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〈概 要 〉

本部会 では,研 究主題解 明に当た り,学 習指導要領 に示 された内容の四っの柱 に基づい

て分科会 を構成 し,授 業研究 を通 して実証的 に授業改善 に取 り組んだ。

研究 の方 向を,児 童の よさや可能性を見 いだ し,そ れ を認め,伸 ばす ことによ って児童

が本来 的に もって いるよ りよ く生 きよ うとす る力の育成を図 って きた。

その結果,児 童 自らが よさに気付 き,そ れ を生かす ことがで きるよ うにす るたあには,

児童 の 自己表現活動 と学習支援 を中心 とす る指導の工夫が必要であ ることが分 か った。
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研 究 主 題

よ りよ く生 き る力 を育 て る道徳 授 業

◇ 研究主題 につ いて

今 日,経 済や先端科学技術の分野 にお いて世界 を リー ドす るまで に発展 した我が国では,国

民の生活 も豊かで便利 にな って きて いる。 しか し,こ の よ うな豊か さの影 で,家 庭 や地 域社会

の教育力の低下や競争意識を過度 にあおる,追 いっ き追 い超せ型の教育な どの弊害 が進 んでお

り,そ れ に伴 って い じめ ・不登校を は じめとす る多 くの問題 が深刻化 して きてい る。今,改 め

て,生 命尊重,自 他の敬愛,自 己抑制,家 族愛等の人間の精神の育成 にかかわ る心 の教 育を真

剣 に問 い直 さなければ な らな い時期 にきてい る。 これか らの時代を担 う児童が主体性 を もって

よ りよ く生 きて い くためには,内 面 に根 ざ した道徳性を は ぐくみ,日 常生 活 におけ る具体的な

実践 に結 び付 く豊か な心 を育成す る ことが重要で ある。 まさに道徳教育 は,人 間 と しての在 り

方 や生 き方 を根本か ら問いかけ るものであ り,学 校教育 の中心 に位置付 くものであ る。

また,道 徳 の時間は,各 教育活動 において行わ れ る道徳教育 を全体 にわた って調和的 に補充,

深化,統 合す る時間で ある とともに,心 の通 い合 いや心の動 きを豊か にす る学習を踏 まえ,道

徳的価値の学習を計画 的,発 展 的に深 あて い く時 間で ある。 この ように道徳の時間 は,道 徳教

育の要で あ り,道 徳の時間の指導 の充実 は極 めて大切であ る。

そこで,研 究主題 「よ りよ く生 きる力を育て る道徳授業」 に迫 るたあ,本 年度 も道徳 の指導

内容の4っ の視点か ら,そ れぞれの 目指す児童像 を掲 げ,分 科会 ごとのテーマ にそ って研究を

進 めた。第1分 科会で は,自 分 を見 っめ,よ さを伸 ば して いこうとす る児童を 目指 して 「自己

を見つめ る心を育て る指導の工夫J,第2分 科会で は,互 いによさを見っけ,認 め合い,高 め

合お うとす る児童を 目指 して 「互 いに認 め合 う心 を育て る指導の工夫」,第3分 科会 では,生

きてい る喜びを実 感 し,意 欲的 に生 きよ うとす る児童を 目指 して 「生 きることのすば ら しさの

自覚を深め る指導 の工夫」,第4分 科会で は,家 族の よさに気付 き,敬 愛 の念を もち,進 んで

かかわろ うとす る児 童を 目指 して,「 自 ら家族 にかかわ ろうとす る心を育 て る指導 の工 夫」を

テーマ と した。

これ らのテーマを追究 す るに当た り,授 業研究を通 して,一 人一人 の児童が 自己の課 題意識

を もって意欲 的に学 習に取 り組 み,自 ら考え,主 体的 に判断 し,表 現 で きるよ うな道徳 の授業

の在 り方 を探 って い きたい と考 えた。
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◇ 研究の概要

豊 か な 心 を も ち,た く ま し く 生 き る 児 童 の 育 成

i

研 究 主 題
よ り よ く 生 き る カ を 育 て る 道 徳 授 業

i

第1分 科会 第2分 科会 第3分 科会 第4分 科会

〈目指す児童像〉 〈目指す児童像〉 i〈 目指す児童像〉 〈目指す児童像〉
自分を見っめ,よ さを伸ばして

いこうとする児童 高簾 考童鶉鴛 認め餌
生きている喜びを実感 し,意 欲

的に生 きようとする児童
家族のよさに気付き,敬 愛の念

をもち,進 んでかかわろうとする

児童

」 1 1 1

〈分科会主題〉 〈分科会主題〉 〈分科会主題〉 〈分科会主題〉
自己を見つある心を育てる指導 互いに認あ合 う心を育てる指導 生 きることのすばらしさの自覚 自ら家族にかかわろうとする心

の工夫 の工夫 を深ある指導の工夫 を育てる指導の工夫

」 1 1

〈仮 説〉 〈仮 説〉 〈仮 説〉 〈仮 説〉
自己を見つある心を育てる指導 自分の思いや考えをもって他の 自然や自他の生命を大切にし, 家族を見っめ直し,家 族を大切

を充実すれば,自 分のよさや課題 人を受け入れ,互 いのよさを素直 美 しいものに感動する心を育てる にしようとする心を育てる指導を
に気付き,自 信や意欲が生まれ, に表現 し合える心と態度を育てる 指導を充実すれば,生 きている喜 工夫すれば,自 ら家族にかかわう
よりよく生きようとす る児童を育 指導を工夫すれば,互 いのよさを びを実感 し,意 欲的に生きようと うとする児童を育てることができ
て る こ とが で き る。 見つけ,認 め合い高め合おうとす する児童を育てることができる。 る 。

る児童を育てることができる。

1 [ 1 1

〈指導の工夫〉 〈指導の工夫〉 〈指導の工夫〉 〈指導の工夫〉
・自己を見っめる活動の学習過程 ・互いに認め合う心を育てる視点 ・感動を呼び起 こす資料の選択と ・児童が共感でき,家 族のよさを
への位置付け の学習過程への位置付け 提示 想い起 こせる資料の選択
①他者とかかわる ①自分 自身の思いや考えを もっ ・児童の心に深 く問いかける発問 ・家族をより深 く見っあ直すたあ

②資料に共感する ②友達の思いや考えを受け入れ の工夫 の ワ ー ク シー トの活 用

③自分を振り返る る ・道徳の時間を要として,他 の教 ・これからの自分を考えることが
・自己を見っめるたあの他者とか ③他 との交流を通 して,自 分の 育活動との関連を図る工夫 できる発問
かわる場面の工夫 思いや考えを広げ,深 ある ・一人一人の気付きや思いを生か ・事前,事 後の指導

した個に応 じた指導

1 1 1 1
1

検 証 授 業

ト

総 合 的 評 価(指 導計画,指 導方法,児 童の変容)



1自 己を見つめる心を育てる指導の工夫(第1分 科会)

1分 科会 テーマ設定 の理 由

第1分 科会で は,研 究主題 に迫 るたあに,よ りよ く生 きようとす る自分 自身 に焦点を当て,

児童一人一人が 自分を深 く理解 し,自 分 を高 あて い こうとす ることが大切であ ると考えた。 そ

のためには,自 分 に働 きか ける主体 である自己を見っ ある心を育て ることが課題 とな る。 そ こ

で,「 自分 を見っ め,よ さを伸 ば して い こうとす る児童 」を 目指 し,分 科会 テーマを 「自己を

見 つめる心 を育て る指導の工夫 」 と設定 した。

◎ 「自己を見 っめる」 とは

〈自己 とは〉 自分 に働 きかけ る主体

〈自己を見っあ るとは〉 授 業の中で高あ られた価値に照 ら して今 までの 自分 を 自ら見 っあ,

自分のよ さや課題 に気付 くこと

◎ 「よ さ」 と は

道 徳 教 育 にお け る 「よ さ 」 とは,よ りよ く生 き よ う とす る姿 そ の もの とい わ れ て い る。 児 童

の 考 え る 自分 の よ さ にっ いて 意 識 調 査 を行 い,道 徳 の 内容 項 目 に分 類 した と ころ,児 童 の あ げ

た 自分 の よ さが,す べ て 内容 項 目 にわ た って と らえ られ て いた 。 この こ とか ら,道 徳 性 そ の も

の を 「よ さ 」 と と らえ る こ とが で きる。 道 徳 性 とは一 人 一 人 の よ さ といわ れ て い るの もそ の ゆ

え んで あ る。

本 分 科 会 で は,児 童 が 自分 の よ さを 発揮 しな が ら,よ りよ い 自分 の生 き方 を求 めて い って ほ

しい とい う願 い を も って い る。 そ こで,一 人 一 人 が も って い る 自分 の よ さ を伸 ばす と と もに,

不 十 分 な と ころ を 自分 の 課 題 と して と らえ,自 分 な り に よ りよ く して い こ う とい う気持 ち を も

つ こ と も大 切 な よ さの 一 っ で あ る と考 え た 。

◎ 自己を見っめ る心を育て る指導の工夫

道徳授 業の中で は,自 己を見つめ るための児童の活動 は,次 の三 つがあ る。

A他 者 とかかわ るB資 料 に共感す るC自 分を振 り返 る

これ ら三っの活動が関連 し合 って 自己を見っあてい くことにな る。その中で も 「他者 とかか

わる」 とい う活動を重視 して指導 に当たる ことに した。 なぜな ら,児 童の意識調査 によって,

児童が 自 らの よさに気付 いた り伸ば そ うと した りす るには,他 者 とのかかわ りが非常 に大 きい

ことが明 らか にな ったか らで ある。 その ために,授 業 の中で他者 とかかわ る状況や場面を設定

す ることによ って,児 童が よ り深 く自己を見 っめ られ るよ うに したい。

また,授 業 の中で,自 己を見 つめ るた めの手 だて ・支援 を指導案 に具体的 に位置付 け,児 童

が 自らよ り深 く自己を見 っめ ることがで きるよ うに工夫 した。

さらに,授 業を効果的に行 うには,道 徳 の時間以外 の指導の工夫 として次の ことに も配慮す

る ことに した。

○事 前 ・事 後指導 ○ 日常の取組 み ○他教科 との 関連 ○家庭 との連携
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2児 童 の 実 態調 査

(1)目 的 児童 が 自分 の よ さを どの よ うに把 握 して い るか,ま た,よ さを 伸 ば そ う と して

い るか,そ の傾 向 を把 握 し今 後 の 指 導 に役 立 て る。

(2)方 法 一 部,自 由記 述 を含 む 選 択 肢 に よ る質 問 紙 法 を 用 いた 。 調 査 対 象 は,都 内8小

学 校 の 児 童 合 計1,491名(低 学 年476名 ・中 学 年460名 ・高学 年555名)

(3)結 果 と考 察

設 問1自 分 の よ い と ころ は,

て くだ さ い。

どん な と こ ろだ と思 い ま す か,思 った こ とを 自由 に書 い

①4つ の視点 におけ る全体の傾向

0 _20406080
is

構
講

100

圏1.主 として自分自身に虜すること

閣2.主 として他の人とのかかわりに関すること

■ll匿3.主 として自然や崇高なものとのかかわりに関すること

[==]4.主 として集団や社会とのかかわりに関すること

②学年別 「よさJの 関連 について

1年2年

1位[圭 伝 い二iil手 伝1巨]

2位[魎]勉 強を蔽る

3位[触 を蔽る]/[雄 醐

4位

5位

児 童 か ら出 され た よ さを 四つ の 内容 項 目の 視 点 に(%)

分 け て 考 え た。(例 ・忘 れ 物 を しな い→1の 視 点)

四 つ の視 点 別 全 体 傾 向 の割 合 か ら見 る と,1の 視 点

に つ い て は,高 学 年 に な る に したが って 増 え て お り

特 に高 学 年 に関 して は,全 体 の50%を 占あ る。 逆 に

4の 視 点 に つ いて は,高 学 年 にな る に従 って 減 って

い る こ とが 分 か る。 ま た,2と3の 視 点 に っ い て は

全 学 年 と も同 じ割 合 で あ るが,特 に3の 視点 は 他 と

比 べ て 極 端 に少 な い こ とが 分 か る。

話をよく聞く

3年4年5年6年

戴隷器
㎜ [雄 願]置 粘 り強 いi

1,2年 で は 「手 伝 い」 が 断 然 多 く家 族 との 結 び付 きの強 さ が 感 じられ る。 ま た,図 工 の色

塗 りが 上 手,鉄 棒 が で き るよ うに な った な ど,な にか が人 よ りで きる こ●とや,自 分 が で き るよ

う に な った こ とを 「よ さ」 と と らえ て い る児 童 が 多 い。3,4年 で は 「友 達 と仲 が 良 いJや

「友達 に優 しい 」 な ど友 達 との か か わ りを重 視 し
,「 最 後 まで 頑 張 る 」 「や り とおす 」 な ど,

3年 生 か ら 出て い る。 この 時 期 か ら,自 分 の力 を 出 しき って 物 事 に取 り組 む こ とに価 値 を見 い

だ す 児 童 が 増 え て くる。 中学 年 に な る と,自 分 の性 格 の 「よ さ 」 を と らえ て い る児 童 が 多 い。

5,6年 にな る と,自 分 の 「よ さ」 を他 の人 と比 べ て 自覚 して い る児 童 が 多 くな る。

ま た,自 分 が どん な人 間 か と考 え た と きに,自 分 を肯 定 的 に評 価 す る傾 向が 強 い の は低 学 年

で,高 学 年 に な るほ ど 自分 を厳 し く評 価 す るよ うに な って い る こ とが 分 か る。 これ は,低 学 年

は,ほ あ られ る こ とが多 く,高 学 年 に な るほ ど,道 徳 的価 値 が 高 くな るか らで あ る と思 わ れ る。
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v

自分 に はよ い とこ ろがあ る と、気が つ くとき は いつ です か。 ア～ カで あて は ま

る もの に○ をつ け て くだ さ い。

團 ア
團 イ

エ
オ
カ

■
圃
口

自分が どん な子 なのか考 え た とき

自分 を人 と くらべ て考 えた とき
友 達 か らよ いところ を言わ れた とき

お父 さんや お母 さん によ い ところ を言 われ た とき

先 生 によ い ところを言 われ た とき

その他 の人 か ら言 われ た とき

Q

1年

2年

3年

4年

5年

6年

20 40 60 80

「自分 に よ い と ころが あ る」 と気 付 くの は,
100c%)

他 者 か ら指 摘 され る と きに 多 い こ とが 分 か る。

と りわ け,親 か らの 働 きか け は,ど の学 年 の 児

童 に と って も大 きな影 響 を 与 え て い る。 低学 年

は,教 師 の 働 きか けが 大 き く影 響 し,ま た 自分

な りに考 え 自覚 して い る こ とが 分 か る。 中 学 年

に な る と人 との かか わ りに 目 を向 け る よ う に な

り,高 学年 で は 友達 とのか か わ りが 大 き い こ と

が 分 か った 。

1年

2年

3年

4年

5年

6年

自分 をも っ とよ く しよ う、 がん ばろ う と思 うの は、 どんな ときです か。
ア～ ウで あて は まるも のに○ をつ けて くだ さ い。

■ 屡ア しか られ た とき

匡 ヨイ ほめ られ た とき

團 ウ 本 を読ん だ り、テ レビや他 の人 の行 いを見た り して感動 した とき

自分 を も っと よ く しよ う と頑 張 るの は,ほ あ
100(%)

られ た と きは もち ろん の こ と,叱 られ た り注 意

さ れ た りす る こ とが 予 想 以 上 に多 か った 。 ど ち

ら も,よ り向上 しよ う とす る意 欲 にっ なが る こ

とが 分 か った。 ほ め られ る とい う こ とは,自 分

の 「よ さJに 気付 く とい う こ と と 自分 を認 め ら

れ る こ とで あ る。 ま た,注 意 さ れ る とい う こ と

は 自分 の 「課題 」 に 気付 くとい う こ とで あ る。

自分 の 「よ さ」 や 「課 題 」 に 気付 き,ま た,

認 あ られ る こ とか ら,自 信 や 意 欲 が生 ま れ る も

の と考 え る。 さ ら に,低 学 年 で も本 や テ レビな

ど に感 動 共 感 す る こ とで 自分 を 振 り返 る こ とが

で き る とい う ことが 分 か った 。

(4)ま とめ

以 上 の ことか ら,自 分 の よ さ に気 付 い た り伸 ば した りす る に は,他 者 との か か わ りが,大 き

い こ とが 分 か った。 ま た,自 分 を振 り返 る こ とや,よ り感 動 で きる資 料 の 選 択 も大 切 で あ る。

これ らの こ とを踏 まえ,指 導 の工 夫 を して い く こ とが大 切 で あ る と考 え る。
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3自 己を見つめ る心 を育 てる指導 の工夫

「=　 歴堕 塵 塑
11E" ・ ・温 か い 励 ま し

、 支 援 、 評 価

・ 聞 く
、 話 す 活 動 の 積 み 重 ね

1・ 多 様 な 学 習 過 程 の 設 定
1 ・意 図 的 指 名

j

l:鰯 融 調査結果の提示

!舗 誰 蹴 踊 果的な補助発問や切り返し

1・ 書 く 活 動(ワ ー ク シ ー ト)の 工 夫

1・ メ ・ セ ー ジ カ ー ド・ よ さ 発 見 カ ー ド の 作 成

1:鑓 篇 鵜 動きのわかる板書

塵 ヨ ・励 ま し合 い、 認 め 合 い、 共 感
・ 相 互 指 名

・ 話 し 合 い 活 動(グ ル ー プ 討 論 や フ リ ー ト ー キ ン グ)

・ ワ ー ク シ ー ト の 読 み 合 い

・ 友 達 へ の 手 紙
、 友 達 か ら の 手 紙

I

ii「

i

……

ii
i

l
I

自

己

を

見

つ

め

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

1}

1…
ii… ト
}ll

Ili

lili
i

j!1'III
l医 國 塚 族への手紙、・・セージll
…旨 11・ 家 族 か ら の 手 紙

、 メ ッ セ ー ジ

1旨

…1

り

l

ll
li

竪[:藍夏極:輩亙置魏

・ね ら い と す る 価 値 に 迫 る 資 料 の 選 択

・多 様 な 資 料 提 示 の 工 夫

(例)読 み 物 資 料 、VTR、 紙 芝 居 、 ペ ー プ サ ー ト、 パ ネ ル シ ア タ ー

・初 発 の 感 想 、 心 に 残 っ た 場 面 を も と に し た 発 問 構 成

・登 場 人 物 の 気 持 ち を 読 み と る 心 情 図 の 活 用

距至:蚕至 互:遊蓋置墾

・よ さ や 課 題 が 発 見 で き る展 開 後 段

・資 料 か ら 展 開 後 段 へ の ス ム ー ズ な 橋 渡 し

・自 分 を 振 り返 る こ と が で き る よ う な 導 入 の 工 夫
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4実 践事例(2学 年)

(1)主 題名 正直な心(1一 ④ 正直 ・誠実)資 料名 「おなかがいたい」(自 作 資料)

(2)ね らい うそや ごまか しを しないで,素 直 に伸 び伸び生活 しよ うとす る心情 を育て る。

(3)指 導 の実際(A他 者 とかかわ るB資 料 に共 感す るC自 分 を振 り返 る)

学習活動(主 な発問 と児童 の反応) 自己を見 つあ るたあの手 だて ・支援

1.事 前 ア ンケ ー トの 結 果 を知 る。A.C友 達 の事 例 や考 え を 自分 と比 べ

① ア ンケ ー トの 結 果 を 見 て ど う思 い ます か 。 関心 を もて るよ うに す る。

2.資 料 を 読 ん で 話 し合 う。

① 「お な か が いた いの 」 と言 っ た時 と も子 は

どん な 気 持 ちだ った で し ょう。

・あ～ うそつ い ち ゃっ た。 ど う しよ う。

・み ん なが 心 配 して くれ て い るの に。

◎ ② 食 器 を片 付 けて い る時,と も子 は心 の 中 で

な ん と言 って い たで し ょ う。

・悪 い こと しち ゃ った な。

・うれ しい気 持 ち と いや な 気 持 ち半 分 ず つ 。

3.今 まで の 自分 につ いて 振 り返 る。

① と も子 さん の よ うに,う そ や ごまか しを 言

って,後 で す っき り しなか った こ とが あ り

ます か。(目 を と じて 考 え ま し ょ う。)

② 正 直 に話 して よか った と思 っ た こ と はあ り

ます か 。

・友 達 に も らった の に拾 った と うそ を 言 っ

たが,翌 日正 直 に言 って す っ き り した 。

・お 菓 子 を 食 べ 過 ぎ夕 食 が 食 べ られ な か っ

た わ け を,翌 日話 して す っ き り した。

A友 達 の発言をよ く聞 いた上 で多様

な発言がで きるよ うに,話 し合 い

のルールを工夫す る。

Bと も子 に な り き って い え るよ う,

と も子 の 絵 を 首 に か け て 役割 演 技

を す る。

・後 味 の 悪 さに 気付 くこ とが で き る

よ うに す る。

C自 分を振 り返 りやす いよ う,発 問

を2段 階 にす る。(① で は発言を

求めない)

・友 達 の 経 験 を 聞 い て ,自 分 を 再 度

振 り返 った り,友 達 の よ さを 知 る

よ うに す る。

終4.正 直 に話 して よ か った 話 を 聞 く。 ・説 話 を 印 象深 くす るた め,紙 芝居

末(「 は るみ ち ゃん シ リー ズ」 教 師 の 体 験 談)に して 話 す 。

(4)考 察

○ね らい とす る価値を意識で きるよ う発問や板 書を工夫 した ことで,自 己を見っめ ること

がで きて いた。

○友達の考えを よ く聞いた り,自 分を振 り返 った り して考 えを言 うことが で きていた。
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II互 いに認め合 う心を育てる指導の工夫(第2分 科会)

1分 科会 テーマ設定の理 由

今 日で は,学 校生活 にお いて も友達 との人間関係が希薄 にな り,表 面的な もの になって い

ると考え られ る。児童は,友 達 との人間関係の直接 的な触れ合 いを通 して,人 とのかかわ り

方を学 びなが ら成 長す る。 この人間関係 を支 える もの は,信 頼であ り,相 互理解 であ る。 自

らの心 を開 き,相 手 を素直に受 け入 れ,そ のよさを見付 けようとす ることか ら,心 の結 び付

きが始 まる。 やが て,相 手 も心 を開き,自 分の よさを認めて くれ る。 この心の交流が互 いに

認 め合 お う,高 め合お う,と す る人 間関係 に発展す る。 このよ うな肯定 的な関係 と人 との強

い結 び付 きが,数 々の困難 に負 けることな く,人 生をた くま しく生 き抜 こうとす る意欲 と強

さを育て,「 よ りよ く生 きる力」を培 うことにな ると考えた。

そこで,第2分 科会 は研究 テーマを 「互いに認め合 う心 を育て る指導の工夫」 と設定 した。

道徳の時間 においては,児 童が ① 自分 自身の思いや考えを もっ ②友達の思いや考えを受

け入れ る ③ 他 との交流を通 して,自 分 の思 いや考えを広げ,深 め る という三 っの視点か

ら指導 を工 夫 し,「 互 いのよ さを見 付け,認 あ合 い,高 め合お うとす る児童」の育成 を 目指

した実践研究 を進 ある ことに した。

2

(1)

(2)

(3)

(41

児 童 の実 態 調 査

目 的 ① 他 の 人 とのか か か わ りにっ いて,具 体 的 な場 面 に お け る心 情 や 行 動 に関 す る こ

と(設 問1・2)② 友 達 の よ さを どの よ うに把 握 して い るか(設 問3)を 知 る こ

と に よ り,分 科 会 テ ー マの 解 明 及 び指 導 の工 夫 に役 立 て る。

方 法 選 択肢 法 及 び 記述 式 を 用 い,全 学 年 統 一 内容 に した。 調 査 対 象 は,都 内8小 学 校

の 児童 合 計983名(低 学 年332名 ・中 学 年347名 ・高学 年 唇04名)

内 容 設 問1・2で は,下 記 の よ うな場 面 を 設 定 し,さ らに,友 達 との親 密 度(ア .よ

く一 緒 に遊 ぶ ○ ○ さん イ.あ ま り話 した こ との な い○ ○ さ ん ウ .あ ま り仲 の

よ くな い○ ○ さん)を 想 定 させ,各 々 にっ い て 調査 した。 設 問3で は ,「 友達 の

い い と ころ 」 につ いて 記 述 させ た 。

結 果 と考 察

設 問100さ ん が悪 口 を 言 わ れ た り,い じめ られ た り して い ます 。

ア

イ

ウ

① ど う思 い ます か 。

020406080100(%)

鞘
蕪

r

騨

輔

ロヘ

ヘ

ヨ

懸

1匠 灘

口 何とも思わない

[≡…ヨ あまりかかわりたくない

[コ いけないことだと思う

口 かわいそうだと思う

髪
懸i

黙 ÷

團 すぐに助けてあげたいと思う

園 その他

圏 無回答

ア

イ

ウ

② ど う しますか 。

020406080100(%)

多

/
〃
〃〃

%'j/

/i,i/

、

照

謹

髪
懸
黙

咽塒

る

る

%

幽9

+9

を

を

、
L
し

し
⊂

り

・り

,
」

し
ρ

よ

な

・り

ぬ

け

ん

言

見

助

そ

る

に

他

答

一し

応

ぜ

昌リ

仕
⊥

の

[…凹

見

一

な

助

先

そ

無

口

國

ロ

ロ

團

團

團
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「一 「1設 問2休み時間のはじめに,○○さんがなくした家のかぎを塾 __」

ア

イ

① ど う思 い ま す か 。

020406080100(%)

n

妻

名

.・'斡

ウ[肛翻

う

罰

沼
心

ど

い

と

い

な

・り

{
の

ム
L

「わ

田
心

あは

・り

ぱ
リ

田
心

-ζ

い

田
心

あ

番
D

だ

い

と

て

と

・り

ぱ

t
の

し

何

そ

れ

な

捜

り

い

か

だ

に

せ

　

舷

勧

肋

嬢

瀦

勧

姻

口

囮

ロ

ロ

圏

團

圏

② ど う し ま す か 。

020406080100(%)

ア啄 華 コ 易鵠
たら捜,

イi吻

ウ 膨

口 少しだけ捜す

〔]見 つかるまで擾す

圏 その他

閨園 細答

設 問1・2か ら

・相手 との か か わ りの深 さに よ らず ,「 か わ い そ うだ 」 「い け な い こ とだ 」 と答 え る こ とが 多

く,善 悪 の 判 断 はあ る程 度 身 に付 い て い る。

・相手 が親 しみ の あ る仲 の 良 い場 合 は ,「 助 け る」 「理 由 を 聞 く」 な どの よ うに,実 際 に助 け

る と答 え る もの が 多 い が,相 手 との か か わ りが 薄 く仲 の 良 くな い場 合 は,「 見 て 見 ぬ ふ りを

す る」 な ど無 視 した り,そ の 場 だ けを と りっ くろ う とす る答 え が 多 い。 ま た,「 先 生 に言 う=

とい う間接 的 な 行 動 や 「声 を か け られ た ら さが す 」 とい う受 け身 的 な行 動 も多 い。 この よ う

に,道 徳 的 な 実 践 に っ い て は,相 手 との 親 密 度 に よ って 主観 的 に判 断 され る場 合 が 多 い。

「 一 一 一 一 一一 一 一一 一一 一 一 一ト

設問3学 級の友達の いい ところがi

言え ます か.ど ん な ところですかO一
友 達 の よ さ 《◇心情面 ・◆利害 ・☆表面的 ・◎社会性》

友達 のいいところが言 えますか。

1年

020406080100≪履
2年U継 1ー

3年i膨 圃

4年

5年

6年

1ー

1黙
騨 1

口1ま とんど言える

%%%%r/",

國 半分ぐらい言える

口2～3人 なら言える

口 言える人がい麟・

團 無回答

■ 年 2年 3年

◇ 優 しい ◆ ～ して も ら った ◇ 優 しい

◆ 遊んで くれる ◇ 優 しい ☆ お もしろい

☆ おも しろい ◆ 遊んで くれ る ☆ 頭が いい

◆ ～ して ☆ おも しろい ◇ 明るい

もら った ☆ ～が うまい ◆ 遊んで くれ る

◇ 親切 ・上 手 ◆ 助けて くれ る

◇ 明るい ☆ 頑張り屋 ◆ 教 えて くれ る

◆ 誘 って くれ る ☆ 仕事を ☆ 字 ・絵 が上手

◆ 教 えて くれ る 頑張 って くれ る ☆ スポ ー ツが

☆ ～が うまい ◆ 教 えて くれる で きる

。上手 ☆ にこにこ笑顔 ◆ 物を貸 して

☆ かわいい ◆ 誘 って くれる くれる

4年 5年 6年

☆ お もしろい ◇ 優 しい ◇ 擾 しい

◇ 優 しい ☆ お もしろい ☆ おも しろい

◇ 明 るい ◇ 明るい ◆ 教 えて くれ る

☆ スポー ツが ◇ 相談にの って ☆ ～が うまい

で きる くれ る ◇ 明るい

☆ 楽 しい ◎ 協力 して くれ る ◆ 遊ん で くれ る

☆ 頭がいい ◆ 教えて くれ る ