
　
　 
第
三
章
　
創
る

　
　
　
　「
特
別
の
教
科
　
道
徳
」
の

　
　
　
　
　
　
指
導
過
程
・
評
価
の
方
法
を
考
え
る
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一
　
小
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
に
見
る
指
導
過
程
の
ポ
イ
ン
ト

　『
小
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
　
特
別
の
教
科
　
道
徳
編
』
に
は
、
指
導
過
程
を
構
想
す
る
際
に

配
慮
す
べ
き
事
項
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、「
授
業
全
体
の
展
開
に
お
い
て
、
児
童
・
生
徒
が
ど

の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
学
習
に
臨
み
、ね
ら
い
と
す
る
道
徳
的
価
値
を
理
解
し
、自
己
を
見
つ
め
、

多
様
な
感
じ
方
や
考
え
方
に
よ
っ
て
学
び
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
具
体
的
に
予
想
し
な
が
ら
効
果
的

な
指
導
方
法
を
考
え
、
指
導
過
程
を
構
想
す
る
こ
と
」
な
ど
で
す
。
こ
の
記
述
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

道
徳
科
の
指
導
過
程
に
は
特
に
決
め
ら
れ
た
形
式
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
指
導
者

は
、
一
般
的
に
第
二
章
に
示
し
た
よ
う
な
指
導
過
程
を
取
り
入
れ
る
な
ど
の
工
夫
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

特
に
一
単
位
の
時
間
に
お
い
て
「
導
入
―
展
開
―
終
末
」
の
各
段
階
を
設
定
す
る
こ
と
が
広
く
行
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
指
導
の
意
図
や
教
材
の
効
果
的
な
活
用
等
に
合
わ
せ
て
、
弾
力
的
に
扱
う
等
の
工
夫
を
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。
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二
　「
考
え
る
に
足
る
発
問
」、「
議
論
に
値
す
る
発
問
」
を
重
視
し
た
展
開
を
創
る

　『
小
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
　
特
別
の
教
科
　
道
徳
編
』
で
は
、
道
徳
科
の
特
質
を
生
か
し
た

学
習
指
導
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
指
導
過
程
の
例
が
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
例
を
見
る
と
、
導
入
、

展
開
、
終
末
の
各
段
階
の
意
味
や
中
心
的
な
発
問
の
構
成
な
ど
に
つ
い
て
、
従
前
の
道
徳
の
時
間
の
指
導

で
も
大
切
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
実
際
に
は
こ
れ
ま
で
学
習
指
導
要
領
の
趣
旨
が
十
分
に
生
か
さ
れ
ず
、
多
く
が
読
み
物
資
料

（
教
材
）
を
子
供
に
読
ま
せ
、
主
人
公
な
ど
の
気
持
ち
を
考
え
さ
せ
、
そ
れ
を
書
か
せ
た
り
、
発
表
さ
せ

た
り
す
る
授
業
に
終
始
し
て
い
た
こ
と
が
課
題
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
読
み
物
資
料
に
お
け
る
登

場
人
物
の
心
情
を
な
ぞ
る
授
業
で
す
。
そ
の
他
に
も
、
教
師
が
道
徳
的
価
値
を
指
導
す
る
意
識
が
強
す
ぎ

る
あ
ま
り
に
教
師
の
意
図
に
誘
導
し
て
反
応
を
得
よ
う
と
す
る
子
供
の
主
体
性
が
見
ら
れ
な
い
授
業
で
あ

っ
た
り
、
一
見
発
言
し
て
い
る
姿
か
ら
主
体
性
が
あ
る
よ
う
に
見
え
て
、
子
供
同
士
の
意
見
交
換
が
全
く

な
い
ま
ま
展
開
さ
れ
る
授
業
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
例
え
ば
、
文
学
的
な
文
章
に
お
い
て
、「
主
人
公
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
で
す
か
。」
と
い
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う
問
い
掛
け
は
、
教
材
に
書
い
て
あ
る
こ
と
か
ら
答
え
を
見
付
け
れ
ば
答
え
ら
れ
る
よ
う
な
問
い
で
あ

り
、「
自
分
に
と
っ
て
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
必
然
性
が
な
い
問
い
で
す
。
ま
た
、「
一
足
す
一
の
答
え

は
何
に
な
る
か
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。」
と
い
う
問
い
掛
け
は
、
他
の
人
と
話
し
合
う
価
値
の
な
い

