
　
人
は
自
ら
の
誠
実
な
生
き
方
に

充
実
感
を
覚
え
ま
す
。他
者
か
ら
の

思
い
や
り
に
心
が
温
か
く
な
り
ま
す
。

自
然
の
崇
高
さ
に
心
奪
わ
れ
ま
す
。

社
会
で
生
き
て
い
く
上
で
の
規
範
の

大
切
さ
を
考
え
ま
す
。こ
の
よ
う
に

道
徳
の
時
間
に
は「
ひ
と
・
も
の
・
こ

と
」の
中
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
道
徳

的
価
値
に
つ
い
て
、仲
間
と
共
に
深

く
学
び
合
う
の
で
す
。

道
徳
の
時
間
の

在
り
方
と
は

　
保
護
者
の
中
に
は「
道
徳
の
時
間

な
ん
て
必
要
な
い
」「
道
徳
を
勉
強

し
て
も
役
に
立
た
な
い
し
、効
果
な

ん
て
期
待
で
き
な
い
」
と
考
え
る
人

も
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。こ

れ
は
保
護
者
の
み
な
ら
ず
、教
員
に

も
言
え
そ
う
で
す
。だ
か
ら
、時
間
割

に
道
徳
の
時
間
が
入
っ
て
い
る
の
に
、

実
際
に
は
実
施
さ
れ
て
い
な
い
学
校

も
散
見
す
る
の
で
す
。そ
の
よ
う
な

実
態
を
踏
ま
え
て
今
、「
道
徳
の
教
科

化
」が
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、こ
こ
で
言
う
「
効
果
の
な

い
道
徳
」
と
は
何
を
指
す
の
で
し
ょ

う
か
。お
そ
ら
く
価
値
の
押
し
付
け

の
授
業
で
あ
っ
た
り
、教
員
の
用
意

し
た
答
え
に
導
く
だ
け
の
形
式
的

な
道
徳
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。つ
ま
り
、子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て「
楽
し
い
授
業
」「
充
実

感
の
あ
る
授
業
」「
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
自
浄
効
果
を
生
む
よ
う
な
授
業
」

に
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

　
で
は
、い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
授

業
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。授
業
参
観
に
行
っ
て
「
な
る
ほ

ど
！
子
ど
も
た
ち
の
言
う
こ
と
も

も
っ
と
も
だ
」と
感
心
し
た
り
、「
う

～
ん
」と
大
人
で
も
考
え
込
ん
だ
り

す
る
よ
う
な
授
業
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。そ
の
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン

ト
を
下
図
に
示
し
て
い
ま
す
。

兵
庫
教
育
大
学
の

取
り
組
み

　
兵
庫
教
育
大
学
教
職
大
学
院（
専

門
職
学
位
課
程
）で
は
、共
通
基
礎

科
目
に「
学
校
に
お
け
る
心
の
教
育

の
実
践
研
究
」
を
設
定
し
、専
門
科

目（
必
須
科
目
）と
し
て
「
道
徳
教

育
の
諸
理
論
と
道
徳
授
業
づ
く
り
」

「
道
徳
授
業
の
教
材
及
び
指
導
過

程
の
実
践
開
発
」を
開
講
し
て
い
ま

す
。現
職
教
員
の
大
学
院
生
や
こ
れ

か
ら
教
員
を
目
指
す
ス
ト
レ
ー
ト
マ

ス
タ
ー
ら
は
、道
徳
教
育
に
関
わ
る

課
題
研
究
に
取
り
組
み
、十
分
な
成

果
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

▶ねらい（道徳的価値）を明確にすること

▶発達の段階や学年段階に対応していること

▶教材文の構成、いわゆる＂起承転結＂等を十分理解していること

▶道徳の資料と国語の違いに留意すること

▶主人公の心が変容した場面を中心に考えさせること　

▶副詞、副詞句に注目した発問を考えること

楽しい授業、学びがいのある授業のポイント

その段階で、一見分かっているよ
うで、実は分かっていないことを
学べるように…

国語…言語に対する全てのこと
を学ぶ。
道徳…一番大事なことは書かれ
ていない。そのことを共に考える
ことができる発問づくりを。

副詞、副詞句を尋ねることにより、多様な子どもの意見が期待
できます。多くの場合、中心発問にふさわしい副詞、副詞句は
最後から数行前に！「～の気持ちはどうか」と心情を問うことを
繰り返し過ぎると、授業が平板になりませんか。基本発問が多く
なり過ぎると、教員が授業を引っ張ってしまうことになりませんか。

