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研 究 主 題

生徒 の心 に響 く道 徳の時間の指導

1研 究主題設定の理由

現代社会 では、物質 的 には豊か にな った ものの、精神面 で は、規範意識 の希薄化、責任感 の

欠如 、他者へ の思 いや りや感謝 の心 の減退 な ど様 々な問題 を抱 えて いる。 このよ うな問題 に対

して は家庭 ・学校 ・地 域社会が それ ぞれの教育力 を発揮 して い くことが大切で あ る。 とりわ け

学 校 において は道徳教 育が その中心的 な役割 を果 た して い くことが期待 されてい る。学校 にお

ける道徳教育 は教育 活動全体 を通 して行 われ るが、中で もそ の 「か なあ」 として道徳 の時間を

充実 させ てい く必要 が ある。

現在行 われてい る道徳 の授業 に目を転 ず ると① 授業 に対す る取 り組 みに、学校差 や教 員 によ

る個人差 が大 きい② 道徳 の授業時数 が確保 されて いないなどの問題点 が挙 げ られ る。 これ らは

教師 たちが道徳教育 に対す る理解 が十分 にな されて いなか った り、道徳 の授業 が安 易 に学校行

事 や学級活動 な どに振 り替 え られてい ることに起 因 して いる と考 え られ る。 また、道徳 の時間

にっ いて は、生徒 の心 に響 かない形式化 した授 業で あ った り単 に徳 目を教 え込 む よ うな教師か

らの一方 的な授 業 にな ってい るとの指摘 もあ る。 私 たちは、 このよ うな授業 の改善 を図 り、生

徒 の心 に響 く授業を 目指す ことと した。

次 のペ ージの図 は 「生徒 の心 に響 く道徳 の時間 はど うあ った らよいか」 を研 究員一同 で話 し

合 いま とめ た もので ある。上述 のよ うな 「道徳 の時 間の課題」 に対 して、教材 の工夫、指導過

程 の工 夫、指導方法 の工夫 な ど多 岐にわ た り改善 の方策 を検討 した。教材 の工夫 と しては、体

験 的 ・実践的活動 との関連性 を もたせ た り、現実 にあ りそ うな題材 を教 材 化 す る こ とによ り、

生徒 の興味 。関心 を引 き出す ことが大切で ある と考 えた。指導過 程で は導 入時 にア ンケー ト調

査 の結 果 を提示 した り、教 師が生徒 の思 い もよ らぬ投 げか けを試 み ること、展開 では疑似体験

を させた り、話 し合 いを活性化 す るた めに教師 の発 問の意 図を分 か りやす く精選 した り、生徒

の発言 に対 して率直 に受 け入 れ る態度 を とる ことや、様 々な発言 を予測 しい くっ かの展 開を用

意 してお くなどの工夫 を考えた。 また、話 し合 いを重視 し、教 師 と生徒 の一問一答 の話 し合い

に終始す る ことな く、生徒 同士の有機的 な話 し合 い とな るよ うに配慮 した。

これ ら様 々な工夫 に加 え、生徒 と共 に考 え、悩 み、感動を共有 して い く教 師 の姿勢 を示 し、

生 徒が 自 ら考 え ることを大切 に した道徳 の授業 に した いと考え た。

以上 の ことか ら、研 究主題 を 「生徒 の心 に響 く道 徳 の時間 の指導」 と し、 「生 徒 が ま さに 自

分 の こととして、 その主題 に向 き合 い、 自 ら考 え ることを大切 に した道徳 の授 業」 を 目指 し、

主 と して他 の人 とのかか わ りに関す る ことに視点 を置 いて第1分 科 会 は、 内容 項 目2-(3)

「友情 の尊 さを理解 して心 か ら信頼 で きる友達 を もち、互 い に励 ま し合 い、 高 め合 うよ うにす

る」 を、第2分 科会 で は、 内容項 目2-(5)「 それぞれの個性 や立 場を尊 重 し、 い ろい ろな も

のの見方 や考 え方が ある ことを理解 して、謙虚 に学ぶ広 い心 を もつ よ うにす る」 を それぞれ取

り上 げ、 内容項 目の と らえ方、生徒 の実 態把握、資料 の選定、指導過程 や指導方 法 の工夫 など

につ いて研究 す る ことを通 して、研究主題 に迫 る ことと した。
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皿 内容 項 目2-(3)「 友情 ・信頼 」につ いての指 導(第1分 科 会)

1主 題設定の理 由

「友 情 は喜 び を倍 に し、 悲 しみ を 半 分 にす る」 とい う シ ラー(ド イ ッの詩 人)の 言 葉 は今

も変 わ らな い真 理 で あ ろ う。 い ざ と い う と きに頼 れ る友 人 が い る こ と ほ ど、 心 強 い こ とは な

い。 しか し、 現 実 に は、 心 で はか け が え の な い友 人 を欲 して い な が ら も、 そ の よ うな友 人 を

得 られ な い場 合 もあ る。 問 題 は、 「ど う した ら、 そ うい う友 情 が つ くれ るか 」 な の で あ る。

最 近 の 中学 生 の 特 徴 と して、 少 子 化 が進 ん で い る こ と と併 せ て 、 小 さ い頃 か ら コ ン ピュ ー

タゲ ー ム な どで 一 人 で 遊 ぶ こ とが多 く、 生 徒 同士 の 触 れ 合 いや 人 間 関 係 を学 ぶ 機 会 が乏 しい

た め友 人 との 濃 密 な人 間 関 係 を築 く こ との で きな い生 徒 が 多 い。 ま た、 他 人 と同 じよ うに し

て い な い と安 心 で き な い とい う心 理 が働 き、必 死 に大 勢 に しが み っ こ う とす る傾 向 が 強 く、

周 りの 友 達 か ら自分 が ど う見 られ て い るか と い う こと を非 常 に気 に す る生 徒 もい る。

「友 達 が い るか ら学 校 は楽 しい」 と い う生 徒 が 多 くい る一 方 で、 友 人 関係 で 悩 ん で い る中

学 生 も少 な くな い。 「友 達 は多 いが 心 か ら話 せ る親 友 は い な い」 と い う生 徒 もい る。 「今 ま で

親 し く して い た友 達 が急 に冷 た くな っ た」 「友 達 か ら無 視 され て い て、 とて もっ ら い」 と い

う悩 み を も って い る生 徒 も い る。 心 の 中 で は、 友 達 を欲 して い るが 、 ど う した らよ い か分 か

らず に い る の が実 態 で はな いだ ろ うか 。 ま た、 中学 生 の場 合、 自分 の悩 み事 を相談 す るの は、

親 や 教 師 で はな く、 友 達 が 多 い と い う調 査 結 果 もあ る。

た だ単 な る友 達 関係 で は、 利 己的 な言 動 や安 易 な妥協 が生 じて低 きに流 れ やす い。 した が っ

て 、 お互 い の 向上 を あ ざす 「真 の友 情 」 を は ぐ くむ こ とが 必 要 なの で あ る。 互 い に もた れ あ

うの が友 情 で はな い。 自立 した同 士 が、 相 手 を思 い、 忠 告 や 励 ま しあ い な どを通 じて 、 心 と

心 を し っか り と結 び合 わ せ て互 い に高 め 合 って い くの が 友 情 で あ る。 したが って最終 的 に は、

「友 情 」 は 自分 自身 の成 長 や 生 き方 にか か わ って く る問題 で あ る。

以 上 の こ とか ら、 第1分 科 会 で は、 「心 に響 く道 徳 の 時 間 の 指導 」 と して 、 内 容 項 目2一

⑧ 「友 情 ・信 頼 」 を取 り上 げ る こと に した。 道 徳 の授 業 は、 とか く押 し付 け に な りが ち だ

とか、 形 式 化 してっ ま らな い な ど とい う声 を聞 くが 、 内容 項 目の と らえ方 、 資 料 選 定 、 発 問

の 工 夫 な ど にっ い て研 究 す る こ と に よ り、 そ れ らの課 題 へ迫 り、 「生 徒 の 心 に 響 く」 こ と を

追 求 す る こと と した。

ま た、 授 業 指 導 案 を作 成 す る に あ た り、 以 下 の仮 説 を立 て 、研 究 を 進 め た。

仮説

身近にある人間関係を生徒と教師が共に考えてい くことによって、友情の尊 さや信頼 でき

る友達をもっことの大切さに気付 くことができる。
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2研 究 の 内容 と方 法

(1)友 情 に関 わ る生 徒 の 実 態

「友 情 ・信 頼 」 は人 間 が 生 きて い く上 で欠 く こ との で きな い身 近 な 問題 で あ り、 近 年 人

間 関 係 が 希 薄 に な って きた と言 わ れ る中 学 生 に と って は切 実 な 問題 で あ る。

下 の グ ラ フ は、 都 内A中 学 校1年 生162名 に 「友 情 とは」 と い う 自 由 記 述 の ア ン ケ ー ト

を 行 い、 キ ー ワー ドを抜 き出 した結 果 で あ る(複 数 回 答)。

「友情 」のキー ワード(中学校1年 生162名)