問
い
で
す
。

　
道
徳
の
授
業
に
お
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
新
聞
に
次
の
よ
う
な
投
書
を
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。

　「
小
学
生
の
時
に
、
先
生
は
、
道
徳
の
授
業
で
は
、
正
解
は
な
い
と
言
っ
て
い
た
の
に
、
先
生
の
意
図

す
る
答
え
を
言
っ
た
人
に
対
し
て
は
嬉
し
そ
う
な
表
情
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
自
分
は
道
徳

の
授
業
で
は
、
自
分
の
考
え
よ
り
、
先
生
が
求
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
答
え
を
言
う
よ
う
に
な
っ
た
。
価

値
観
の
押
し
付
け
に
な
ら
な
い
よ
う
気
を
付
け
て
ほ
し
い
。」（
あ
る
新
聞
の
投
書
よ
り
）

　
ま
た
、
道
徳
の
授
業
を
参
観
し
た
経
験
の
あ
る
保
護
者
の
中
に
は
、「
授
業
で
読
み
物
資
料
を
読
ま
せ

て
、
先
生
が
質
問
を
し
、
子
供
が
答
え
る
と
い
う
一
対
一
の
授
業
で
あ
っ
た
。」、「
教
育
番
組
の
映
像
を

見
せ
て
、
子
供
に
感
想
を
言
わ
せ
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。」
な
ど
の
感
想
を
も
つ
方
や
、「
果
た
し
て

こ
れ
で
、
道
徳
性
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
だ
ろ
う
か
。」
と
道
徳
の
授
業
の
在
り
方
そ
の
も
の
に

疑
問
の
声
を
上
げ
る
方
も
い
ま
す
。
答
え
が
決
ま
っ
て
い
た
り
、
教
材
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
読
ん
で
答
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え
れ
ば
分
か
っ
た
り
す
る
よ
う
な
問
い
掛
け
は
、
教
師
が
子
供
か
ら
望
ん
で
い
る
答
え
を
待
つ
問
い
掛
け

で
あ
り
、
本
当
の
意
味
で
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

　
小
学
校
の
教
材
で
「
手
品
師
」
と
い
う
教
材
が
あ
り
ま
す
。
多
く
の
教
師
が
取
り
組
ん
だ
こ
と
の
あ
る

教
材
で
す
が
、
そ
の
中
で
「
あ
な
た
だ
っ
た
ら
、（
手
品
師
と
し
て
大
舞
台
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
）
仕

事
と
（
手
品
を
見
た
い
と
思
っ
て
待
っ
て
い
る
）
子
供
で
は
、
ど
ち
ら
を
選
び
ま
す
か
。」
と
い
う
問
い

掛
け
を
し
た
授
業
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
児
童
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
徳
的
価
値
に
基
づ
い
て
答
え
を
言
う
こ

と
を
想
定
し
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
か
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
発
問
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
が
、
発
問
の
意
図
を
理
解
せ
ず
に
行
う
と
、
教
師
の
意
図
す
る
方
向
に
答
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
意

識
が
強
く
働
い
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
自
分
が
判
断
し
て
発
表
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
教
師
が
ど

の
よ
う
な
表
情
や
反
応
で
取
り
上
げ
る
か
、
子
供
は
強
く
意
識
す
る
も
の
で
す
。
教
師
も
答
え
が
分
か
ら

な
い
、
児
童
・
生
徒
と
と
も
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
発
問
で
あ
れ
ば
、
教
師
の
価
値
観
を
押
し
付
け
る
と

い
う
こ
と
を
見
直
す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
問
い
が
あ
る
か
ら
私
た
ち
は
考
え
る
の
で
あ
り
、
児
童
・

生
徒
に
対
し
て
も
自
ら
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
問
い
を
も
た
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
議
論
に
つ
な
が
る
問
い
掛
け
も
大
切
で
す
。
例
え
ば
、
学
級
活
動
で
子
供
が
「
ク
ラ
ス
の
中
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で
、
掃
除
を
し
な
い
人
が
三
人
い
ま
す
。
こ
の
三
人
に
つ
い
て
ど
う
し
ま
し
ょ
う
か
。」
と
い
う
議
題
を

設
定
し
た
場
合
、
こ
れ
は
議
論
さ
せ
る
に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
掃
除
を
し
な
い

