
じ

山
さん

クラブ

見つめよう
生かそう
見つめよう
生かそう

自
然
を
守
ろ
う
と

し
て
い
る
人
た
ち
が

た
く
さ
ん
い
る
ね
。

インターネットを使って、
自然を守る活動を調べてみよう。

砂
さ

丘
きゅう

レンジャー

▲落書きパトロール ▲大きな落書き
　（2019 年）

由
ゆ

比
い

ヶ
が

浜
はま

海岸（鎌かま倉くら市）山
さん

王
のう

網
あみ

一
い

色
しき

海岸（小お田だ原わら市）

自
然
を
た
い
せ
つ
に
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
が
あ
る
か
、

今
ま
で
の
経け
い

験け
ん

を
と
お
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

検索
けん さく
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遠
く
か
ら
眺
め
る
富
士
山
の
雄
姿
は
す
ば
ら
し
い
。し
か
し
、

一
歩
そ
の
懐
に
入
っ
て
み
る
と
目
を
覆
う
ば
か
り
の
ゴ
ミ
の
山

に
愕
然
と
す
る
。
写
真
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
光
景
は
富
士

山
で
も
比
較
的
低
い
裾
野
の
あ
た
り
で
あ
ろ
う
が
、
森
林
限
界

を
超
え
た
高
所
で
も
ゴ
ミ
の
量
は
多
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な

ど
で
検
索
し
て
み
る
と
嫌
と
い
う
ほ
ど
の
ゴ
ミ
の
山
を
見
せ
ら

れ
る
。
し
か
し
、
地
域
の
人
や
有
志
を
募
っ
て
富
士
の
清
掃
登

山
を
毎
年
行
っ
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
い
る
。
そ
の
よ
う
な

取
組
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
で
き
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
動

画
な
ど
も
著
作
権
に
配
慮
し
な
が
ら
活
用
を
図
り
た
い
。

　
砂
に
落
書
き
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
ど
う
し
て
そ
の
よ

う
な
こ
と
を
す
る
の
か
、
そ
の
と
き
の
気
持
ち
を
問
い
か
け

て
考
え
さ
せ
た
い
。
お
そ
ら
く
ち
ょ
っ
と
し
た
出
来
心
で
描

い
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
自
然
の
織
り
な
す
造
形
美
を

破
壊
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
罪
深
い
行
為
で
あ
る
。

二
〇
〇
九
年
に
施
行
さ
れ
た
「
日
本
一
の
鳥
取
砂
丘
を
守
り
育

て
る
条
例
」
第
10
条
で
は
面
積
が
10
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

文
字
、
図
形
又
は
記
号
を
鳥
取
砂
丘
の
地
面
に
表
示
す
る
こ
と

を
禁
止
と
し
、
違
反
す
れ
ば
五
万
円
以
下
の
罰
金
と
な
る
。

　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ゴ
ミ
の
生
物
体
内
へ
の
汚
染
は
深
刻
な
問
題

で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
事
例
を
紹
介
し
な
が
ら
、
今
後
一
人
一

人
が
ど
の
よ
う
に
し
て
自
然
や
動
植
物
を
大
切
に
し
な
が
ら
、

自
然
環
境
の
保
全
に
努
め
て
い
く
か
考
え
さ
せ
る
一
助
と
す

る
。

　
雄
大
な
自
然
に
驚
く
だ
け
で
は
な
く
、
自
然
を
大
切
に
し
て
、
自
然
環

境
を
守
っ
て
い
こ
う
と
す
る
た
め
の
判
断
力
を
高
め
る
。

　
今
ま
で
の
自
分
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
自
然
を
大
切
に
し
て
い
く
た
め

に
必
要
な
判
断
力
を
高
め
る
た
め
に
自
分
の
今
後
の
あ
り
よ
う
、
生
き
方

を
考
え
さ
せ
た
い
。

道
徳
ノ
ー
ト
に
つ
い
て
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教科書４年p.22「４ ブルラッシュ」