鴫ゐ メゐ 鴫ノメ〆ノ ㎡⑧ず贈詩
使用された言葉

グ ラ フか らは、 そ の個 人 の経 験 や環 境 、 そ の 他 の 要 因 に よ り、 様 々 な と らえ 方 が あ る こ

とが わ か る。 中 で も 「～ 合 う」 とい う表 現 が 多 く使 用 され て い る こ と は、 互 い に個 人 と し

て尊 重 しな が ら、互 い を高 め る こ とが で き る 「や り と り」 と と らえ て い る と判 断 で き る。

特 に、 「助 け合 う」 を キ ー ワー ドに あ げ た生 徒 が 全 体 の3分 の1を 占 め て い る こ と か ら、

生 徒 は、 楽 しい と きだ けで は な く、 困 った と きや苦 しい と き に共 に力 に な れ る存 在 を欲 し

て お り、 ま た、 自分 もそ うな りた い と思 って い る と推 測 で き よ う。

② 内 容 項 目2-(3)「 友情 ・信 頼 」 の と らえ方

こ こで は 「友 情 」 を次 の よ う に と らえて みた。友情 に は、

「対 等 な個 人 と個 人 を 結 ぶ 『心 のつ な が り』」 が大 切 で あ る。

右 の 図 は上 記 の こ とを表 した もの で あ る。

図 に お いて 、 個 人Aと 個 人Bは 対 等 な 人 間 関 係 で あ り、

両 者 を 結 ぶ 糸 が 「心 の つ な が り」 で あ る。 この 図 を使 い、

友 情 の 成 り立 ち を説 明す る と次 の よ う にな る。

個 人 と個 人 の友 情 は、 意 図 的 で あ るな しにか か わ らず 、 「心 のっ な が り」

両 者 の心 の っ なが りと な る糸 が か け られ る ことか ら始 ま る。

例 え ば 、Aと い う人 がBと い う人 に好 意 や好 感 を も って 、 心 の っ な が りで あ る 「最 初 の

糸 」 を相 手 にか け る。

個

人

A

個

人

B
↑

糸
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そ こ に は、 気 が合 う とか 、趣 味 が 同 じな ど の結 び っ き方 が あ る と、BがAに 、AがBに

と糸 の か け合 い を繰 り返 して い き、 や が て 両 者 をつ な ぐ糸 は幾 重 に も重 な って い く。 そ し

て 、 そ の糸 は、 決 して途 切 れ る こ と は な い ので あ る。 す な わ ち、 ゆ る ぎな い友 情 が そ こに

確立 され る の で あ る。 この よ う に して 、 友 情 は生 ま れ は ぐ くま れ て い くと と らえ た ので あ

る。

そ れ で は、 そ の 「心 の っ な が り」 と は い った い ど うい う もの で あ ろ うか 。 「助 け合 う、

協 力 し合 う、 相 談 し合 う、 通 じ合 う、 信 頼 し合 う、 励 ま し合 う」 と い うよ うに、 双 方 向 的

なや り取 りを指 して い る。 道 徳 の 時 間 に お い て は、 心 と心 の っ な が り に焦 点 を絞 る こ とに

よ り、 生 徒 一 人 一 人 が 、 自分 な らば ど う した い とい う気 持 ちを 確 認 ・発 見 す る こ とが で き

る ので あ る。 そ して、 相 手 に対 す る温 か い ま な ざ しや 心 の っ な が り の大 切 さ に 気 付 き、

「真 の友 情 と は何 か 」 を 自分 な り に考 え は じめ る こ とが で き るの で あ る。 ま た 、 この よ う

な作 業 を経 る こ と に よ り、 た とえ今 現 在 、 親 友 と呼 べ る人 が いな くと も、 将 来 、 「友 情 」

を得 られ る よ うに 自分 の 生 き方 ・在 り方 を考 え るた め の準 備 期 間 と と らえ させ る こ とが で

き る。

(3)発 達 段 階 に お け る指 導 の内 容

現 行 の小 学 校 及 び中 学 校 の学 習 指 導 要 領 に よれ ば 、 「友 情 ・信 頼 」 に か か わ る指 導 内 容

は以 下 の よ う にな って い る。

小学 校

低学年 友達 と仲 よ くし、助 け合 う。

中学年 友達 と互 いに理解 し、信頼 し、助 け合 う。

高学年 互 いに信頼 し、学 び合 って友情 を深 め、男女仲 よ く協力 し助 け合 う。

中学校

友情 の尊 さを理解 して心 か ら信頼 で きる友達 を もち、互 いに励 ま し合 い、高 め

合 うよ うにす る。

小学校 低学 年で は、身近 にい る友達 と仲 よ く活動 し、助 け合 うことの大切 さを指導す る

ことか ら入 り、中学年で は、健康 的な仲間集団 を育成す るために、友達 と互 いによ く理解

し、信頼 し、助 け合え るよ う指導 してい く。 さ らに高学年 では、第二次性徴 期 に入 るため

異性 に対 す る正 しい理解 と男女間 の友情 を育て る ことが必要 であ る。

理想 と現実の ギ ャップに悩 む時期 で もあ る中学生 にと って、友達 は生 きる喜 びを支 えて

くれ る存在 であ る。心 か ら信頼 で きる友達 を もつ ため には、互 いに 「好意 的 な姿勢 で、 あ

るがままの 自分を見て くれ る存在」 であ ることに気付 かせ ることが必要 であ る。 また、多

くの人間 に対 す る温か なまなざ しが必要 で もあ る。 そ して、友達関係 の在 り方 は、一人一

人 の成長 や生 き方 にかか わ って くることを理解 させ る ことが大切 であ る。

しか し、ただの友達 関係で は、仲間 同士 の気安 さか らわが ままや利 己的な言動、 はては

感情 の行 き違 いが あった りと、 もろ さを露 呈す ること も少 な くない。 だか らこそ、相手 に

対す る共感 的理解 を もとに、忠告、激励 、協 力等 を通 して、 お互 いを向上 させ るよ うな温
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か く も厳 しい 「真 の友 情 」 を培 って お く必 要 が あ る。

(4)指 導 の工 夫

ア 資 料 の 選 定

資 料 は生 徒 に道 徳 的 価 値 につ いて の 自覚 を深 め させ る。 資料 と して 大 切 な こ と は、 生

徒 が 自分 を そ れ に重 ね 合 わせ て と らえ る こ とが で き るか とい う こ とで あ る。 生 徒 が実 感

と して受 け止 め る こ との で き る人 間 の姿 が描 き出 され て い る こ とが大 切 で あ る。 さ らに

は、 ど の よ うに す れ ば 実 現 す る こ とが で き るか とい う手 掛 か りを 含 ん だ 資料 が 、 生 徒 に

と って 有 益 で あ る。

例 え ば、 友 達 を求 め る気 持 ちや心 の っ なが りを求 あ る気 持 ち は 、人 間 の 自然 な 姿 で あ

ろ う。 そ して、 ど うす れ ば心 の つ な が りを築 いて い く こ とが で き るか とい う手 掛 か りを

資 料 の 中 の登 場 人 物 の行 為 や言 動 に 見 いだ し、 自覚 を深 め る こ とが で きれ ば有 効 な指 導

とな り うる。 資 料 「と もだ ち」 は、 こ う した点 を 具 備 して い る資 料 で あ る。

また 、 今 回 この資 料 を選 定 した も う一 つ の 理 由 に、 そ の簡 潔 さ が あ る。 そ れ は、 背景

や人 間 関 係 、 経 緯 や 結 果 な どが あ ま り具 体 的 に は描 写 され て い な い とい う こ と と、登 場

人 物 が少 な く、 ス トー リー も短 い とい う こ とで あ る。 そ の た め、 生 徒 の 自由 な思 考 を 引

き出 す こ とが で き る と考 え た。

イ 授 業 展 開 の構 想 図

資 料 「と もだ ち」 で の授 業 展 開 を構 想 す る場 合 に留 意 した点 は次 の通 りで あ る。

① い じめ の 問題 の 内 容 と と られ て しま うな ど、 ね らい か ら大 き くそれ る恐 れ が あ る。

② 生 徒 は、 ま ず、 どち らが正 しいか 否 か とい うよ うな表 面 的 な もの で と らえ るで あ ろ う。

③ 次 い で生 徒 の反 応 は多 岐 にわ た るで あ ろ う。

① にっ い て は、 展 開 の前 段 で い じめ の問 題 を考 え るの で はな い と い う教 師 の 方 向 づ け

で 回 避 で きる。 ② 、 ③ の点 に つ い て は、 発 問 を一 っ に絞 った こ とか ら派 生 す るで あ ろ う

生 徒 の 反 応 に対 して、40人 の そ れ ぞ れ に対 応 で き る よ うに、 次 項 の 図 の とお り、 展 開 の

流 れ を 同 心 円 の中 心 か ら外 側 へ進 む形 を イ メ ー ジ化 した。

生徒 は中心 発問 に対 して、 中心 か ら外側 の4っ に代表 され るよ うな反応 が予想 され る

が、他 の生徒 の反応 や教師 の補助発 問な どによ り自 らの考えを深 め、確認 す ることを行

い、 ね らい とす る一番外側 にたど り着 くとい う形 の展開を構想 した。 例 えば、 「た け し

くん の気持 ち は友 達 にな りたか ったか らこの行動 があ った」 とい うものか ら、 「なぜ、

わ ざわざ このよ うなわ ざと らしい行動 を とったのかわか らな い」 とい った正反対 の反応

が予想 され る。生徒 の反応 は、他 の生徒 のそれぞれがイ メー ジ した ものか ら影響 され、

さ らに中心発問 によ り 「た け しくん」 の気持 ちを再度考 え ることで 自 らの考 えを深 めた

時、友情 とい うものが生 まれ る出発点 を見 いだせ ると考 えた。
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ウ 中心 発 問 につ いて

「友 情 」 が 芽生 え る き っか け の一 っ と して 「相 手 に好 意 を い だ く」 と こ ろか ら始 ま る

とす るな らば 「話 しか け る」 「親 切 にす る」 「助 け る」 な ど、 まず 、 「好 意 や 好 感 を相 手

に伝 え る行 動 」、 っ ま り、 こ ち らの 感 情 を何 とか して相 手 に伝 え よ う と す る 行 動 が あ ろ

う。

既 に 内容 項 目の と らえ方 で 述 べ られ て い るが 、 私 た ち は、 友 情 を 「対 等 な個 人 と個 人

を結 ぶ 心 の っ なが り」 と、 と らえ て い る。 生 徒 た ち は、 友 達 を求 め る気 持 ちを強 くもち、

さ らに心 の っ なが りを も強 く求 め て い る。 しか し、 ど うす れ ば そ れ を築 いて い く こ とが

で き るの か が 分 か らな い の で は な い か。 そ こで 、 資 料 「と もだ ち」 の登 場 人 物 で あ る た

け し くん の と っ た行 動 を考 え る こ とに よ り、 心 の っ な が りを築 い て い く過 程 で は、 自 ら

の意 志 を行 為 に表 わ す こ とが最 初 に必 要 で あ る こ と に気 付 き、 手 段 と して の 「糸 のか け

方 」 を学 び、 今 後 出 会 うで あ ろ う 「友 情」 を は ぐ くん で い く と きに 、 自 らの方 向 性 を決

定 して い く判 断 基 準 の一 つ に な るの で は な いか と考 え た の で あ る。

資 料 「と もだ ち」 で は、 主 な登 場 人 物 が 二 人 で あ る。 この二 人 の そ れ ぞ れ の 気 持 ち を

どの よ う に理解 す るか 、 ま た は、 どち らの 気 持 ちを 理 解 し、 ね らい を定 め るか が 重 要 な

点 とい え る。
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それ ぞれ の人物像 は

た け し:け いす けが 好 き ら しい。 友 人 に な りた い とい う気 持 ちが 読 み取 れ る。

け いす け:本 当 の気 持 ち が分 か りに くい。 た け しの好 意 を頑 な に拒 否 す る。

この二人 の どち らに主眼 を置 けば、課題 の友情 にっいて理解 しやすいかを考えた場合、

た け し:相 手 に どの よ う に思 わ れ よ うと、 好 意 を は っ き り と行 動 で 示 して い る。

け いす け 周 囲 の様 子 を うか が いな が ら行 動 を して い る。

この よ うに分 析 す る こ とで、 主 題 で あ る 「心 と心 のっ な が り」 を結 ぶ作 業 を 、 実 際 に

行 動 して い る た け し くん の気 持 ち を 中心 に と らえ て い く こ との方 が、 は っ き り と と らえ

られ るで あ ろ う。

一 方
、 け いす け くん の気 持 ち も、 実 はた け し くん の行 動 に よ って揺 れ動 い て い る。

け い す け:た け し くん は あ ま り し ゃべ らな い し、 い っ もそ ば に くっっ い て く るか ら…

た け し くん は、 た ま た ま 同 じ ク ラ スに な った だ け… 。 い や な ら、 別 な場 所

に いれ ば い い。

これ らの言 葉 の な か に、気 にな る存 在 で あ る こ とが推 測 で き る。 しか し、 行 動 を起 し

て い な い け い す け くん に焦 点 を 当 て た時 、 終 末 の部 分 で は生 徒 の反 応 が 予想 で きず に展

開 す る こ と とな るの で、 こ こで は、 は っき り行 動 して い るた け し くん に焦点 を 置 く こ と

と した。

で は た け し くん の気 持 ち の ど この 部 分 に的 を 絞 る のか とい う こ と で あ る が 、 「心 と心

を結 ぶ 」 作 業 を した と い え る行 動 は 、 け いす け くん が 「た い こた た き」 を され て い る と

きに思 わ ず け いす け くん に お お い か ぶ さ り、 一 緒 に 「た い こた た き」 され て しま うと こ

ろ の行 動 で あ ろ う。

(発問)た け しくん はどうい う気持 ちか らけいす け くんをかば ったのか

生 徒 に と って この行 動 は どの よ うに と らえ られ るの か。 素 直 に と らえ られ る で あ ろ う

か 。 現 在 の 中学 生 に と って この 行 動 は意 外 な もの な の で は な い か と予測 され る。 そ れ は、

は っ き り と自分 の気 持 ち を表 す こ と は勇 気 の い る こ とで あ るか らだ。 したが って、 この

発 問 に対 して 、 疑 い の眼 で と らえ る反 応 も予 測 さ れ る。 しか し、 行 動 した 事 実 は事 実 で

あ り、 再 度 「た け し くん は ど うい う気 持 ちで け いす け くん を か ば った の か 」 と、 発 問 さ

れ る こ とで 、 こ の事 実 を 自分 な りに と らえ な けれ ば な らな くな る。 こ の話 し合 い こそ 、

友 情 にっ いて 、 そ れ ぞれ の生 徒 が現 時点 で の と らえ か た を確 認 し、 さ らに よ り深 く認 識

す る こ とが で き る機 会 な ので あ る。
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(5)指 導 事 例(第2学 年)

ア 主 題 名 友 情 ・信 頼[内 容 項 目2-(3)]

イ 資 料 名 「と もだ ち」(文 教 社 「中 学 生 の新 しい道1」)

ウ 資 料 の概 要

け い す け くん の ク ラ ス で は、 何 か の き っか けか らみ ん なで い っせ い に だ れ か一 人 の 背

中 を思 い切 り た た く 「た い こた た き」 と い うゲ ー ムが は や って い た。 しか し、 実 際 に は

い っ もた け し くん が や られ て い た。 と こ ろが あ る 日、 いつ もた た い て い る側 で あ る け い

す け くん が や られ て しま った の だ。 「も うや め て」 と叫 ぶ け い す け くん を か ば お う と覆

い かぶ さ った の は、 何 と いつ もや られ て い るた け し くん だ った。 そ れ で も二 人 へ の 「た

い こた た き」 は続 い た。 よ うや く 「た い こ た た き」 が 終 わ った時 、 た け し くん が け いす

け くん を 「だ い じ ょ うぶ 」 と抱 き起 こ した の だ が 、 け いす け くん は 「ほ っ と い て よ … 」

と冷 た く言 う。

工 資 料 の着 眼 点

人 は何 か し らの き っか け で他 者 へ の働 きか け に よ り 「と もだ ち」 とな る。 そ して 友 情

を は ぐ くん で い く。 た け し くん の け い す け くん に対 す る気 持 ち や働 きか け は ま さ に そ の

き っか けで あ る。

オ ね らい

温 か い ま な ざ しを 土 台 と して他 者 に働 きか け、 「心 の っ な が り」 を 構 築 して い く過 程

の 中 か ら友 情 を は ぐ く も う とす る態 度 を 養 う。

力 指 導 過 程

学 習 内容 と主 な発 問 予想 され る生徒 の質 問 指 導 上 の 留 意 点

導
・ 「実 は先 生 、 困 った こ とが ・先生 は突然、何 を言 い ・教 師 も一 緒 に考 え た い

あ ってみんなの意 見 をぜ ひ 出 す の か。 のだ という姿勢 を示す。

入 聞か せて ほ しいんだ」 ・困 っ た こ と っ て 何 だ 。

・ 「実 は この物 語 な の だ が 、 ・何 だ
、 ま た 「い じ め 」

・だれ の気持 ちを考 え る

登場人物 の気持 ちが いま一 の話 か。 のか 、 ま だ知 らせ な い

っ っ か め な い」 と言 い な が ・だれの気持 ちが分 か ら で お く 。

ら、 資 料 『と もだ ち 』 を 配 な い の だ ろ う。

布 す る。

・資 料 範 読 す る。 ・ ゆ っ く り 読 む
。

☆ たけ しくんの気持 ちにっ い ・い じめ の 問題 を取 り上

展 て 考 え る。 げ よ う と して い る の で

・ 「み ん な に は先 生 が だ れ の ・ た け し ・ け い す け は な い こ とを伝 え る。

気 持 ちが っか め なか ったか、 ・そ の他

分 か った か な」 ・何 で ・ ど こ が

・ 「実 は た け し くん な ん だ」
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・ 「そ の と き だ っ た ～ ・自分 と同 じ思 い を さ せ