子
供
に
掃
除
を
す
る
行
為
を
指
導
す
る
の
は
教
師
で
す
。
子
供
た
ち
に
議
論
さ
せ
る
べ
き
テ
ー
マ
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
つ
ま
り
、
考
え
ざ
る
を
得
な
い
テ
ー
マ
を
投
げ
掛
け
た
り
、
議
論
に
値
す
る
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
問
い

掛
け
た
り
し
て
、
児
童
・
生
徒
に
考
え
さ
せ
議
論
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
ら
考
え
を
深
め
な
が
ら
、

道
徳
性
を
高
め
て
い
く
機
会
を
保
障
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
本
研
究
で
は
、「
特
別

の
教
科
　
道
徳
」
の
時
間
で
大
切
に
し
た
い
こ
と
と
考
え
て
い
ま
す
。

　　
で
は
、
児
童
・
生
徒
が
考
え
た
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
の
考
え
方
や
感
じ
方
に
つ
い
て
、
指
導
者
は
ど

の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
米
国
の
認
知
心
理
学
者
で
、
人
間
の
道
徳
的
判
断
に
注
目
し
、
道
徳
性
発
達
理
論
を
提
唱
し
た
コ
ー

ル
バ
ー
グ
（
K
o
h
l
b
e
r
g
, 
L
. 
１
９
５
８
）
は
、「
人
間
の
道
徳
的
思
考
に
は
発
達
段
階
が
あ
り
、
文
化
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の
違
い
を
超
え
て
普
遍
的
な
妥
当
性
を
も
つ
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、「
道
徳
性
は
発
達
し
て
い

く
」
と
い
う
考
え
を
示
し
ま
し
た
。
コ
ー
ル
バ
ー
グ
は
道
徳
的
行
為
が
道
徳
性
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ

と
は
否
定
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
あ
る
人
の
行
為
を
も
た
ら
し
た
「
考
え
方
」
を
知
ら
な
く
て
は
、

本
当
に
そ
の
行
為
の
善
悪
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
汚
れ
た
と
こ
ろ
を
掃
除
し
て
い
る
子
供
の
行
為
を
想
定
し
た
場
合
に
、
一
人
は
「
先
生
に
注

意
さ
れ
る
と
い
や
だ
か
ら
」
と
考
え
て
行
っ
て
い
た
と
し
ま
す
。
も
う
一
人
は
「
き
れ
い
に
な
る
と
み
ん

な
が
気
持
ち
よ
く
生
活
で
き
る
か
ら
」
と
考
え
て
行
っ
て
い
た
と
し
ま
す
。
汚
れ
た
と
こ
ろ
を
掃
除
す
る

と
い
う
二
人
の
行
為
は
同
じ
で
す
。
し
か
し
、
二
人
は
違
っ
た
考
え
方
で
掃
除
と
い
う
行
為
を
行
っ
て
お

り
、
二
人
の
道
徳
性
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
コ
ー
ル
バ
ー
グ
は
、
あ
る
行
為
に
対
す
る
判
断
の
内

容
（
掃
除
を
す
る
、
し
な
い
）
で
は
な
く
、
判
断
の
構
造
（
な
ぜ
掃
除
を
す
る
の
か
と
い
う
そ
の
行
為
を

選
択
す
る
際
の
理
由
付
け
、
判
断
の
構
造
の
違
い
）
に
着
目
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
判
断
の
構
造

に
つ
い
て
臨
床
的
な
研
究
法
を
用
い
て
「
道
徳
性
の
発
達
段
階
（
三
水
準
六
段
階
）」
を
設
定
し
、
文
化

の
違
い
を
超
え
て
普
遍
的
な
妥
当
性
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

　「
考
え
る
に
足
る
発
問
」
に
対
し
て
、
子
供
が
ど
の
よ
う
に
判
断
し
た
か
、
考
え
た
根
拠
を
こ
の
構
造
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に
当
て
は
め
て
分
析
し
て
い
く
と
、
個
に
応
じ
た
道
徳
性
の
発
達
を
促
し
高
め
て
い
く
手
だ
て
に
も
な
り

ま
す
。

　
仮
に
規
則
の
尊
重
や
遵
法
精
神
を
主
題
と
し
て
「
盗
み
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
議
論
す
る
テ
ー
マ
を

設
定
し
た
場
面
を
想
定
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
万
引
き
や
盗
作
な
ど
は
、
社
会
的
・
法
的
に
許
さ
れ
る
行
為
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
無
論
こ
の
こ
と
は
前

提
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
で
指
導
者
が
子
供
に
「
教
材
の
中
の
主
人
公
は
や
む
を
得
ず
こ
の
状
況
で
盗
み

を
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。」
と
問
う
た
と
し
ま
す
。
Ａ
さ
ん
は
、

「
捕
ま
っ
た
ら
、
刑
務
所
に
入
っ
て
し
ま
う
。
刑
務
所
に
入
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。」

と
言
い
ま
す
。（
ま
た
は
考
え
て
い
ま
す
。
以
下
も
同
様
）
そ
れ
に
対
し
て
Ｂ
さ
ん
は
、

「
見
付
か
る
と
か
見
付
か
ら
な
い
と
か
の
問
題
で
は
な
い
。
自
分
が
大
切
に
し
て
い
る
も
の
を
盗
ま
れ
た

と
き
の
悔
し
さ
や
悲
し
み
は
計
り
知
れ
な
い
。
相
手
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
盗
む
な
ん
て
こ
と
は
で
き
な

い
行
為
だ
。」

と
言
い
ま
す
。
さ
ら
に
Ｃ
さ
ん
は
、

「
た
と
え
い
か
な
る
理
由
が
あ
ろ
う
と
も
、
よ
り
よ
い
社
会
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
盗
み
の
行
為
は
よ
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く
な
い
。」

と
言
い
ま
す
。
Ａ
さ
ん
、
Ｂ
さ
ん
、
Ｃ
さ
ん
の
よ
う
な
子
供
の
反
応
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
徳

性
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
道
徳
的
判
断
力
を
高
め
て
い
け
ば
い
い
の
で
し
ょ

う
か
。

　
Ａ
さ
ん
の
考
え
は
盗
み
を
犯
罪
と
し
て
捉
え
、
自
分
へ
の
有
益
性
か
ら
そ
の
行
為
を
否
定
し
て
い
ま

す
。
Ｂ
さ
ん
は
Ａ
さ
ん
と
同
様
に
盗
み
の
行
為
を
否
定
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
理
由
が
他
者
へ
の
有
益
性

か
ら
判
断
し
て
い
ま
す
。
Ｃ
さ
ん
も
、Ａ
さ
ん
、Ｂ
さ
ん
と
同
様
に
盗
み
の
行
為
を
否
定
し
て
い
ま
す
が
、

判
断
の
理
由
は
社
会
全
体
の
有
益
性
か
ら
考
え
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
こ
の
三
人
の
考
え
は
、〈
あ
る
特
定
の
場
面
〉
に
お
い
て
は
「
こ
の
場
合
は
し
ょ
う
が
な
い
。

あ
と
で
返
せ
ば
い
い
こ
と
だ
。」、「
相
手
は
裕
福
な
の
だ
か
ら
、
盗
ま
れ
て
も
な
ん
と
も
思
わ
な
い
だ
ろ

う
。」、「
困
っ
て
い
る
と
き
は
助
け
合
う
も
の
だ
。
助
け
合
い
の
社
会
を
尊
重
し
た
い
。」
と
い
っ
た
考
え

に
反
論
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
Ａ
さ
ん
、
Ｂ
さ
ん
、
Ｃ
さ
ん
の
個
々
の
考
え
方
で
収

ま
っ
て
い
て
は
、
必
ず
し
も
盗
み
の
行
為
を
否
定
す
る
に
足
る
十
分
な
理
由
と
は
な
り
得
ず
、
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
や
状
況
に
よ
っ
て
別
の
観
点
か
ら
の
反
論
が
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。「
盗
み
」
の
行
為
を
原
理
原
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則
で
判
断
す
る
と
、
答
え
は
一
つ
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
教
師
が
指
導
の
意
識