　道徳科の授業は、授業内で完結するものばかりではありません。

ときには調べ学習などをして、そこから実生活に結びつけていく、

というのもよい方法ではないでしょうか。
活動の意図

学
習
に
お
け
る
具
体
的
な
視
点
や
手
立
て

ぐ
っ
と
深
め
る

ブ
ル
ラ
ッ
シ
ュ

世
界
の
遊
び
を
調
べ
て
、
く
ら
べ
て
み
よ
う
。

●
図
書
館
の
本
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
世
界
の
遊
び
を
調
べ
よ
う
。

文
字
読
み
ず
も
う
（
中

ち
ゅ
う

国ご
く

の
遊
び
）

円
か
ら
出
ず
に
、
相
手
の
せ
な
か
に

は
り
つ
け
た
紙
に
書
か
れ
た
文
字
を

当
て
る
遊
び
。

丸
お
に

（
日
本
の
遊
び
）

円
の
中
に
入
っ
て
、
円
の
外

に
い
る
お
に
に
つ
か
ま
ら
な

い
よ
う
に
、
に
げ
る
遊
び
。

み
ん
な
が
知
っ
て
い
る

遊
び
と
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
が

に
て
い
る
か
な
。

22
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＊○○には、いろいろな国名を入れてみよう。

「日本のあそび」「伝
でん

承
しょう

遊び 日本」
「世界のあそび ○○」 など

ヒント（さがすときのキーワード）

マ
レ
ル

（
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
の
遊
び
）

　
順

じ
ゅ
ん

番ば
ん

に
か
た
足
で
石
を
け
っ
て
、
１
か
ら

８
ま
で
先
に
進
ん
だ
人
が
勝
つ
遊
び
。

ぼ
く
も
、

遊
び
た
く
な
っ
た
よ
。

フ
ォ
ー
・
ス
ク
エ
ア

（
ア
メ
リ
カ
の
遊
び
）

四
つ
に
分
か
れ
た
コ
ー
ト
の
中
で
、
手
の

ひ
ら
で
ボ
ー
ル
を
打
ち
合
う
遊
び
。

絵
・
池い

け

田だ

蔵く
ら
ん
ど人

世
界
の
他
の
国
に
も
同
じ
よ
う
な
遊
び
が
あ
っ
て
、

子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
を
楽
し
ん
で
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、

ど
ん
な
こ
と
を
思
い
ま
し
た
か
。

考えて
みよう
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ぐ
っ
と
深
め
る

ブ
ル
ラ
ッ
シ
ュ

世
界
の
遊
び
を
調
べ
て
、
く
ら
べ
て
み
よ
う
。

●
図
書
館
の
本
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
世
界
の
遊
び
を
調
べ
よ
う
。

文
字
読
み
ず
も
う
（
中

ち
ゅ
う

国ご
く

の
遊
び
）

円
か
ら
出
ず
に
、
相
手
の
せ
な
か
に

は
り
つ
け
た
紙
に
書
か
れ
た
文
字
を

当
て
る
遊
び
。

丸
お
に

（
日
本
の
遊
び
）

円
の
中
に
入
っ
て
、
円
の
外

に
い
る
お
に
に
つ
か
ま
ら
な

い
よ
う
に
、
に
げ
る
遊
び
。

み
ん
な
が
知
っ
て
い
る

遊
び
と
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
が

に
て
い
る
か
な
。
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＊○○には、いろいろな国名を入れてみよう。

「日本のあそび」「伝
でん

承
しょう

遊び 日本」
「世界のあそび ○○」 など

ヒント（さがすときのキーワード）

マ
レ
ル

（
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
の
遊
び
）

　
順

じ
ゅ
ん

番ば
ん

に
か
た
足
で
石
を
け
っ
て
、
１
か
ら

８
ま
で
先
に
進
ん
だ
人
が
勝
つ
遊
び
。

ぼ
く
も
、

遊
び
た
く
な
っ
た
よ
。

フ
ォ
ー
・
ス
ク
エ
ア

（
ア
メ
リ
カ
の
遊
び
）

四
つ
に
分
か
れ
た
コ
ー
ト
の
中
で
、
手
の

ひ
ら
で
ボ
ー
ル
を
打
ち
合
う
遊
び
。

絵
・
池い

け

田だ

蔵く
ら
ん
ど人

世
界
の
他
の
国
に
も
同
じ
よ
う
な
遊
び
が
あ
っ
て
、

子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
を
楽
し
ん
で
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、