た い こた た きが終 わ った」 た く な か っ た 。

と あ るが 「この と き、 た け ・け いす け くん と仲 良 く ・発 問 を 板書 す る。

し くん は ど うい う気 持 ち か な り た か っ た 。

らけ い す け くん を か ば っ た ・けいす け くんが好 きだ っ

のだろ うか」〈 中心 発問〉 た 。

・自分 へ の た い こた た き

開 もや め させ た か った。

・け い す け くん に も い い

と こ ろ が あ っ た 。

・記入 用紙を各 自に配布す る。 ・け い す け くん と友 達 に ・意 見 は板 書 す る。

・記入 用紙 を もとに発言 す る な る き っか けを っ く り ・意見 を尊重 す る雰囲 気

よ う に す る 。 た か っ た 。 を っ く る 。

・ど う して だ か 、 分 か ら

な い 。

・ 「この二 人 が その後 ど うな っ ・友 達 にな るた め に は ま

た か だ れ に も分 か らな いが、 ・相 手 を 見 直 す こ と ず相手 に対 して好意 を

少 な くと も二人 の間 に は見 も って働 きか け る こ と

えな い何かが働 いたよ うに が大切 で あることを考

思 う のだ が 」 え さ せ る 。

一

終
・生 徒 た ち の意 見 を も とに、 ・文 尾 は 「～ な のか な あ」

教 師の体験談 など も織 り交 程 度 に留 め る。
末

5
ぜ 、 友 情 につ いて の話 を す

る。

・友達 は、 あ くまで 対等

の関係が最低条件 で あ

分
る こ とを 補 足 す る。

キ 評価 の工夫

中心発 問に対 して、 「自分 の立場 に置 き換えて考察 で きたか」 「友 達 にな る ため に は、

まず相手 に対 して何か しらの働 きかけをす ることの大切 さが理解 で きたか」 を評価 の観

点 とした。 それ らにっ いて は、授業中 に出た発言 と生徒 による ワー クシー トの内容で評

価 した。

ク 授業記録

① 導入

答 えを探 り出そ うとい うのではな く、中心 発問 に関 して教師 と一緒 に考えて い こう

とい う姿勢 で授業 を スター トさせ た。
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② 展 開

ま ず、 教 師 が この 読 み 物 資 料 で 登 場 人 物 の気 持 ち が っ か め な い こ とを生 徒 た ち に話

し、 資 料 を範 読 した。 次 に中心 発 問 の 「た け し くん は ど の よ うな気 持 ちか らけ いす け

くん を か ば った の だ ろ うか 」 を 考 え させ るた あ の ワー ク シー トを配 布 した 。

ワ ー ク シー トか らの発 表 で は、 次 の よ うな意 見 が 出 され た。(抜 粋)

・た け し くん は、 や られ て痛 い とい うの を知 って い て 、 け いす け くん の 痛 い思 い が分 か っ

た か ら。

・た け し くん は け いす け くん との共 通 点 を 見 つ けて 友達 にな りた い と思 って い た。 け い す

け くん が み ん な に た たか れ て い るの を見 て、 も っ と友達 にな り た い と い う気 持 ち が 強 く

な った か ら。

・た け しくん は け いす け くん と も っと仲 良 くな りた か った。

・た け しくん は け いす け くん を友 達 だ と思 って い るの で 、 や られ て い るの を黙 って見 て い

られ な か った か ら。

こ の よ うに、 概 ね た け し くん の け いす け くん に対 す る好 意 の 気 持 ち が 発 表 さ れ た 。

次 に、 「た け し くん が なぜ け い す け くん に好 意 を もって い た か」 を考 え さ せ る こ と

に よ って 、 た け し くん が け いす け くん に求 めて い る 「心 のつ な が り」 に気 付 か せ よ う

と した。

これ にっ い て は、 っ ぎの よ うな 意 見 が 出 され た。(抜 粋)

・た け し くん は けい す け くん と の共 通 点 を見 い だ した か ら。
・け い す け くん に もい い と ころが あ る の を知 って い た か ら。
・け い す け くん が 自分 に思 え たか ら。
・け い す け くん が い いや つ な の を知 って い た か ら。

③ 終末

友達 になるために は、 まず相 手の よいと ころを見っ けて好 き にな る とい う、 「温 か

いまなざ し」が大切 であ ることを念頭 に置 き、 ワー クシー トの発表 と、教 師 の体験 談

な ども加 えて、 さ らに生徒 の考 えを膨 らませ ようと した。本時 では友情 にっ いての結

論 を求 めるので はな く、教 師を含 めた全員で考 えるとい う形 で終 わ った。 しか し、生

徒 一人一人が真剣 にたけ しくんの立場 に立 って考 え られて いた。

ケ 考 察

この授業で最 も重視 した ことは、「教 師 と共 に考え る授業」 と 「一 つ の発 問 を中心 に

生徒 一人一人 に一っ の課題 を じっ くりと考え させ る こと」で あ った。 やや もす ると 「い

じめ問題」 に生徒 の関心 が向かいが ちにな るであ ろ う懸念 も、展開 の前段 の教 師の説明

で ほぼ解消で きた。 また、 ワー クシー トになか なか記入で きない生徒 や意 見が まとま ら

ない生徒 もいたが、 じっ くり考 え ることはで きた。一方、教師側 の問 いか け方 の重要性

や難 しさを痛感 させ られた授業 で もあ った。「なぜ」 「だれが」「何 を」 とい った ご く普

通 に交わ され る問 いかけを、 それ らの使 い方を間違 えると生徒 たちを混乱 させて しま う

ことも同時 に感 じた。特 に今回 の ような一っ の発問 に絞 った授業 に おい て は、 教 師 が、

生徒 の発問 に対す る切 り返 しの発 問を精選 し、十分過 ぎる配慮 が必要 であ る。
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3内 容 項 目2-(3)「 友 情 ・信 頼 」 の指 導 の ま とめ

第1分 科会で は、研究主題 であ る 「生徒 の心 に響 く道徳の時間 の指導」 に迫 るため、 内容

項 目2-(3)「 友情 ・信頼」 につ いて取 り上 げ、研究 を進 め る ことに した。 中学 生 の悩 み の

多 くは 「友達関係」で あ り、相談相手 も、親 や教 師 よ りも友達 を選ぶ場合が多 く、不登校 の

要 因の一 っ と して、友達関係 の悪化 が挙 げ られ ることな どを考えれ ば、 「友情 ・信 頼」 は生

徒 に とって大 きな関心事で あ り、研究主題 に迫 るため には、適 切 な ものと思わ れる。

この時期の中学生 は、「友情」 とい う ものを頭で は理解 して いなが ら、 実 際 に は い じあ が

あ った り、排他 的であ った りす る。 また逆 に、心 か ら信頼 しあえ る友達 を欲 しが った りもす

る。 自我 の確立 とともに、 自分 に合 った友達 を求 め始 めてい る証拠 で もある。 うま く友情 を

築 いてい くたあ には、相手 に対す る 「温 かいまなざ し」 が必要 なのであ り、 自立 して い く過

程 の中で、相互 に認 め あえ る存在 にな って いかなければな らない というのが、第1分 科会 の

中で の共通理解 であ るが、 この ことを生徒 に気付 かせ、 また、普段 の学校生 活 の中で実践 し

て い くための手助 け となれ るような もの、 また研究主題 を達成 させ るため に適切 と思われ る

ものとい うことで、資料 「と もだち」 を選定 し、授業研究 を重 ねて きた。発問 は一つに絞 り、

問題点 を明確 に して、生徒 に じっ くり考え させ る指導法、 また、教 師が生徒 と共 に考え、共

に問題点 を解決 してい こうとす る指導法 を工夫 し、研究主題 であ る 「生徒 の心 に響 く道徳の

時間の指導」 を具現化 す ることに努 めて きた。

(1)成 果

ア 資料 にっ いて、先入観 を もたせな いよ うに配慮 した ことによ り、生徒 に 自分 の ことと

して受 け入れ させ ることがで きた。

イ 教師が生徒 と共 に考 え るとい う姿勢 を示 す ことによ り、行動 の仕方 や身 の処 し方 を押

し付 ける授業か ら脱 け出 し、共 に問題点 を解 決 して いこ うとす る授業 を展 開す ることが

で きた。

ウ あ くまで も一っ の発問 を中心 に授業 を展 開す ることによ り、問題点 を明確 にす ること

がで き、生徒 に じっくり考え させ ることがで きた。

工 指導案 を工 夫す ることによ り、私 たちに とって新 しい指導構想 を作 る ことがで きた。

オ 研究 を重 ね る中で、「友情」 にっ いての と らえ方 を検討 し、分科会 の中で、「友情」 の

指導 内容 についての共通 理解 を図 る ことが で きた。

② 課題

ア ア ンケー トの集計結果 を見て も、「友情 」 とは生徒 たちに とってか けが え のな い もの

であ るとい うことが分 か るが、それ をどのよ うに して 日常生活 の中 に反映 させ、 よ り望

ま しい友情 を構築 させてい くべ きか、 そのために道徳 の授業 で何 がで きるのか、 さ らに

研究 を深 めてい く必要 があ る。

イ 友情 を築 くために は、 自分 自身 が ど う成長す るかが問題 なのであ るが、教師 は、 それ

をどのよ うな形 で援助 で きるのかを考えて い く必要 があ る。

ウ 指導法や資料 の選定、 よ り体験 的 ・実践的 な活動 の導入 な どを工夫 す る ことで、 よ り

「生徒 の心 に響 く道徳の時間 の指導」 に迫 るために さ らに研究を深 めて い く必要 があ る。
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皿 内容項 目2-(5)「 他 に学ぶ広 い心」 につ いての指導(第2分 科会)

1主 題設定 の理 由

道徳 の内容 「視点2」 は、「主 と して他 の人 とのかかわ りに関す ること」 で あ る。 生徒 た ち

の最大 の関心事 の一っ に、友達 をは じめ とす る自分 の身 の回 りにい る人 たち との人 間関係が挙

げ られ る。 生徒 は人間関係 が広 ま るに従 って家庭 生活 や学校生活 の中で、 自分 の周囲 にいる人

たち とのかかわ りにっ いて考 え るよ うにな って きて いるのである。

中学 生 の時期 は、肉体 的に も精神 的 に も発達が著 しく生徒一人一人 の個性 や立場が は っき り

して くるとと もに、「自分 な りに納得 した生 き方 や考え方を したい」 と望 ん で い る。 すで に こ

の時期 には、人 によ って ものの見方 や考え方 に違 いがあ ることに気付 いてい るが、人生 の経験

も浅 く、 ものの見方 もそれ ほど広 くはない こと もあ って、時 と して 自分の考えや立場 に固執 し、

対人関係 に摩擦 や対立 を引 き起 こす ような こともあ る。 また、一 方で は、 他 との衝 突 を恐 れ、

自分 の ものの見方 や考 え方 を他人 に同調 させ た り、 同調 を装 った りす る傾向 も見 られ る。 この

よ うな問題 は、人 それぞれの個性や立場 を尊重 しよ うとす る気持 ち に欠 けて いる ことか ら生 じ

る ものと考 え られ る。

したが って、 この時期の生徒 に対 しては、人 それぞれ によって いろいろな ものの見方 や考え

方が ある ことを十分 に理解 させ、 自分 の立場 を客観 的 にみ ることがで きるようにするとともに、

他 の人 の個性 や立場 を尊重す る態度 を育 て るよ うに指導す ることが大切で あ る。 また、 ものの

見方 や考 え方 とい う面 か ら人間 を見 た とき、人 それぞれ の ものの見方 や考 え方 があ り、それ ら

と接 し、受 け入 れ ることが その人 の人生 を豊 か にす る上で極 めて重要 な ものにな って いると言

えよ う。 この ような前提 に立て ば、他 の人 に接 す る態度 として は 「それぞれの個 性や立場 を尊

重 す ること」 が求 め られ、 自分 自身 に対 して は 「自 らの ものの見方 や考 え方 を振 り返 る」 こと

が求 め られて いるので ある。 この ことは、厳 しい目を もって 自 らの至 らざ るを知 り、 その改善

を図 って向上 に努 めるとと もに、他人 の助言 や忠告 に謙虚 に耳 を傾 けて 自分 の もの の見方 や考

え方 を広 め、深 めて い くとい う生 き方 を 目指す ことにほかな らないのであ る。

この ように本項 目の 「他 に学 ぶ広 い心 」 は、 自 らが不完全 な人間 であ るとい う自覚 に立 って

謙虚 に他 に学 び、 自己の向上 に生 かす ことがそ の主 旨であ り、 自らの問題 に目を向 け他 の人 と

の関係 を培 って い く中学生 の時期 に、 本項 目の指導 は望 ま しい人 間関係 を形 成す る上 で も、生

徒一人一 人 の人生 を豊 かにす る上 で も欠かせ ない内容 であ ると考 えた。

そ こで、第2分 科会 は、 「生徒 の心 に響 く道徳 の時間 の指 導」 と して、 内容項 目2-(5)

「他 に学ぶ広 い心」 にっ いて、内容項 目の と らえ方 、生徒 の実態、教材 の 開発、 発問 と指 導

方 法の工夫等 を以下 の仮説 を基 づ いて研究 を進 め ることと した。

自分 の もの の 見 方 や 考 え方 の至 らざ るを 知 る こと に よ り、 い ろ い ろな もの の 見 方 や考 え

方 を知 り、 自分 の 生 き方 につ い て葛 藤 し、 自 己を 確 立 す る こ とに よ って 「他 に学 ぶ 広 い心」

を もっ こ とが で き る。
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2硯 究 の内容 と方法

(1)内 容項 目2-(5>に かか わる生徒 の実態 と指導 内容 の と らえ方

内容項 目2-(5)は 、「それぞれの個性や立場を尊重 し、 いろいろな ものの見方 や考 え方

があ ることを理解 して、謙虚 に他 に学ぶ広 い心 を もっ ようにす る」 ことを 目指 して いる項

目であ る。人 に はそれぞれ個性が あ り、 それぞれの立場 があ る、 また いろいろな ものの見

方 や考 え方 があ る。 十人 十色で ある。 これ らを理解 し尊重 す るとともに自 らの至 らなさを

知 り、深 く自問 自答 し、他 の人の言 う ことに謙虚 に耳 を傾 け、積極的に他 に学ぶ ように し、

これ を自己の向上 に生 かそ うとす る広 い心 を育て る ことを主眼 に してい る。

平成5年 度 の教育研究員報告書(道 徳)に お いて、「個性 を生かす こ と」、 「自他 を尊重

す ること」 さ らには 「他 に学 ぶ広 い心」 につ いて生徒 の実態調査 を行 ってい る。 それを参

考 にす ると

① 「個性 を生かす」 とは、 自分 自身 の得意 な点 をのばす ことであ ると約半数近 くの生徒

が考 えて いる。

② 「自分 と もの の見方 や考 え方 の違 う人 の ことを ど う思 いますか」 にっ いて は、2/3

近 くの生徒 が人 によっていろいろな見方 や考 え方が あることを認 めて いる。

③ 「相手 を尊重 す るとい うことは、 どうい うことだ と思 いますか」 にっ いては、学年 が

上 が るにっれ、相 手 の立場 を理解す ること、相手 の良 さを認 め ること、相手 の考 え方、意

見 をで きるだ け生 かそ うとす る ことが、相手 を尊重 す ることだ と受 け止 めて お り、成長す

るにっれ、 いろい ろな経 験を重ね、相手 を理解 しよ うとす る傾向 にあ る。

④ 「友達 と意見 が くい違 った時、 あなたはど うしますか」 の質 問 に、各 学年 の8割 以上

の生徒 が 「もう一度相手 の意見 を聞 き、 自分 の意見 を見 っめ直 してみる」 と答 えているが、

1割 の生徒 は 「あ くまで も自分 の意見を通 し続 け る」 と答 えてい る。

⑤ 「あなたのために注意 された時 ど うしますか」 も9割 以上 の生 徒 が、 「意 見 を聞 いて

考 え よ うとす る」 を選 んでい るが、一部 には 「不快 に思 い反発 す る」 や 「もっと もだ と思

うが聞 こ うと しない」 と答 え る生徒 もお り、 自己を主張す る傾 向が強 い時期 と考え られる。

以上 の ことか らも分 かるよ うに中学生 の時期 は、すで に人 によ って ものの見方、考 え方

に違 いのあ ることに気付 いて いる。身体 的に も精 神的 に も成長発達 の時期 にあ り、人 それ

ぞれの個性 や立 場が は っき りして きてい る時期 で もあ る。 しか しなが らこうした 自我 の 目

覚 めに伴 い、周 囲へ の批判や 自分 の考 えのみに固執 しが ちな傾向 も顕著 にな って くる。友

人間 で も意見 の対立 や摩 擦が生 じた り、過剰 な同調傾 向が見 られ ること も少 な くないので

ある。 ま さに、心 が未熟 な時期で ある。

このよ うな時期 に、他 に学 ぶ広 い心 を もて るよ うにな ることが私 た ちは、重要 な ことと

考 え、内容項 目2一 ⑤ を取 り上 げた。他 に学ぶ広 い心 を もて るよ うにす るには、他 を知 り

他人 の立場 に置 き換 え、他者 への気付 きを通 して自 らの ものの見方 や考 え方を再吟味す る

ことで ある。 これを道徳 の資料 「最後 の運 動会」 を例 に して授業展 開を考え ると以下の よ

うにな る。
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生徒 の意識 の流れか ら考えた 「授業展開例」

生徒の意識の流れ 生徒の学習活動

r『 ㍉
だれが、 いっ、 どこで、 どのよ うな理 由で、

ど う してい るか理解す る
＼ ノ

{資 料 「最働 運動会」を読む'ノ

↓↓
r「 ㍉

・自分に置き換えて考える

・話 し合いを通 して他の人の考え方を知 る

Lノ

〆 、

拓也 に断 られた吾郎 の気持 ち に

っ いて話 し合 う(ク ラス)

＼ ノ

↓

>

>

↓
r、

拓也の立場や気持ちを想定 して考える
㌧ ノ

/、

拓也が断 った理由にっいて話 し

合 う(ク ラス)
＼.ノ

↓ ↓
〆 、

・話 し合 い活動(体 験 活動)を 通 して、 さま

ざまな意見 や考 え方 の ある ことを知 る
㌧」 ノ

〉

/へ

拓也が断 った理 由を示 し、吾 郎

だ った らど うす るかを話 し合 う

(グ ループ)
＼ ノ

Ψ

↓
〆 、

他の生徒の意見を聞いて心の変

化を確認する
＼ ノ

壷
r

・自分自身の考え方を見直す

・自分自身に確信を もつ

・自他を尊重する

㌧

/、

話 し合 いは自分 に とって どうで

あ ったか を確認 する(ク ラス)
＼ ノ

壷

⊂ 獅 囎 〕

話 し合いを通 して 「他に学ぶ広い心」がもてるようになる

道徳 の基本 はよ りよ く生 きる自己の確立 にあ り、 それ はよ りよ く生 きる他者 の存在 を必

要 とす る。生 きることは他 の人の援助 を不可欠 とす るものであ り、よりよ く生 きることは、

他 の人 との豊 かなかかわ りによ って実現 してい くものであ る。人間関係 を豊 かに し、 望 ま

しい ものにす ることは、人 間 と して の生 き方 その ものを豊 か に して い くことにな る。

自分 の ものの見方 や考 え方 を省み ると ともに、謙虚 に他者か ら学ぼ うとす る広 い心 の大

切 さに気付 かせ、 自己の向上を積極的 に図 ろ うとす る態 度を育て たい。
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② 指導 の工 夫

ア 資料作成 にっいて

第2分 科会 で は、生徒 だれ にで も起 こりうる学校生活の一場面 を設定 し、内容項 目2一

⑤ の主題 のね らい に迫 ることので きる内容 の資料 を作 り、授業で取 り上 げることとした。

この資料 は登場人物 の置かれた状況を短 い文で説明 しただけの ものである。 したがって、

この資料 は読 み物資料 と しての深 み はな いが、生徒 にと って内容 を理解 しやすい もので

あ る。 また、今 までの 日常生活 での体験 や思 いか ら、 よ り身近 に登場人物 の気持 ちに対

して想像力を働 かせ る ことがで きるであ ろうと考えた。 私 たちが あえて読 み物資料 を使

わなか ったことは、登場人物 の心情 を推 し量 ることよりも生徒相互の話 し合いを通 して、

生徒 の体験 か らいろいろな見方 や考 え方 があ ることを引 き出す ことに主眼 を置 いたか ら

であ る。 そ こで、資料作成 に当 た って は、 登場 人 物 の思 いを具体 的 に書 くので はな く

「だれが、 いっ、 ど こで、 どのよ うな理 由で、 ど うして いる」 とい う5っ のみ に焦点 を

絞 って資料 を作成 し、登場 人物 の置かれ た状況 か ら生徒一人一人 がその心 の内を推測 で

きるよ うに した。

① 資料 の内容

・生徒相互が話 し合 いを通 して主題 のね らいに迫れ る内容 であ るもの
。

・学 校 などの具体的場面 を取 り上 げ
、生 徒 にとって身近 に感 じられ る状況 を設 定 す る。

・読 み物資料 のよ うに行間 か ら登場人物 の心情 を推 し量 ることよ りも
、生徒 自らの体験

か ら意 見を引 き出す ことに主眼 を置 いた内容 とす る。

② 資料作 りの構成

・だれが ⇒ 運動会実行委員 の吾郎

・いっ ⇒ 中学3年 の運動会

・ど こで ⇒ 代 わ りの選手 を決 める学活 の時間

・どのよ うな理 由で ⇒ 拓也 が代 わ りの選手 になる ことを拒否

・ど うして いる ⇒ どう した らよいのか悩む

資料 「最後の運動会」

吾 郎 は 中学3年 生 。 今 年 は運 動 会 実 行 委 員 に な った。 運 動 会 も前 日 に ひか え て の こ と

で あ る。 ク ラス対 抗 リレ ーの代 表 選 手 が ケ ガ を して しま った。 そ こで 、 そ の 代 わ りの選

手 を 決 あ る こ とに な った。 選 手 以 外 で速 い と いえ る の は拓 也 しか い な い。 吾 郎 は拓 也 に

頼 ん だ が 出 た くな い と い う。 代 わ りの選 手 を決 め られ る の は、 この 時 間 しか な い。 吾 郎

は思 い悩 む の だ っ た。

イ 導 入 の工 夫

導 入 は生 徒 が興 味 ・関心 を もつ糸 口で あ り、 大 切 な部 分 で は あ るが 、 時 間 を か けす ぎ

た り展 開 部 分 とっ なが らな い過 剰 な工 夫 はか え って マ イ ナ ス に な る と考 え た。 生 徒 が 拍

子 抜 け して しま うばか りか、 展 開 部 分 の貴 重 な 時 間 を割 い て しま うか らで あ る。 こ こで

は特 に この 時 間 、 気 を つ け て ほ しい こ と と して以 下 の3点 を挙 げ る こ と で 導 入 と した 。

・み ん な で 考 え る こ と、 話 し合 う こ とを大 切 に して い き ま し ょ う。

・自分 の考 え を、 自信 を もって 出 して い きま しょ う。
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・友達 の話 を しっか り聞 きま しょう。

ウ 展開 の工夫

生徒 が 「人 によ って いろいろな ものの見方 や考 え方 があ る」 ことを体験す る ことが大

きなね らいであ る。 そ こで、以下の3点 に重点 を置 いた。

① 登場人物 の気持 ちを並行 して考 え る

同 じ場面(学 活 での話 し合 い)に おけ る何人 かの登場人物(吾 郎、拓也)の 気持 ちを

並 行 して、 自分 の言葉 と して考えて い くことであ る。 これ により生徒 は、心 に揺 さぶ り

(葛藤)が か け られ、一方 的な見方 や考え方で はな く広 い見方 が で き るよ うに な る と考

え る。 あ る事柄 に は自分 の気持 ちと同時 に、 自分 とは違 う他人 の気持 ち も存在 してい る

ことを生徒 に実感 させ るよ うにす る。

② いろいろな考 え方が ある ことを知 る(グ ルー プで意見交換)

①でそれぞれの生徒が考えた ことをふまえて意見交換をす る。 グループでの意見交換 は

自分の考 えを発表す るとともに、他の人の言 いたいことや気持 ちを じっくりと考 える時間

であ る。 また、 自分 と同 じ意見、 自分 とは違 う意見がある ことを体験す る場で もあ る。

③ 話 し合 いの中で他 の人 の意見 を聞 いて どう思 ったか(ク ラス全体で意見交換)

② までの意見交換 を終えて、生徒 が 自分 の心 の動 き、変化 を見つ める時間 であ る。教

師が生徒 の考 え方 をあ る特定 の方向 に誘導 す るので はな く、生徒 が十分 に納得 して、 自

分 の心 の動 きに気付 くことが必要で あ る。 ここは、 いろいろな見方 や考 え方 を 自分 の中

で ど う受 け とめて理 解 したかを確か め、 自分 自身 を客観的 に見っ め て い く場 と考 え る。

したが って、教 師が生徒 の心 の奥 を十分 に引 き出 して い く発問や生徒 の意見 に対 す る受

け方が特 に重要 であ る。

発問 の工夫(発 問4指 導事例P.21参 照)

「あなた は他 の人 の意見(考 え)を 聞いて、 自分 の意見(考 え)が 変 わ りま したか、変

わ りませんで したか」

O生 徒 の意見(考 え)が 変 わ った ときの発 問

・あなた はどの辺で意見(考 え)が 変 わ ったのですか?

・あなた は○○ さんの意見(考 え)の どの辺 が よいと思 ったので すか?

o生 徒 の意 見(考 え)が 変 わ らなか った ときの発 問

・意見(考 え)が 変わ らなか ったの はどう してです か?

・あなた は他 の人の意見(考 え)を 聞いて ど う思 いま したか?

・あなた は同 じ意見(考 え)の 人 の話 を聞 いて ど う思 いま したか?

O生 徒 の意見(考 え)が 変 わ った ときの生徒 の意見 に対 す る受 け方

・あなたが気付か なか った ことを聞いて、意見(考 え)が 変 わ ったのですね。

・○ ○ さん はあなたが思 いっかなか った ことを考 えたのですね。

O生 徒 の意見(考 え)が 変 わ らなか ったときの生徒 の意見 に対 す る受 け方

・あなた は こうい う理 由で意見(考 え)が 変わ らなか ったのですね。

・みんな の意見 を聞 いてみて、 こうい う理 由で変 わ らなか ったのですね。

・あなた は こうい うふ うに思 ったのです ね。
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工 教 師 の 姿 勢

他 の人 の 意 見(考 え)を 聞 い て 自分 の心 の動 きを 見 っ め、 それ を言 葉 で表 現 す る こ と

は大 人 に と って も大 変 難 しい こ とで あ る。 ま して や、 生 徒 に と って は何 を ど の よ うに話

して い っ た らよ い のか 戸 惑 うは ず で あ る。 こ こで は特 に以 下 に記 した教 師 の姿勢 によ り、

生 徒 か らよ り多 くの考 え を 引 き出 して い った。

① 生 徒 の 言 葉 を必 要 に応 じて補 って伝 え る

生 徒 はそ の こ とに よ り自分 の考 え が伝 わ った こ とを 確 認 す る。 ま た、 教 師 と して も生

徒 の 考 え を 確 認 し、 ま わ りの生 徒 に伝 え る こ とが で き る。 話 した い と思 って い る こ とを

教 師 が 分 か っ て くれ た。 ま た、 教 師 が分 か ろ うと して い る こ とは生 徒 の喜 び にっ なが り、

そ れ が繰 り返 され る こ とで 、 生 徒 自身 が気 付 か な か った こ と も引 き出 せ る と考 え る。

② 生 徒 の気 持 ち に寄 り添 う

生徒 の 考 え を否 定 しな い で受 け入 れ る と い う こと に もつ なが る。 考 え を否 定 して しま

う こ と は、 そ こ か ら先 の生 徒 の考 え を 断 ち切 って しま う こ とに もな る。 生 徒 自身 が あ り

の ま ま の 自分 の考 え と向 き合 い、 さ らに考 え て い け る よ うに す る こ と は大 切 で あ る。

③ 生 徒 の 言 葉(気 持 ち)を じ っ くり と待 っ

教 師 が 誘 導 す るの で は な く、 あ くまで 生 徒 の考 え を 自然 に 引 き出す こ とが大 切 で あ る。

過 剰 な発 問 は時 と して生 徒 の考 え を混 乱 させ て しま う こ とに な る。 じっ く りと生 徒 の一

っ 一 っ の言 葉 を大 切 に して、 生 徒 が 自 ら考 え て い け る よ うに して い きた い。

オ 終 末 の工 夫

① 教 師 が 自分 自身 の経 験 を話 す

例 教 師 の経 験 談

私 が 中 学 生 の 頃、 校 内 で は よ く選 挙 ポ ス ター が破 か れ る事 件 が あ った 。 周 囲 の だ れ も

が この よ うな こ とを す る生 徒 た ちを 知 って いたが、面 と向か って注意 をす る者 は いなか っ

た。 そ れ ど ころ か多 くの者 は見 て 見 ぬふ りを して い た。 当 時 、選 挙 管 理 委 員 を して い た

私 は、 この事 件 に っ い て何 も言 わ な い ク ラス メ イ トを強 い 口調 で非 難 した 。 そ の と き、

ひ と りの女 子 か ら 「あ な た は どん な時 で も、 自分 の考 え を は っ き り と言 え て い い わ ね。

けれ ど、 思 って い る こ とを言 え ず に苦 しん で い る子 もい るの よ。 そ の人 の気持 ち もわか っ

て あ げ て ほ しい」 とい う こ とば を投 げか け られ た。 そ れ まで 、 「自分 の 考 え は 絶 対 に正

しい」 と信 じて い た私 に と って は とて も シ ョッ クな言 葉 で あ った。

② ア ンケ ー トを使 う

本 時 の ね らい に近 づ け たか を生 徒 が ア ンケ ー トを使 って 振 り返 っ て い くよ う に した 。

これ に よ り生 徒 が本 時 の主 題 を よ り確 か に感 じ と る こ とが で き る と考 え る。

カ そ の他 の工 夫(色 カ ー ド)

検 証 授 業 の一 っ で は、色 カ ー ドを使 って生 徒 の意 見 の変 化 を知 る こ と も行 った 。話 し

合 い の 中 で生 徒 が 意 見 を 変 え た時 、 カ ー ドの色 を変 え る もので あ る。 教 師 に と って は生

徒 の気 持 ち の 変 化 を よ く知 る こ とが で きた。 授 業 の 展 開 に よ り今 後 有 効 な 使 用 方 法 が い

くっ もあ る と考 え る。
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(3)指 導事 例(第2学 年)

ア 主題 名 他 に学ぶ広 い心(内 容項 目2-(5))

それぞれ の個性 や立場 を尊重 し、 い ろいろな もの の見方 や考 え方 があ ることを理解 し

て、謙 虚 に他 に学ぶ広 い心 を もつよ うにす る。

イ 資料名 「最後 の運動会」(自 作資料)

ウ ね らい

自分 の意見 を もち、 他人の考えを聞 くことによ って、 自分 の考え を見っ め直 してい る

ことに気付 かせ、 よ り積極的 に他 に学 び、 それを生 かそ うとす る広 い心 を もっ態度 を育

て る。

工 展開

学 習 活 動 及 び 主 な 発 問 予想 され る生徒 の反応 指導 上 の留意 点

導

入

1.本 時 の 注 意 点 を 意 識 さ せ る。

「み ん な で考 え る こ と ・話 し合 う

こ とを 大 切 に して い き ま し ょ う」

「自分 の考 えを、 自信 を もって言 っ

て み ま し ょ う」

「友 達 の話 を しっか り聞 き ま し ょ

う」

・生徒 の気持 ちを緊張

させず に、で き るだけ

和やか な雰囲気 にな る

よ うに心掛 け る。

展

開

①

2,資 料 の範 読 後 、 ク ラス全 体 で

意 見 交 換

【発 問1】

『吾 郎 が 思 い悩 ん だ と きの気 持 ち

は ど うだ っ た だ ろ う』

。プ リ ン トに書 き込 ん で か ら ク ラ

ス全 体 で 話 し合 う。

・拓 也 が や って くれ た ら

い いの にな ～ 。

・他 の 人 に して み よ うか

な。

・こん な仕 事 や る ん じゃ

な か った。

・拓 也 は無 責 任 だ よ。

・拓 也 に や りた くな い理

由 を聞 い て み よ う。

・吾 郎 の絵 の 掲 示

・ク ラ ス全 体 で の話 し

合 い で は、 意 見 を一 方

向 に ま とめ る必 要 は な

いo

展

開

②

3.ク ラス全 体 の意 見 交 換

【発 問2】

『で は、 拓 也 が こ とわ っ た理 由 は

何 だ ろ うか』

・プ リン トに書 き込 ん で か ら ク ラ

ス全 体 で話 し合 う。

・面 倒 くさい か ら。

・体 調 が 悪 か った か ら。

・怪 我 を して い た か ら。

・抜 か れ る と何 か 言 わ れ

そ うな の で 。

・拓 也 の絵 の掲 示

・他 の人(拓 也)の 立

場 に立 って考 え させ る。

展

4.グ ル ープに分か れた意見交換

【発問3】

拓也が断 った理 由を示 して 「あな

・拓 也 に も う一 度 頼 む

・他 の人 を あ た る。

。グ ル ー プで の話 し合

い で は意 見 を一 方 向 に

ま と め る必 要 は な い 。
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開

③

展

開

④

た が、 吾郎 で あ った らど う しま す

か」

・プ リン トに書 き込んでか らグルー

プ で話 し合 う。

5.ク ラス全体 で意 見交 換

・全体 で2～3人 に話 し合 いの様

子 を確認 を してか ら 「ここか らは

資料 の話 ではな くみんなの心 の変

化 につ いて考 えてみよ う」

【発問4】

『話 し合 いの中で友達 の考 え ・意

見を聞 いて、 自分 の意見 が変 わ っ

た人(変 わ らなか った人)は い ま

すか』

☆意 見が変わ った例

「○○ さんの意見のどの辺で変わっ

たのかな」

「そ れ まで 気 が っ か なか った こ と

を 聞 い て 変 わ っ たん だ ね 」

「聞 いて参 考 にな ったん だね」

「人 の意見 を認 めたんだね」

☆意見 が変 わ らなか った例

「意 見 が 変 わ らな か った の は、 ど

う して だ ろ うか」

「同 じ意見 の人 の話 を聞いて どう

思 った」

「自分 の 意 見 が や っぱ り正 しい と

思 っ たん だ ね」

☆意 見が変 わ らなか った例

・先 生 に相 談 す る。

・○ ○ さん が 意 見 を言 っ

た と きに変 わ っ た。

・私 と同 じ考 え方をす る

人 がいたんだな。

・私 よ り し っか り と考 え

て い る。

・意 見 を聞 い て も変 わ ら

なか った。

・私 は同 じよ うな意 見 な

の で 安 心 した。

・私 は私 だ か ら。

・吾郎 と拓 也 の 絵 をか

た ず け、 「私 」 の絵 を

掲 示 す る。

・資料 の話 か ら討 議 の

話 に は っ き り切 り替 え

る。

・生 徒 の言 葉 を言 い換

え る。

・生 徒 の気 持 ち に寄 り

添 って同 意 す るよ うに

す る。

・生 徒 の こ と ば(気 持

ち)が 出て くるまで じっ

く り待 つ。

・出 て きた 意 見 を もと
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「こん な意 見 が で た けれ ど、 そ れ ・何 と な く。 べ っ に … に して発問 を さらに発

に つ い て ど う思 う」 展 さ せ て い く。

【発問5】 ・自分 の考 え 方 が 広 が っ ・自分 の考 え を見 っ め

『友 達 の話 しを 聞 くと い う こ とは た 。 直 して い る こ と に気 付

展
自分 に と って ど うだ ろ う』 ・自分 だ けで は考 え られ か せ る 。

・ プ リ ン ト に 書 き 込 む 。 な い こ とを知 っ た。

・これ か ら は、 多 くの 人

開 の意 見 を 聞 い て か ら じっ

くりと自分 の考えを もち

「これか ら積極 的 に友 達 の意見 を た い 。

⑤
聞 こ う と思 った ん だ ね 」 ・これ か らの 自分 の 考 え

方 や行動 に生 か して いき

た い 。

6.教 師 自身 の 同 じよ うな経 験 が、 ・これ か らの 自 己 の 向

終
現在 に生 か されてい るよ うな例 を 上 に生かせ られ るよう

具体的 にあげ る。 に す る 。

・ ア ン ケ ー ト を と る こ

・ ア ン ケ ー ト を と る
。 とによ り生徒 自身 にね

末
ら いを よ り確 か に感 じ

取 らせ る。

オ 評価 の観点

本時 の評 価の観 点 と して次 の3つ を設定 した。

① 自分 の意 見を もち、他人 の考 えを聞 くこうとす る態度が もて たか。

②他人 の意 見を聞 いて、 自分 の考 えを見 っめ直す ことがで きたか。

③ よ り積極 的に他 に学 び、 それ を生か そ うとす る姿 勢 を もと うと したか。

この点 を ア ンケー トを使 って振 り返 ってい くよ うに した。

力 授業 の考察

実際 の授業 の中で は、「ぼ くがい って いるん だか ら正 しいんだ」 とい う発言 もあ り、

他人 の話 しは聞 けて もその意見 を素直 に受 け止 め られず、 自分の考 え方 の参考 に はなか

なか で きない状況 があ った。

このよ うな場合教 師の誘導で授業が終 わ って しまうが、 この授業 で は生徒 が話 し合 い

の体験 をす ることによ って生徒 の率直 な意見 を引 き出 し受 け入れて い くことに重 点 を置

いた。 また、教 師が生徒 の意見を受 け入 れ るだけでな く、その言 葉 を補 うことに よって

生徒 自身 が実感 として気付 いて いけるよ うに した。最後 に教 師の体験談 を交 え、 よ りね

らいに近づ くことがで きた。
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3第2分 科会 のまとめ

第2分 科会で は、研究主題 にかかわ る生徒 の実態 をふ まえ、内容項 目2「 主 と して他 の人

とのかかわ りに関す る こと」 の うち ⑤ 「他 に学ぶ広 い心」 につ いて研究を進めることにした。

私 たち は、 まず、「生徒 の心 に響 く道 徳の時間」 とは 「生徒が まさに 自分 の こと と して、

その主題 に向 き合 い、 自 ら考え る ことを大切 に した道徳 の時間」 と位 置付 け、授業 の中 に葛

藤 を起 こさせ る体験(話 し合 い)を 通 して、研究主題 に迫 ることを試 みた。

この時期 の生徒 は、話 し合 いの中で 自分 の考 えに固執 しがちで、他人 の言 うことに耳を傾

けよ うとしないで周囲 への批判 に終 始 した りす る一方、意見 の対立 や摩擦 を避 け よ うとす る

傾向 も見 られ る。

道徳 の授業 を進 め るに当た って、 資料 は様々な意見が 出やす く、葛藤 を起 こさせやす いも

のを考え た。学級 での話 し合 いの きっか けとな りやす く、生徒 の体験 か らも意見 を引 き出 し

やす い 「最後 の運動会」 を 自作 した。

授業 で は、資料 に基 づいた話 し合 いその ものを体験的 な活動 とと らえ、 その話 し合 い活動

か ら自分の ものの見方 や考 え方 の至 らざ るを知 り、 いろいろな ものの見方や考 え方 のあ るこ

とに気付 き、 自分の生 き方 にっ いて振 り返 り、 自己を確立 す ることによ って 「他 に学ぶ広 い

心」 を育 て ることがで きる と考え、授業 を工夫 した。 この ときに、教師 と生徒が共 に考 え ら

れ るよ うな授業 の雰 囲気 をつ くり出す よ うに も配慮 した。

(1>成 果

ア 身近 な内容 を取 り上 げた資料で あるので、 日常生活 に即 して、生徒 の話 し合 いが活発

に行 われた。

イ 短 い資料 を通 して、 「立場や状況」 「場面設定」 などの情報 を、話 し合 いの中か ら考え

出す ことで、 いろい ろな人 の立場 を 自分の身 に置 き換 えて考 え ることがで きた。

ウ 話 し合 いの中で、結論 は同 じで も自分 と違 う考え方 を してい る人 がいた り、 自分 で は

全 く気がっか ない考 え方 もあ る、 とい うことに生徒 は気付 いた。

工 授業研究で は、人 の話 を聞 き、 自分 の考 え方 に変化が あった ときに、色 カー ドな どで

提示す る指導方法 の工夫 は、教 師だけでな く周 りの生徒 にと って把握 しやすか った。

オ 研 究を進 めて い く中で、葛藤 を起 こさせ る場面 で は、本研究 のよ うな資料構成 では結

論 が一方 向 にな らないよ うに、 自由な意見 が出 され、 いろいろな考え方 に接す ることが

で きる題材 を取 り上 げる ことが必要 であ ることが分 か った。

② 課題

ア 本資料 の話 し合 いの流れが 「思 いや り」 や 「基本 的生活 習慣」 に傾 きやす いので、配

慮 が必要 であ る。

イ 内容項 目2-(5)は 他 の多 くの内容項 目と関連 があ り、扱 いを一 っ誤 る とね らいか ら

外 れて しま うことがあ るので、ね らいか ら外 れないよ うに教 師が生徒 の話 し合 いの流 れ

を確認 しなが ら適切 な助言 指導 を して い く必要 があ る。

ウ 話 し合 いの中で生徒 の心 に葛 藤が生 まれ るためには、相対立 す る意 見が出 るよ うな資

料 を開発す る ことが必要 であ る。
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IVま とめ と今後の課題

一昨年神戸 で起 きた連続児童殺傷事件 などを重 く見 た当時 の文部大 臣 は、 「心 の教 育」 の在

り方 を緊急諮 問 した。 中央教育審議会 は 「新 しい時代 を拓 く心 を育 て るため に〈 次世代 を育て

る心 を失 う危機〉」 と題す る、「心 の教育」 の在 り方 につ いて答申 した。 その 内容 は、 学校 教

育 に対 して、 「道徳教育 を見 直 し、 よ りよい ものに して いこ う 一 道徳 の時間 を有効 に生 か そ

う」 と道徳教育 の充実 にっ いての提言を して いる。

私 たちはその提言 を 自分 たちの課題 と した研究 に してい こうと、 「生 徒 の心 に響 く道 徳 の時

間 の指導」 を研究主題 と して掲 げた。 本年度 は、第1分 科会 が内容項 目2-(3)「 友情 ・信頼」

を、第2分 科会 が内容項 目2一 ⑤ 「他 に学 ぶ広 い心」 を取 り上 げた。 いずれ も過 去 の研究 員

の方 々が取 り上 げ、様 々 な角度か ら研究 され た内容項 目であ るだけに、 「生 徒 の心 に響 く道 徳

の時間」 を どの ように創造すれ ばよいか とい う視点か ら、何 か新 しい試みがで きないか と考え、

ね らい とす る価値 の内容分析、資料選 定 と活用、発問 の工夫等 を行 った。

第1分 科会 で は、「友情」 を、対等 な立場 にあ る個 人 と個人を結 ぶ 「心 のっ なが り」 と と ら

えた。道徳 の時間で は 「心 のつ なが り」 に焦点を絞 り、 その ことを求 めてい る人 間の行為 の奥

にあ る気持 ち に迫 り、生 徒 と教師が一 緒 に考えて い くとい う姿勢 を とる ことに よ って、 「真 の

友情」 を認識 させ ることがで きると考 えた。 また、授業研究で は、発問 の難 しさに直面 し、2

度 の検証授業 を行 うため に多 くの時間を費や した。 そ して、指導構想 を考 え るにあ た り、従来

の授業 の発想 か ら抜 け出す ために、発 問を一 つ に絞 り、 じっくり考 え させ ることをね らい とし

た。

第2分 科会 で は、 内容 項 目の分析にあた り、中学 生 の時期 を心 の発達 が未熟 な時期 ととらえ、

この時期 に 「他 に学 ぶ広 い心」 を もて るよ うにな る ことを重要 な ことと考 えた。 そ して、他者

へ の気付 きを通 して 自 らの考 え方を吟味す ることを図式化 して検討 した。 また、授 業研究 にあ

た っては、葛 藤 させ ることに重 きをお き、 自作の短 い資料 を作成 した。その話 し合いの中か ら、

自分 の考 えに固執 す ることな く、他人 の意 見 に耳 を傾 けなが ら自分 の考 えを形成 して い くこと

の大切 さにっ いて、教 師 と生徒が共 に考え られ るよ うな授業展開 を試 みた。

「生徒 の心 に響 く道徳 の時間 の指導」 の課題 につ いて、両分科会 それぞれが方 策を考え まと

めてみた。 「こん な工夫 を してみま した」「こんな方法 もあ りま した」 とい うのが、私 たちの提

案 であ り、成果 で もあ る。

年間35週 の うち、道 徳の授業が どの くらい実施 されて いるか とい う調査 があ ったが、実態 は

ど うなのだろ うか。 今年 度 の研究を通 じて、私 た ちは、「道徳 の授 業を継続す る ことが大切 だ」

と実感 す ることがで きた。道徳の授業 が他 の教育 活動 に転用 され ないよ うにす るに は、週時程

の工夫、学校行事 ・学 級活動 との関連 の明確化 、指導体制 の見直 しな ど、各学校 、学年、学級

において、 まだ まだ工 夫す る余地が残 されて いる。 何 よ りも、学級担任 が、 「道 徳 を教 え るほ

ど、人 間がで きて いな い」 と開 き直 らず に、生徒 と正面か ら向 き合 って、 「一緒 に考 えて い こ

う」 とい う姿勢 を もち、道徳 の授業 を進 めてい くことが求 め られて い る。研究授 業で見せて く

れた各学校 の生徒 の姿を振 り返 ると、 道徳 の時間を毎週 きちん と行 えば必 ず生徒 は変容す る と

訴 えて私 たちの研究 の まとあとす る。
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