を
強
く
も
つ
と
、
教
師
の
価
値
の
押
し
付

け
に
つ
な
が
り
ま
す
。そ
こ
で
、Ａ
さ
ん
、

Ｂ
さ
ん
、
Ｃ
さ
ん
の
よ
う
に
盗
み
の
行
為

を
同
じ
よ
う
に
否
定
し
て
い
て
も
、
自
分

の
有
益
性
、
他
人
の
有
益
性
、
社
会
の
有

益
性
の
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
の
構
造
に
違
い

が
見
ら
れ
る
こ
と
を
問
い
掛
け
に
よ
っ
て

引
き
出
し
、「
盗
み
」
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
さ
せ
ま
す
。

ま
た
、
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
道
徳
性
の
発

達
段
階
の
考
え
方
を
基
に
す
る
と
、
Ａ
さ

ん
、
Ｂ
さ
ん
、
Ｃ
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
が
さ
ら

「この場合はしょうがない。あとで返せばいいことだ。」
という考えで反論があり得る。

Aさんの考え
法的な制裁を受けることから、
自分にとって不利益になること
を想定してよくない行為と考え
ている。

Bさんの考え
相手の立場に立ち、心情的な
面から想像してよくない行為
と考えている。

Cさんの考え
社会的な規範意識を守ると
いう立場からよくない行為
と考えている。

「相手は裕福なのだから、盗まれて
もなんとも思わないだろう。」とい
う考えで反論があり得る。

「困っているときは助け合うものだ。
助け合いの社会を尊重したい。」とい
う考えで反論があり得る。

　   《問い》
「主人公はやむを得ずこの状況で盗みを行ってしまった。

このことについてどう考えるか」
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に
判
断
力
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。
一
単
位
時
間
の
授
業
で
高
ま
る
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う

し
、
繰
り
返
し
指
導
を
積
み
重
ね
て
い
く
中
で
高
ま
っ
て
い
く
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
最
終
的
に
は
多

面
的
・
多
角
的
に
考
え
さ
せ
る
議
論
を
通
し
て
、「
自
分
が
や
む
を
得
な
い
状
況
に
陥
っ
た
と
き
に
も
、

主
人
公
に
対
し
て
抱
い
た
批
判
的
な
考
え
（
盗
み
の
行
為
を
否
定
す
る
考
え
）
を
貫
け
る
の
か
。」
と
い

う
自
己
へ
の
問
い
に
対
し
て
、「
自
分
」
に
も
「
他
者
」
に
も
「
社
会
」
に
も
そ
の
い
ず
れ
に
と
っ
て
も

有
益
で
あ
る
道
徳
的
行
為
を
判
断
し
、
答
え
（
盗
み
は
い
か
な
る
理
由
が
あ
ろ
う
と
も
許
さ
れ
る
行
為
で

は
な
い
）
が
出
せ
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
物
事
を
多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
る
学
習
活
動
を
成
立
さ
せ
る
の
が
「
考
え
る
に
足
る
発

問
」、「
議
論
に
値
す
る
発
問
」
で
す
。「
考
え
る
に
足
る
発
問
」
や
「
議
論
に
値
す
る
発
問
」
を
工
夫
し

て
児
童
・
生
徒
に
問
い
掛
け
、
多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
さ
せ
る
学
習
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、

道
徳
的
な
判
断
力
、
心
情
、
実
践
意
欲
と
態
度
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
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中心的な教材によって、児童・生徒一人一人が、
ねらいの根底にある道徳的価値の理解を基に自己を見つめる段階

児童・生徒の実態と教材の特質を押さえた「発問」

（例）物事を多面的・多角的に考える学習

提　　　案

考えるに足る発問
【定義】
教材や常識から答えを見つける
ことのできないような自分で考え
ざるを得ない発問

【意図・ねらい】
主人公などの人物の心情や考え
を多面的・多角的に考えさせるこ
とを通して、多様な考え方ができ
るようにする。

【発問の趣旨】
主人公などの登場人物は、一般
的にこのように思いがちである
が、なぜ、こうしたのか人物の心
を多様に考える。

議論に値する発問
【定義】
解決の方法や対応の仕方、言動
等が多様にあり、理由を明確にし
て選択せざるを得ない発問

【意図・ねらい】
事実に対する自己の考えを明ら
かにさせることを通して、多面的・
多角的な考え方ができるように
する。

【発問の趣旨】
様々な角度、側面から結果が予
想されることについて、どのよう
な理由からこうしたのか、行動の
結果を多様に考える。

ねらいの根底にある道徳的価値に対する思いや考えをまとめたり、
道徳的価値を実現することのよさや難しさを確認したりして、

今後の発展につなぐ段階

学習を通して考えたことや新たに分かったことを確かめたり、
学んだことを更に深く心にとどめたり、

これからの思いや課題について考える学習活動

【参考文献等】
・小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編（文部科学省 平成27年７月）
・中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編（文部科学省 平成27年７月）