ど
ん
な
こ
と
を
思
い
ま
し
た
か
。

考えて
みよう
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世
界
の
遊
び
に
つ
い
て
調
べ
る
。

　
図
書
館
の
本
や
一
人
一
台
端
末
な
ど
を
用
い
て
容
易
に
調
べ

る
こ
と
が
で
き
る
。
左
ペ
ー
ジ
の
「
ヒ
ン
ト
」
を
参
考
に
す
る

と
よ
い
。
教
科
書
に
あ
る
も
の
以
外
に
も
、
次
の
よ
う
な
遊
び

が
見
つ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

・�

じ
ゃ
ん
け
ん
（
紙
、石
、は
さ
み
が
共
通
で
あ
っ
た
り
、グ
ー
、

チ
ョ
キ
、
パ
ー
の
手
の
形
が
同
じ
だ
っ
た
り
す
る
。）

・�

ダ
ッ
ク
ア
ン
ド
グ
ー
ス
（
ア
メ
リ
カ
の
遊
び
で
ハ
ン
カ
チ
落

と
し
に
似
て
い
る
。）

・�

ペ
ガ
・
ヴ
ェ
レ
タ
（
ブ
ラ
ジ
ル
の
遊
び
、
将
棋
崩
し
に
似
て

い
る
。）

・�「
だ
る
ま
さ
ん
が
こ
ろ
ん
だ
」
は
世
界
各
国
に
い
ろ
い
ろ
な

呼
ば
れ
方
で
存
在
し
、
少
し
調
べ
る
と
動
画
も
見
ら
れ
る
の

で
、
似
て
い
る
点
が
見
つ
け
や
す
い
。

　
　   

見
つ
け
た
遊
び
に
つ
い
て
、
日
本
の
遊
び
と
似

て
い
る
と
こ
ろ
を
話
し
合
う
。

　
じ
ゃ
ん
け
ん
な
ど
は
Ａ
Ｌ
Ｔ
を
交
え
た
学
び
の
中
で
も
経
験

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、児
童
に
と
っ
て
身
近
な
遊
び
で
あ
る
。

そ
の
他
、
遊
び
方
や
そ
の
内
容
、
使
う
道
具
な
ど
に
共
通
点
が

見
つ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
日
常
使
う
言
語
が
違
っ
た
り
育
つ

環
境
も
違
っ
た
り
す
る
の
に
、
遊
び
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
の
は
、
児
童
に
と
っ
て
不
思
議
で
も
あ
り
、
発
見
で
も
あ
る
。

ど
こ
の
国
で
も
似
た
遊
び
を
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
親

し
み
の
感
情
を
膨
ら
ま
せ
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ブ
ル
ラ
ッ
シ
ュ
以
外
に
も
世
界
の
中
に

は
似
て
い
る
遊
び
が
あ
る
こ
と
を
自
分
た

ち
で
も
調
べ
る
こ
と
で
、
よ
り
多
く
の

国
々
へ
の
興
味
・
関
心
や
理
解
を
深
め
る

こ
と
に
つ
な
げ
る
。
ま
た
、
休
み
時
間
や

体
育
の
時
間
を
使
っ
て
実
際
に
活
動
す
る

こ
と
で
、
よ
り
類
似
点
に
気
づ
か
せ
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

ぐ
っ
と
深
め
る

ブ
ル
ラ
ッ
シ
ュ
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1

「ぐっと深める」のタイプ

問題解決的な
学習を

取り入れて

体験的な学習を
取り入れて

多様な実践活動を
生かして

そのほかにも

私の実践　「ぐっと深める」２年「10 およげない　りすさん」の実践例

30 31

第
４
章 

応
用
編

「
教
科
書
」
を
も
っ
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第４章　応用編 「教科書」をもっと使いこなそう！