「その時、主人公は心の中で何
と語り掛けているでしょう」
「どんなことを考えているでしょう」
「～に何を見たのでしょう（気付
いたのでしょう）」
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教育最前線現
状
と
課
題
か
ら
見
る

道
徳
教
育
の
重
要
性

道
徳
教
育
の
役
割

　
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
は
、児

童
生
徒
が
人
間
と
し
て
の
在
り
方

を
自
覚
し
、人
生
を
よ
り
よ
く
生
き

る
た
め
に
、そ
の
基
盤
と
な
る
道
徳

性
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す

（
改
正
教
育
基
本
法
よ
り
）。

　
こ
の
道
徳
教
育
の
目
標
は
、学
習

指
導
要
領
─
道
徳
編
─
第
1
章
総
則

の
第
1
の
2
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
り
、

「
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ

て
、道
徳
的
な
心
情
、判
断
力
、実
践

意
欲
と
態
度
な
ど
の
道
徳
性
を
養

う
こ
と
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。ま

た
、道
徳
の
時
間
に
つ
い
て
は「
以
上

の
道
徳
教
育
の
目
標
に
基
づ
き
、各

教
科
、外
国
語
活
動
、総
合
的
な
学

習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
に
お
け
る

道
徳
教
育
と
密
接
な
関
連
を
図
り

な
が
ら
、計
画
的
、発
展
的
な
指
導

に
よ
っ
て
こ
れ
を
補
充
、深
化
、統
合

し
、道
徳
的
価
値
の
自
覚
及
び
自
己

の
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
、

道
徳
的
実
践
力
を
育
成
す
る
も
の
」

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

道
徳
の
時
間
で

何
を
学
ぶ
の
か

　
前
述
し
た
よ
う
な
道
徳
教
育
の

充
実
は
、学
校
教
育
全
体
を
通
し
て

よ
り
よ
き
人
格
の
完
成
を
目
指
し

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。そ

の
要
の
時
間
と
し
て
「
道
徳
の
時

間
」が
あ
り
ま
す
。

　
で
は
、道
徳
の
時
間
と
は
ど
の
よ

う
な
時
間
な
の
で
し
ょ
う
か
。「
説

教
の
時
間
?
」「
懺
悔
の
時
間
?
」

「
分
か
り
き
っ
た
建
前
を
言
い
合
う

時
間
?
」
で
し
ょ
う
か
。当
然
の
こ

と
な
が
ら
全
部
違
い
ま
す
。一
言
で

言
う
と「
豊
か
な
心
を
育
む
た
め
の

時
間
」
で
す
。そ
し
て
「
道
徳
的
価

値
の
大
切
さ
を
学
ぶ
時
間
」な
の
で

す
。早
急
に
道
徳
的
行
為
や
道
徳
的

習
慣
を
目
指
す
時
間
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

価
値
観
の
多
様
化
や
人
間
関
係
の
希
薄
化
に
伴
い
、家
庭
や
地
域

の
教
育
力
、子
ど
も
た
ち
の
規
範
意
識
や
自
尊
感
情
な
ど
に
課
題

が
生
じ
て
い
ま
す
。い
じ
め
や
不
登
校
、そ
し
て
体
罰
の
問
題
も
喫

緊
の
課
題
と
し
て
各
所
で
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。さ
ま
ざ
ま
な
課