「小・中学校学習指導要領解説（特別の教科 道徳編）」で示されている基本的な指導過程と
当センターが【提案】する「考えるに足る発問」、「議論に値する発問」との関連

主題に対する児童・生徒の興味や関心を高め、ねらいの根底にある
道徳的価値の理解を基に自己を見つめる動機付けを図る段階

本時の主題に関わる問題意識をもたせる導入
教材の内容に興味や関心をもたせる導入 など

導

　
入

展

　
　
　
　
開

終

　
末
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三
　
評
価
方
法
を
考
え
る

　
道
徳
科
に
お
け
る
評
価
は
、
児
童
・
生
徒
が
い
か
に
成
長
し
た
か
を
積
極
的
に
受
け
止
め
、
励
ま
す
個

人
内
評
価
と
し
て
行
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
、
一
単
位
時
間
の
授
業
に
お
け

る
評
価
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
後
も
継
続
的
に
児
童
・
生
徒
の
成
長
が
把
握
で
き
る
よ
う
工
夫
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
す
。「
二
『
考
え
る
に
足
る
発
問
』、『
議
論
に
値
す
る
発
問
』
を
重
視
し
た
展
開
を
創
る
」

で
述
べ
た
よ
う
に
、
児
童
・
生
徒
一
人
一
人
の
道
徳
性
は
異
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
例
で
示
し
た
よ
う
に
、

児
童
・
生
徒
が
考
え
た
こ
と
に
つ
い
て
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
ど
の
考
え
を
選
択
し
た
か
で
評
価
す
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
考
え
が
他
律
的
な
の
か
自
律
的
な
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
成
長
の
様
子
を
把
握
す
る
手
だ
て
と
し
て
、
児
童
・
生
徒
が
ノ
ー
ト
や
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
載
し
た
表

現
の
内
容
や
自
己
評
価
の
結
果
の
内
容
を
活
用
す
る
こ
と
は
、
有
効
な
手
だ
て
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ま

す
。
例
え
ば
、
他
の
教
科
等
と
同
様
に
道
徳
科
に
お
い
て
も
一
年
間
使
用
す
る
「
学
習
ノ
ー
ト
」
を
準
備

し
、
毎
時
間
、
考
え
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
く
よ
う
に
す
る
と
児
童
・
生
徒
の
成
長
の
継
続
的
な
把
握
に

も
活
用
で
き
ま
す
。
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ま
た
、
授
業
開
始
時
と
終
了
時
に
お
け
る
道
徳
的
諸
価

値
に
つ
い
て
の
理
解
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
か
を
振

り
返
る
活
動
を
取
り
入
れ
る
工
夫
も
あ
り
ま
す
（
下
表
参

照
）。
こ
れ
は
子
供
が
自
ら
を
振
り
返
っ
て
成
長
を
実
感

で
き
る
よ
う
に
す
る
工
夫
で
す
。

　
し
か
し
、
毎
時
間
、
全
て
の
子
供
の
様
子
に
つ
い
て
把

握
す
る
難
し
さ
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
日
常
の
子

供
理
解
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、「
Ａ
さ
ん

は
～
が
課
題
、
～
が
よ
い
と
こ
ろ
」
等
と
日
常
的
に
把
握

し
て
お
き
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
授
業
を
行
う
際
に
は
、
そ

の
子
供
に
視
点
を
当
て
て
、
発
言
や
表
情
等
の
様
子
か
ら

顕
著
な
部
分
を
記
録
し
て
い
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
学
期

や
年
間
を
通
じ
て
、
一
部
の
児
童
・
生
徒
に
評
価
が
偏
ら

な
い
よ
う
計
画
的
に
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

問い「“法やきまり”を守り生きること」には、どんなよさがあるのでしょうか。（表）

生徒名 授業開始前の考え 授業終了時の考え 教師のコメント

A

安心して暮らせる。 自分や周りの人の身を
守れる。 “法やきまり”を守ろう

とする意思をもってい
ると、行動の仕方が分
かり、節度ある行動の
大切さに気付けたのは
大きな成長ですね。
過去の失敗から学び、
“法やきまり”は作られ
たと言われています。
“法やきまり”を守り、
事故や失敗を防げると
いいですね。

けがなどなく健康に
暮らせる。 失敗を繰り返さない。

多くの人から
信頼される。 事故を防げる。

節度ある行動ができる。