使える！デジタルコンテンツ2
　教材研究をしていて、「教材を分かりやすく提示した

い」「もう少し追加の情報が欲しい」と思うことはあり

ませんか。実は、そうした願いを叶えるデジタルコンテ

ンツがたくさん用意されています。教材研究を始める前

　「命のアサガオ」の種が入った袋

の画像です。教科書紙面には掲載

されていませんが、教材を範読す

る際に指導者用デジタル教科書（教材）でこの

画像を示し、袋に書かれた「命のアサガオのルー

ツ」の文章を確認しました。

　実物の画像を見せることで、子どもたちはよ

り真剣に考えることができました。

　今回紹介したような実話に基づく教材では、「いかに本物を示せるか」が授業成功の鍵となります。「命のアサガオ」

の種の袋、そして光祐くんのお母さんの生の声は、子どもにとって最上の教材となります。これらの実物を示すことで、

子どもは遠い世界の物語ではなく、自分の生活に結びついたお話として受け止めることができます。

に、その教材にどのようなデジタルコンテンツがあるか

を確認してみてください（本冊子p.11「デジタルコン

テンツの活用」）。きっと役に立つコンテンツが見つかり

ますよ。

６年「25 人間をつくる道−剣道−」動画「剣道の礼」

５年「27 ミスター・トルネード　藤田哲也」　
外部リンク「気象庁ホームページ　藤田（F）スケールとは」

３年「５ きいてるかい オルタ」
アニメーション「きいてるかい オルタ」

２年「11 ぎおんまつり」　画像「ぎおんまつりの　ほこ」

　動画が収録されている教材があります。例えば、
「剣道」や「茶道」などは、子どもにとって、ふだ
んの生活からはイメージしにくいものです。そこで、
教材を読む際に動画とあわせて提示すると効果的で
す。

　外部サイトにリンクしている資料もあります。
　例えば、５年「27 ミスター・トルネード　藤田哲也」
では、気象庁のホームページのリンクに遷移し、竜巻
のスケールについての解説を読むことができます。

　全教材に、本文の朗読音声が収録されています。
　また、教材によっては、アニメーションが入って
いるものがあります。アニメーションは子どもの教
材への理解を助けてくれます。

　画像もたくさん用意されています。
　画像はインターネットなどからも探すことができま
すが、デジタルコンテンツとして用意されているもの
は使い勝手がよいので、積極的に活用していきましょ
う。

画像「命のアサガオ−種のふくろ−」デジタルコンテンツ（教科書QRコンテンツ）の例

動画

外部リンク

画像

外部リンク

朗読音声、
アニメーション

画像

　光
こう

祐
すけ

くんのお母さんの思いを考

える際に追加の資料として提示し

ました。

　このメッセージは、学習者である子どもたち

に直接語りかけるように書かれています。子ど

もたちは、光祐くんのお母さんの思いを感じな

がら、考えることができました。

画像「光祐くんのお母さんからのメッセ―ジ（本文）」

　動画を終末で紹介しました。

　最後にもう一度、光祐くんのお

母さんがメッセージを読んでいる

動画を紹介することで、余韻をもって授業を終

わらせることができました。

　教師が「命は大切です」と言うよりも、動画

のメッセージのほうがさらに説得力がありま

す。

動画「光祐くんのお母さんからのメッセ―ジ」

私の実践　指導者用デジタルコンテンツを活用した６年「４ 命のアサガオ」の実践例
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第４章　応用編 「教科書」をもっと使いこなそう！