題
の
解
決
に
向
け
、今
、道
徳
教
育
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

生徒指導実践開発コース准教授
淀
よど

澤
さわ

勝
かつ

治
じ
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現
　
在

一
昔
前

授
業
者
の
ね
ら
い
と

実
際
の
効
果

主
な
発
問
と

予
想
さ
れ
る
児
童
の
反
応

授
業
者
の
ね
ら
い
と

実
際
の
効
果

主
な
発
問
と

予
想
さ
れ
る
児
童
の
反
応

物
語
へ
の
導
入（
こ
の
時
間
に
考

え
て
い
く
教
材
へ
の
導
入
は
す

る
が
、価
値
の
押
し
付
け
は
し
な

い
）

※
な
る
べ
く
短
め
に

●�

児
童
は
ヒ
ン
ト
を
も
ら
い
な

が
ら
楽
し
く
授
業
に
入
り
込

む

「
こ
の
花
を
見
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
か
？
何
の
花
だ
と
思

う
？
」（
み
か
ん
の
花
の
画
像
、あ

る
い
は
黒
板
を
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー

の
よ
う
に
活
用
し
て
ヒ
ン
ト
も

出
す
）

●�

口
々
に
い
ろ
い
ろ
な
果
物
の

名
前
を
言
う

●�

何
だ
ろ
う
と
不
思
議
そ
う
に

す
る

●�

当
て
て
喜
ん
だ
り
食
べ
た
そ

う
に
し
た
り
す
る

価
値
へ
の
導
入（
こ
の
時
間
に
考

え
て
い
く
価
値
に
つ
い
て
の
課

題
意
識
を
掘
り
下
げ
る
）

●�

児
童
は
先
生
の
期
待
す
る
答

え
を
探
す
か
、今
ま
で
の
自

分
を
振
り
返
っ
て
反
省
を
促

さ
れ
る

「
う
そ
や
ご
ま
か
し
を
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

そ
の
と
き
は
ど
ん
な
気
持
ち
が

し
ま
し
た
か
？
」

●�

ば
れ
な
い
か
ど
う
か
ど
き
ど

き
す
る

●�（
何
も
言
え
な
い
、言
わ
な

い
）

「
こ
の
話
を
聞
い
て
ど
う
思
い

ま
し
た
か
？
」

●�

黙
っ
て
取
ろ
う
と
し
た
ら
だ

め
だ

●�

和
尚
さ
ん
は
優
し
い
な
あ

一
郎
た
ち
の
気
持
ち
に
寄
り
添

い
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
く
。

そ
し
て
、自
分
た
ち
の
い
け
な
か

っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
と
こ
ろ

が
授
業
の
山
場
に
な
る
よ
う
に

発
問
構
成
を
考
え
て
い
く
。た

だ
し
、主
人
公
た
ち
の
し
て
い
る

こ
と
に
共
感
さ
せ
な
が
ら
「
そ

ん
な
気
持
ち
っ
て
よ
く
分
か
る

な
あ
」
と
な
り
き
ら
せ
な
が
ら

進
め
て
い
く

※�

教
員
の
教
材
解
釈
力
に
よ
っ
て
授

業
の
成
否
が
分
か
れ
る

「
み
か
ん
の
白
い
花
が
た
く
さ

ん
咲
い
て
い
る
の
を
見
て
、一
郎

た