「心のベンチ」の例

コラム「心のベンチ」は学びの宝庫！3
　教科書に、コラム「心のベンチ」があるのをご存じで

しょうか。「心のベンチ」は全学年、以下で紹介する５

つのテーマである「いじめ」「情報モラル」「SDGs」「多

文化共生」「自己肯定感」で構成されています。

　どのテーマも現代的な課題を考えるうえで重要度の高

いものとなっています。

している人」が直接本人に暴言を吐いたり、嫌なこ

とを言ったりする行為をしている人だとしたら、教

材で「いじり」をしている横で笑っている友達は「は

やしたてる人」に当てはまりそうです。学級の子ど

もたちと、「はやしたてる人」や「見て見ぬふりを

する人、見ているだけの人」もいじめを止める側に

回ることができれば、いじめは止められそうだ、と

いう確認ができました。

　「心のベンチ」は、このように教材と組み合わせ

て使うこともできますし、単独で使うこともできる

おすすめのページです。ちょっとしたすき間の時間

に子どもだけで読むこともできますので、ぜひ子ど

もたちに紹介しましょう。

　「なくそう！ いじめ」のページは、いじめの四層

構造について、上のイラストを見ながら確認し、理

解できるようになっています。

　このイラストでは、「被害者」「加害者」「観衆」「傍

観者」が一目で分かるようになっています。また、

悩んでいる被害者の周りには、家族や先生をはじめ

とする多くの人が関わってくれようとしていること

が感じられます。

　この４年の心のベンチ「なくそう！ いじめ」と

「19 いじりといじめ」という教材は、教科書では

いじめ防止ユニット「人との関わり　いじめをなく

すために」として設定されています。今回は「いじ

りといじめ」の授業を行ったあと、後日、「なくそ

う！ いじめ」のページを確認しました。「いじめを

　コラムなので、授業中に直接活用されることは少ない

かもしれませんが、教材を補足説明する際に活用したり、

子どもが１人で読んで学んだりとさまざまに活用できる

場面があります。ぜひ、もくじから「心のベンチ」を見

つけて、読んでみてください。大人の私たちが見ても勉

強になることがたくさんあります。

教科書３年p.35「おしゃべりすごろく」

　子どもたちの自己肯定感を高めるために、多様な視点か

ら考えられるようになっています。「心のベンチ」では、読

み物だけではなく、遊びながら自分で学ぶページもありま

す。３年の「おしゃべりすごろく」は、紙面の二次元コー

ドからアクセスしてアプリでも楽しむことができます。

教科書２年p.135「ふわふわ　ちくちく」

　低学年から高学年の発達の段階に合わせて、相手や学級の友達の

気持ちを考えること、いじめの四層構造、いじめと法律との関係に

ついて掲載されています。身近な関係性からはじまり、徐々に社会

性と結びつけて考えられる構成になっています。

あなたなら、どんな　ことばを　かけるかな。

国
こく

語
ご

・とっかつほかの　教
きょう

科
か

などとの　かんれん絵
え

・ながのまみ

みんなが　「ふわふわ」な　ことばを　
かけあえると　いいね。

134
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ベンチ
心
ここ ろ

の

ことばには　「ふわふわ」な　ことばと、「ちくちく」な　ことばが　ありますね。

「ふわふわ」な　ことばを　言
い

われると、どんな　気もちに　なりますか。

「ちくちく」な　ことばを　言
い

われると、どんな　気もちに　なりますか。

ふわふわ　ちくちく

じゃま ありがとう やったね

だまれ いやだね すごいね

あっちへ　いけ むかつく がんばったね

だめだね いっしょに　あそぼう だいじょうぶ

135
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教科書１年p.54「よい　ことかな　どうかな」

　低学年では著作権、中学年ではゲームやインターネット、

高学年ではSNSや情報通信機器について掲載されています。

情報通信機器が発達している現代において、これらは喫緊の

課題と言えます。

でも、あなたの　えに　かってに　かきくわえられたら。

だれかの　さくひんに　かってに　なにか　する　ことは、よい　
ことかな。じぶんが　されたと　おもって、かんがえて　みよう。

ずこうほかの　きょうかなどとの　かんれんえ・ながのまみ

あれ、
おこっちゃった……。
よろこんで　くれると　
おもったのに、　
どうしてかな。

こっそり　はねや　
つのを　かいて
あげたよ。
かっこよく　
なったでしょ。

だいすきな　
きょうりゅうの
えを　かいたよ。
うまく　かけたよ。

ひどいよ

54
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ベ
べ

ン
ん

チ
ち

こころの

えを　かいたり、こうさくを　したり　
して　いる　とき、どんな　きもちかな。

よい　ことかな　どうかな

みんな、いっしょう
けんめいだね。
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教科書５年p.112「わたしたちの未来を守るために」

　SDGsは17の目標から構成されているため、「心のベンチ」でも

多様なジャンルを掲載しています。子どもは、世界の子どもたち

の実態を知ることで、実感をもちながら考えることができます。

S
エス・ディー・ジーズ

DGs と深く関係しているね。
ほかに、どんな活動があるのだろう。

世界には、こまっている子どもたちがたくさんいます。

社会・総合ほかの教科などとの関連

きれいな水を飲むことができず、
病気になる

家族の生活を支
ささ

えるために、
働かなければならない

紛
ふん

争
そう

にまきこまれ、
子ども兵

へい

士
し

にさせられる

【活動の一例】

予
よ

防
ぼう

接
せっ

種
しゅ

学校をつくる 井戸のつくり方を教える

　世界の子どもたちの命と健康と未来を守るため、「子どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」にもとづ
いて、さまざまな活動をしている機関がユニセフ（国

こく

際
さい

連
れん

合
ごう

児
じ

童
どう

基
き

金
きん

）です。

子どもたちのために活動している機関があります。

2000年 2020年
防
ふせ

ぐことができる病気などで命を失う 5 才未満の子どもの数 970万人 520万人
小学校に行けない子どもの数 1億人 5900万人
安＊ 全に管理された飲み水を得

え
られない人の割

わり
合
あい

38％（約3人に1人） 26％（約4人に1人）

【子どもたちをめぐる状
じょう

きょう】

S
エス・ディー・ジーズ

DGsで考えよう
どの目標とつながりがあるかな。

◀182ページ

出典：日本ユニセフ協会ホームページによる

＊子どもだけでなく、すべての人をふくむ割
わり

合
あい
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ベンチ
心の

住む場所や食べ物があり、 医りょうを
受けられるなど、命が守られること

参加する権
けん

利
り

　世界中
じゅう

のすべての子どもたちがもっている権
けん

利
り

について定めた条約です。1989
（平

へい

成
せい

元）年、国
こく

際
さい

連
れん

合
ごう

で参加国すべてが賛
さん

成
せい

してつくられました。日本は
1994（平

へい

成
せい

６）年、この条
じょう

約
やく

に
＊

批
ひ

准
じゅん

しました。

●この条
じょう

約
やく

の定める権
けん

利
り

には、大きく分けると以下のようなものがあります。

わたしたちの
未来を守るために

「子どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」って？

＊批
ひ

准
じゅん

……条
じょう

約
やく

を認
みと

めて実行する、と同意すること。

＊紛
ふん

争
そう

……争うこと。＊搾
さく

取
しゅ

……うばい取ること。

勉強したり遊んだりして、もって生まれた
能
のう

力
りょく

を十分にのばしながら成長できること

自由に意見を表したり、
団
だん

体
たい

を作ったりできること

生きる権
けん

利
り

育つ権
けん

利
り

守られる権
けん

利
り

□
＊

紛
ふん

争
そう

にまきこまれず、難
なん

民
みん

になったら
保
ほ

護
ご

され、暴
ぼう

力
りょく

や
＊

搾
さく

取
しゅ

、
有害な労働などから守られること

113
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教科書６年p.177「みんな、自由。みんな、平等。」

　日本の祭りや地域のよさの紹介、世界の挨拶や世界各

国の「子どもの日」、世界のことわざなどが掲載されてい

ます。多文化共生のため、自分の住んでいる地域や国の

こと、また他国のことを知り、学ぶという構成になって

います。

採
さい

択
たく

から75年以上がたっ
ているけれど、ほんとうに
世界中の人

ひと

々
びと

の権
けん

利
り

は守
られているのかな。

私
わたし

たちは、国の政治に
参加することができます。
大
お と な

人になれば、自分の国の代表を
選ぶことができます。

人はみな、教育を受けることができます。
小学校は無料でなければなりません。
将
しょう

来
らい

、役に立つことを学びます。
どんな教育を受けさせるかは親が選べます。
世界中

じゅう

が平和になるにはどうしたらいいのかを、
みんなで学ばなければなりません。

第 26 条

第 21 条

人はみな、自分たちの権
けん

利
り

を守るため
仲間たちといっしょに行動していい。
しかし相手が望んでもいないのに
むりやり仲間にひきずりこんではいけません。

第 20 条

出典：訳
やく

・中
なか

川
がわ

ひろたか 『ひとはみな、自由―世界人
じん

権
けん

宣
せん

言
げん

』 主婦の友社による

社会ほかの教科などとの関連

自分が人
じ ん

権
け ん

をもっているのと同じよ
うに、相手も人

じ ん

権
け ん

をもっているとい
うことについて、考えてみよう。

176
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ベンチ
心の

　世界中
じゅう

のすべての人
ひと

々
びと

は人
じん

権
けん

をもっています。これは、人間が人間らしく生きる
ために、一

ひ と り

人ひとりが生命や自由、平等を保ち、幸福を追求するための権
けん

利
り

です。
　1948（昭

しょう

和
わ

23）年には、国際連合で「世界中のすべての人が達成すべき共通
の基準」として「世界人

じん

権
けん

宣
せん

言
げん

」が採
さい

択
たく

されました。

みんな、自由。
みんな、平等。

世界人
じん

権
けん

宣
せん

言
げん

＜抜
ばっ

粋
すい

＞

人はみな、自由です。
自由に考え、
自由に感じていい。

人はみな、それぞれちがうけど
みんな自由だということ、
そして平等だということ、
これが基本です。

第 2 条

私
わたし

たちは、自分で考え、
自分で決め、思いを話し、
ひとつの考えをみんなで分かちあっていい。

この世に生まれた、私
わたし

たちは、
どこまでも生きていい。
どこまでも自由に、どこまでも幸せに、
生きていい。

第 1 条

第 3 条

第 19 条

177
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絵・ミスミヨーコ 特
とっ

活
かつ

ほかの教科などとのかんれん

大きくなったら、
何になりたい
ですか。

今、何をすることが
いちばん楽しい
ですか。

さいきん
がんばっていることは、

何ですか。

自分の学
がっ

級
きゅう

の
よいところを一つ
言いましょう。

すきな教科は
何ですか。

すきな給
きゅう

食
しょく

の
メニューは
何ですか。

人に親切に
されたことを
話してください。

　ルールは、すごろくと同じです。こまが止まったところのしつもんに答えましょ
う。ほかの人たちは、「なぜ？」「もう少しくわしく教えて」などと、たずねます。
全
ぜん

員
いん

がゴールに入るまで、つづけましょう。
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おしゃべりすごろくベンチ
心の

あなたの
たからものは、
何ですか。

あなたの
とくいなことは、
何ですか。

今までに
「ありがとう」と
言われたことを、
一つ言って
ください。

どのきせつが
いちばん
すきですか。

さいきん、
いちばん

うれしかったことは
何ですか。

友だちの
いいところを一つ
言いましょう。 これまでで、

いちばんきれいだなと
思ったことを
話してください。

みんなのこまを
ならべましょう。

35
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◦あなたなら、だれに止めてほしいですか。

　もし、あなたの周
まわ
りでいじめがあったり、それを知ったりしたら、いじめられて

いる人の心の声に耳をかたむけましょう。
　そして、正しいはんだんと勇

ゆう
気
き
をもって、いじめを止められる人になりましょう。

いじめは、ゆるされることではありません。

◦いじめをなくすために、わたしたちにできることは、どんなことでしょう。

こまったときは、大
お と な

人に相談しよう。

絵・S
ス マ イ ル ズ

MILES F
フ ァ ク ト リ ー

ACTORY 特
と っ

活
か つ

ほかの教科などとの関
かん

連
れん

94
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ベンチ
心の

なくそう！ いじめ

◦いじめに入るのは、どの人まででしょう。

◦どうして、そう思いますか。

　もし、いじめを知ったら、どうすればいいでしょう。
いじめを
している人 見ているだけの人

家族

先生地いきの人

S
エスオーエス
OSダイヤル なんとかしよう

とする人

はやしたてる人 見て見ぬふりを
する人

おもしろがる人止めようとする人
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教科書４年p.95　「なくそう！ いじめ」

いじめ

自己肯定感

情報モラル

SDGs

多文化共生

私の実践　「心のベンチ」４年「なくそう！ �いじめ」の実践例
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第４章　応用編 「教科書」をもっと使いこなそう！
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別冊「道徳ノート」で学びを振り返る！4
　教科書『小学道徳　生きる力』には別冊の「道徳ノート」

がついていますが、みなさんは活用されているでしょう

か。「道徳ノート」にはあらかじめ教材ごとのページが

準備されているので、準備の時間を短縮できます。また、

デジタルコンテンツとしてノートのデータも2種（Word

版、Googleドキュメント版）収録されており、オリジ

ナルのワークシートに作りかえて授業で使うこともでき

ます。

　「道徳ノート」は、自分の学びを振り返るポートフォ

リオとしても機能します。学期の終わりに所見を書く際

には、子どもの振り返りから、子どもが学んだことを読

み取り、それをもとに書いていけばよいでしょう。子ど

もたち自身も、学期ごと、あるいは年度末などに、自分

が書いた振り返りを読み返すことで、どのような学びが

あったのかを振り返り、より深く学ぶことができます。

「どうとくノート」（３年p.2）

「どうとくノート」（３年p.14）

　下段には、１時間の学習を通して得た学びを書いていき
ます。しっかりと時間を確保して、子どもが自分の生活や
学びに向き合えるようにしましょう。
　子どもが教材に対して感じたことを書くことに加え、子
ども自身の生活経験のことも踏まえて振り返りを書けるよ
うに声掛けをするとよいでしょう。

学期ごとに振り返ることができる
ページも設けられています。（年３回）

ここまで読み進めてくださったみなさんへ
　この冊子を手に取り、最後まで読んでくださって、ありがとうございます。

　道徳の授業に対する不安は、少し晴れてきたでしょうか。もし、授業をする際にまた悩むことが出てきたら、
この冊子を読み返していただければうれしく思います。

　さて、私たちが道徳の授業に対して力を入れても、子どもたちは一朝一夕で変わるものではありません。
しかし、じわじわと子どもたちの実態が変わってくることが実感できるのが道徳科だと思っています。

　私が道徳の授業をしていて感じる子どもの成長とは、「自分のことに真剣に向き合うようになったな」とか、
「友達の前で自分の考えをオープンにできるようになってきたな」ということです。

　そして、これらの成長が見えてきたとき、その成長は道徳科の時間だけにとどまらず、さまざまな場面へ
と波及していきます。国語科や算数科など他教科での話合いのときや、学級会で何かを決めるときなど、相
手のことを考えて話合いに臨んでいる子どもの姿が見えてきます。これはまさに「相手の立場に立って考える」
という道徳科の特質ではないでしょうか。

　先生方は道徳の授業をする際に、「ねらいはどうしよう」「発問はこれでいいのかな」「板書はどうすれば
……」などと、たくさん悩んでいるかもしれません。でも、どれだけ悩んでいるとしても、先生が「授業を
楽しむ心」だけは忘れないでほしい、と思っています。

　先生が「楽しい」と感じながら行っている授業は、必ず子どもたちにも伝わっていくものだからです。

　ぜひ、先生方には先生らしい授業を楽しみながら行ってほしいと思います。

　いま、社会はV
ブ ー カ

UCA（先行きが不透明で将来の予測が困難）の時代になってきていると言われています。
先行きが見えにくい社会だからこそ、自分で「よりよい生き方」について考えることができる子どもたちを
この冊子の読者の先生方と一緒に育てていきたいと思っています。そのために、思いっきり道徳の授業を楽
しんでいきましょう！

 森岡　健太

先生らしい楽しい授業を！
おわりに

　上段はフリースペースとなっています。罫線
が入っていないので、友達の考えをメモしたり、
図やイラストを描きながら自分の考えをまとめ
たりすることもできます。
　私がおすすめする使い方は、「考えてみよう」
の発問に対しての自分の考えを書く方法です。
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※１ 、２は紙媒体、３～６はクラウド 配信でのご提供となります。
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