ち
は
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
っ

て
い
る
で
し
ょ
う
？
」

●�

き
れ
い
だ
な
あ

●�

早
く
秋
に
な
ら
な
い
か
な
あ

●�

た
く
さ
ん
取
れ
そ
う
だ

「
一
郎
が
手
を
伸
ば
し
た
と
き
、

ど
ん
な
こ
と
を
考
え
た
で
し
ょ

う
？
」

●�

や
っ
と
大
き
く
な
っ
た

●�

見
つ
か
っ
た
ら
大
変
だ

●�

お
い
し
そ
う
だ
な

●�
黙
っ
て
取
る
の
は
よ
く
な
い

か
な

「
み
か
ん
が
一
つ
も
な
い
の
を
見

て
、一
郎
た
ち
は
ど
ん
な
気
持
ち

に
な
っ
た
で
し
ょ
う
？
」

●�

せ
っ
か
く
札
の
通
り
に
待
っ
て

い
た
の
に・・・

●�

和
尚
さ
ん
に
だ
ま
さ
れ
た

●�

昨
日
の
う
ち
に
取
っ
て
お
く

ん
だ
っ
た

「
一
郎
た
ち
は
和
尚
さ
ん
の
手

紙
を
読
ん
で
ど
ん
な
こ
と
を
考

え
た
で
し
ょ
う
？
」

●�

和
尚
さ
ん
は
優
し
い
な
あ

●�

黙
っ
て
取
ろ
う
と
し
て
ご
め

ん
な
さ
い

●�

謝
り
に
行
こ
う

一
郎
た
ち
の
気
持
ち
に
寄
り
添

い
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
く
。

そ
し
て
、自
分
た
ち
の
い
け
な
か

っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
と
こ
ろ

が
授
業
の
山
場
に
な
る
よ
う
に

発
問
構
成
を
考
え
て
い
く

◎�

優
れ
た
教
員
な
ら
ば
子
ど
も

た
ち
を
う
ま
く
導
い
て
い
け

る
が
、そ
う
で
な
い
場
合
は
、

先
の
見
え
た
つ
ま
ら
な
い
授

業
に
な
る
可
能
性
も
高
い

「
み
か
ん
を
取
ろ
う
と
し
て
、和

尚
さ
ん
に
し
か
ら
れ
た
と
き
、一

郎
た
ち
は
ど
ん
な
こ
と
を
考
え

た
で
し
ょ
う
？
」

●�

も
う
や
め
よ
う

●�

け
ち
だ
な

●�

逃
げ
ら
れ
て
よ
か
っ
た

●�

和
尚
さ
ん
に
見
つ
か
ら
な
い

よ
う
に
こ
っ
そ
り
来
よ
う

「
一
郎
た
ち
は
和
尚
さ
ん
の
書
い

た
札
を
読
ん
で
、ど
う
思
っ
た
で

し
ょ
う
？
」

●�

札
が
あ
っ
て
も
取
ろ
う

●�

ま
だ
何
日
も
待
た
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
か

●�

本
当
か
な
？

●�

き
っ
と
く
れ
る
ん
だ

「
み
か
ん
が
一
つ
も
な
い
の
を
見

て
、一
郎
た
ち
は
ど
う
思
っ
た
で

し
ょ
う
？
」

●�

早
く
取
っ
て
し
ま
え
ば
よ
か

っ
た

●�

和
尚
さ
ん
に
だ
ま
さ
れ
た

●�

ず
る
い
な
あ

「
一
郎
た
ち
は
和
尚
さ
ん
の
手

紙
を
読
ん
で
ど
う
思
っ
た
で
し

ょ
う
？
」

●�

和
尚
さ
ん
は
優
し
い
な
あ

●�

黙
っ
て
取
ろ
う
と
し
て
ご
め

ん
な
さ
い

●�

謝
り
に
行
こ
う

余
韻
の
あ
る
終
末
を
心
掛
け
る

（
無
理
に
現
実
世
界
に
は
返
さ
ず
、

物
語
の
世
界
に
浸
ら
せ
る
。そ
う

し
て
心
を
耕
し
て
い
く
）

「
こ
の
後
、一
郎
た
ち
は
ど
う
し

た
と
思
い
ま
す
か
？
」

●�

き
っ
と
謝
り
に
行
っ
た

●�

和
尚
さ
ん
と
一
緒
に
縁
側
で

夕
日
を
見
な
が
ら
み
か
ん
を

お
い
し
そ
う
に
食
べ
た

「『
す
っ
ぱ
い
』の
意
味
を
考
え
ま

し
ょ
う
」

あ
り
き
た
り
の
最
後
に
な
り
、

や
や
も
す
る
と
教
員
の
説
話
が

価
値
の
押
し
付
け
に
な
り
が
ち

に
な
る

「
今
ま
で
う
そ
や
ご
ま
か
し
を

し
よ
う
と
し
た
が
、し
な
く
て

よ
か
っ
た
と
思
っ
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？
」

●�

何
人
か
が
発
表
す
る

教
員
が
説
話
し
て
、こ
れ
か
ら
の

生
活
指
導
に
結
び
付
け
る

学 校 現 場 の 取 り 組 み

これまで附属小学校では、道徳的心情を育てるために読み物資料を使って
人物の心情や行為について考えることや、道徳的判断力を高めるために

価値葛藤場面のある教材でどのように判断するかモラルジレンマ授業を行って
きました。また、道徳的実践意欲と態度を培うために他教科や特別活動などと
関連を図った単元化に取り組んできました。
　ねらいとする道徳的価値の自覚を深めるためには、資料を読み合い、話し合
う場面において発問を工夫し、子どもの多様な考えを引き出すようにすることが大切です。中心場面では、ワー
クシートを活用して自分の考えを持ち、そこから交流を行い、自分とは違った友達の意見や気付かなかった考え
方にふれることで、道徳的なものの見方・考え方を広げたり深めたりすることを重視しています。
　昨年度は評価活動に取り組みました。道徳の授業で培った道徳的実践力が日常の道徳的実践へと結び付
いていかなければなりません。道徳の評価については難しさのあるところですが、子どもの自己評価を中心にし
て、友達からの視点（相互評価）も含めて自分を見つめさせるようにしてきました。生活を振り返る観点を示し、日
常生活における道徳的行為の現れを意味付けや価値付けを行い、学級全体に広げるようにしてきました。
　道徳は即効性を求めず、子どもの成長を緩やかに見守るスタンスが必要であると感じています。

友達の意見に
ふれることで
道徳的なものの
考え方が広がる

兵庫教育大学附属小学校教諭
忠
ただ

政
まさ

善
よし

貴
たか

さん
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教育最前線

現
　
在

一
昔
前

授
業
者
の
ね
ら
い
と

実
際
の
効
果

主
な
発
問
と

予
想
さ
れ
る
児
童
の
反
応

授
業
者
の
ね
ら
い
と

実
際
の
効
果

主
な
発
問
と

予
想
さ
れ
る
児
童
の
反
応

物
語
へ
の
導
入（
こ
の
時
間
に
考

え
て
い
く
教
材
へ
の
導
入
は
す

る
が
、価
値
の
押
し
付
け
は
し
な

い
）

※
な
る
べ
く
短
め
に

●�

児
童
は
ヒ
ン
ト
を
も
ら
い
な

が
ら
楽
し
く
授
業
に
入
り
込

む

「
こ
の
花
を
見
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
か
？
何
の
花
だ
と
思

う
？
」（
み
か
ん
の
花
の
画
像
、あ

る
い
は
黒
板
を
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー

の
よ
う
に
活
用
し
て
ヒ
ン
ト
も

出
す
）

●�

口
々
に
い
ろ
い
ろ
な
果
物
の

名
前
を
言
う

●�

何
だ
ろ
う
と
不
思
議
そ
う
に

す
る

●�

当
て
て
喜
ん
だ
り
食
べ
た
そ

う
に
し
た
り
す
る

価
値
へ
の
導
入（
こ
の
時
間
に
考

え
て
い
く
価
値
に
つ
い
て
の
課

題
意
識
を
掘
り
下
げ
る
）

●�

児
童
は
先
生
の
期
待
す
る
答

え
を
探
す
か
、今
ま
で
の
自

分
を
振
り
返
っ
て
反
省
を
促

さ
れ
る

「
う
そ
や
ご
ま
か
し
を
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

そ
の
と
き
は
ど
ん
な
気
持
ち
が

し
ま
し
た
か
？
」

●�

ば
れ
な
い
か
ど
う
か
ど
き
ど

き
す
る

●�（
何
も
言
え
な
い
、言
わ
な

い
）

「
こ
の
話
を
聞
い
て
ど
う
思
い

ま
し
た
か
？
」

●�

黙
っ
て
取
ろ
う
と
し
た
ら
だ

め
だ

●�

和
尚
さ
ん
は
優
し
い
な
あ

一
郎
た
ち
の
気
持
ち
に
寄
り
添

い
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
く
。

そ
し
て
、自
分
た
ち
の
い
け
な
か

っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
と
こ
ろ

が
授
業
の
山
場
に
な
る
よ
う
に

発
問
構
成
を
考
え
て
い
く
。た

だ
し
、主
人
公
た
ち
の
し
て
い
る

こ
と
に
共
感
さ
せ
な
が
ら
「
そ

ん
な
気
持
ち
っ
て
よ
く
分
か
る

な
あ
」
と
な
り
き
ら
せ
な
が
ら

進
め
て
い
く

※�

教
員
の
教
材
解
釈
力
に
よ
っ
て
授

業
の
成
否
が
分
か
れ
る

「
み
か
ん
の
白
い
花
が
た
く
さ

ん
咲
い
て
い
る
の
を
見
て
、一
郎

た
ち
は
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
っ

て
い
る
で
し
ょ
う
？
」

●�

き
れ
い
だ
な
あ

●�

早
く
秋
に
な
ら
な
い
か
な
あ

●�

た
く
さ
ん
取
れ
そ
う
だ

「
一
郎
が
手
を
伸
ば
し
た
と
き
、

ど
ん
な
こ
と
を
考
え
た
で
し
ょ

う
？
」

●�

や
っ
と
大
き
く
な
っ
た

●�

見
つ
か
っ
た
ら
大
変
だ

●�

お
い
し
そ
う
だ
な

●�

黙
っ
て
取
る
の
は
よ
く
な
い

か
な

「
み
か
ん
が
一
つ
も
な
い
の
を
見

て
、一
郎
た
ち
は
ど
ん
な
気
持
ち

に
な
っ
た
で
し
ょ
う
？
」

●�

せ
っ
か
く
札
の
通
り
に
待
っ
て

い
た
の
に・・・

●�

和
尚
さ
ん
に
だ
ま
さ
れ
た

●�

昨
日
の
う
ち
に
取
っ
て
お
く

ん
だ
っ
た

「
一
郎
た
ち
は
和
尚
さ
ん
の
手

紙
を
読
ん
で
ど
ん
な
こ
と
を
考

え
た
で
し
ょ
う
？
」

●�

和
尚
さ
ん
は
優
し
い
な
あ

●�

黙
っ
て
取
ろ
う
と
し
て
ご
め

ん
な
さ
い

●�

謝
り
に
行
こ
う

一
郎
た
ち
の
気
持
ち
に
寄
り
添

い
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
く
。

そ
し
て
、自
分
た
ち
の
い
け
な
か

っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
と
こ
ろ

が
授
業
の
山
場
に
な
る
よ
う
に

発
問
構
成
を
考
え
て
い
く

◎�

優
れ
た
教
員
な
ら
ば
子
ど
も

た
ち
を
う
ま
く
導
い
て
い
け

る
が
、そ
う
で
な
い
場
合
は
、

先
の
見
え
た
つ
ま
ら
な
い
授

業
に
な
る
可
能
性
も
高
い

「
み
か
ん
を
取
ろ
う
と
し
て
、和

尚
さ
ん
に
し
か
ら
れ
た
と
き
、一

郎
た
ち
は
ど
ん
な
こ
と
を
考
え

た
で
し
ょ
う
？
」

●�

も
う
や
め
よ
う

●�

け
ち
だ
な

●�

逃
げ
ら
れ
て
よ
か
っ
た

●�

和
尚
さ
ん
に
見
つ
か
ら
な
い

よ
う
に
こ
っ
そ
り
来
よ
う

「
一
郎
た
ち
は
和
尚
さ
ん
の
書
い

た
札
を
読
ん
で
、ど
う
思
っ
た
で

し
ょ
う
？
」

●�

札
が
あ
っ
て
も
取
ろ
う

●�

ま
だ
何
日
も
待
た
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
か

●�

本
当
か
な
？

●�

き
っ
と
く
れ
る
ん
だ

「
み
か
ん
が
一
つ
も
な
い
の
を
見

て
、一
郎
た
ち
は
ど
う
思
っ
た
で

し
ょ
う
？
」

●�

早
く
取
っ
て
し
ま
え
ば
よ
か

っ
た

●�

和
尚
さ
ん
に
だ
ま
さ
れ
た

●�

ず
る
い
な
あ

「
一
郎
た
ち
は
和
尚
さ
ん
の
手

紙
を
読
ん
で
ど
う
思
っ
た
で
し

ょ
う
？
」

●�

和
尚
さ
ん
は
優
し
い
な
あ

●�

黙
っ
て
取
ろ
う
と
し
て
ご
め

ん
な
さ
い

●�

謝
り
に
行
こ
う

余
韻
の
あ
る
終
末
を
心
掛
け
る

（
無
理
に
現
実
世
界
に
は
返
さ
ず
、

物
語
の
世
界
に
浸
ら
せ
る
。そ
う

し
て
心
を
耕
し
て
い
く
）

「
こ
の
後
、一
郎
た
ち
は
ど
う
し

た
と
思
い
ま
す
か
？
」

●�

き
っ
と
謝
り
に
行
っ
た

●�

和
尚
さ
ん
と
一
緒
に
縁
側
で

夕
日
を
見
な
が
ら
み
か
ん
を

お
い
し
そ
う
に
食
べ
た

「『
す
っ
ぱ
い
』の
意
味
を
考
え
ま

し
ょ
う
」

あ
り
き
た
り
の
最
後
に
な
り
、

や
や
も
す
る
と
教
員
の
説
話
が

価
値
の
押
し
付
け
に
な
り
が
ち

に
な
る

「
今
ま
で
う
そ
や
ご
ま
か
し
を

し
よ
う
と
し
た
が
、し
な
く
て

よ
か
っ
た
と
思
っ
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？
」

●�

何
人
か
が
発
表
す
る

教
員
が
説
話
し
て
、こ
れ
か
ら
の

生
活
指
導
に
結
び
付
け
る

●
児
童（
小
学
2
年
生
）の
反
応

学 校 現 場 の 取 り 組 み

Teacherではなく
Catcher

生徒のつぶやきを
引き出すことが大切

「自分を大切にし、他を思いやる心を育てる道徳の時間」を目指して毎年2回、道徳研修会を開いています。
読み物資料で、主人公が道徳的に変化した場面はどこか、そのきっかけとなった出来事（助言者）は何

かを捉え、中心発問を設定します。そして、中心発問で予想される生徒の反応をできる限り考え、中心発問につ
ながる基本発問を整理していきます。一人では頭を抱えてしまうことも、複数で話すことが大きな刺激になり、教
員自身が資料を読むことを楽しいと思えるようになってきました。
　道徳の時間では、教員の予想した答えに誘導するようなことはせず、待つ時間を大切にし、生徒のつぶやきを
引き出せるようにしています。Teacherではなく、Catcherに。「道徳の時間は自由に考えを言っていいんだ」と自
分の言葉で述べ、他者の意見からさらに考えを深められるようになり、誰もが一人一人の級友を大切にしようと
する学級になることを実感しています。
　年度末に行っている「道徳・人権アンケート」の「あなたは道徳の時間が好きですか」という問いに、ある生徒
は、1年目「どちらでもない」理由として「話を読んでも、『悪口を言わないでおこう』と思ったり実行できたりする人
は限りなくゼロに近い。自分もそうだ」と書いていました。何事においても誠実に取り組む生徒です。翌年、この
生徒の担任になりました。1年を終え、彼は同じ問いに「好き」と答えました。「道徳の時間は、人の気持ちを考え、
友達の考えを聞けるとても大切な時間だ」と。
　いい資料、教員のやる気は生徒に通じると信じ、これからも道徳教育の充実を図っていきたいと思います。

今
ど
き
の

道
徳
授
業
と
は

学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
る
た
び
、道
徳
の
授
業
方
法
も
変
わ
っ

て
き
ま
し
た
。「
み
か
ん
の
木
の
て
ら
」と
い
う
教
材
を
使
っ
た
授
業

で
も
、一
昔
前
と
現
在
で
は
、児
童
へ
の
発
問
の
内
容
が
大
き
く
変

わ
っ
た
の
が
分
か
り
ま
す
。※
発
問
例
は
淀
澤
の
私
案
で
す

　

五
月
の
お
わ
り
ご
ろ
の
こ
と
で
す
。

　

い
ち
ろ
う
た
ち
が
、学
校
の
か
え
り
に
お
て
ら
の
ま
え
を
と
お
り
か
か
る
と
、

い
い
に
お
い
が
し
ま
す
。見
る
と
、お
て
ら
の
も
ん
の
中
の
み
か
ん
の
木
に
、白
い

花
が
い
っ
ぱ
い
さ
い
て
い
ま
し
た
。「
こ
の
花
が
、み
か
ん
の
み
に
な
る
ん
だ
よ
。」

と
、さ
ん
じ
が
い
い
ま
し
た
。（
い
い
な
あ
。み
が
な
っ
た
ら
と
っ
て
、た
べ
て
や
ろ

う
。）と
、み
ん
な
は
お
も
い
ま
し
た
。

　

あ
き
に
な
り
ま
し
た
。み
か
ん
の
木
に
は
、青
い
み
か
ん
の
み
が
な
っ
て
、す
こ

し
ず
つ
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。あ
る
日
、い
ち
ろ
う
た
ち
は
、み
か
ん
の
木
の

下
に
あ
つ
ま
り
ま
し
た
。い
ち
ろ
う
が
、そ
っ
と
手
を
の
ば
す
と
、「
こ
ら
っ
。」と

大
き
な
こ
え
が
し
て
、本
ど
う
の
し
ょ
う
じ
が
ガ
ラ
ッ
と
あ
き
ま
し
た
。み
ん
な

は
、ば
ら
ば
ら
と
に
げ
ま
し
た
。

　

つ
ぎ
の
日
も
、み
ん
な
が
み
か
ん
の
木
の
下
に
あ
つ
ま
る
と
、木
の
え
だ
に
、こ

う
か
い
た
ふ
だ
が
、さ
が
っ
て
い
ま
し
た
。『
み
か
ん
を
と
る
な
。ま
だ
、す
っ
ぱ
い

ぞ
。』み
ん
な
は
、こ
そ
こ
そ
と
か
え
り
ま
し
た
。ま
た
、つ
ぎ
の
日
い
く
と
、こ
ん

ど
は
、『
あ
と
四
、五
日
だ
。ま
だ
と
る
な
。』と
、か
い
て
あ
り
ま
し
た
。『
あ
と
一

日
、あ
す
ま
で
お
ま
ち
。』こ
ん
な
ふ
だ
が
か
け
ら
れ
た
つ
ぎ
の
日
、お
て
ら
の
中

に
は
い
っ
て
い
っ
た
い
ち
ろ
う
た
ち
は
、「
あ
っ
。」と
、こ
え
を
た
て
ま
し
た
。み
か

ん
が
、一
つ
も
な
い
の
で
す
。「
お
し
ょ
う
さ
ん
に
だ
ま
さ
れ
た
。」

　

し
か
た
な
く
か
え
り
か
け
た
と
き
、ま
さ
お
と
き
よ
し
が
、か
ご
を
み
つ
け
ま

し
た
。「
あ
っ
、み
か
ん
。」大
き
な
金
い
ろ
の
み
か
ん
が
た
く
さ
ん
は
い
っ
て
い
ま

し
た
。そ
の
上
に
は
、こ
う
か
い
た
か
み
が
一
ま
い
お
い
て
あ
り
ま
し
た
。

『
お
い
し
く
な
っ
た
よ
。み
ん
な
で
お
あ
が
り
。ぬ
す
ん
で
た
べ
た
ら
、す
っ
ぱ
い
す

っ
ぱ
い
。み
か
ん
の
木
の
て
ら
の
お
し
ょ
う
』

学
習
研
究
社「
み
ん
な
の
ど
う
と
く
2
年
」〈
平
成
元（
1
9
8
9
）年
〉よ
り

み
か
ん
の
木
の
て
ら

作
・
岡
本
良
雄　

絵
・
西
村
達
馬

大学院専門職学位課程
生徒指導実践開発コース1年
（姫路市立書写中学校教諭）

吉
よし

田
だ

一
かず

恵
え

さん
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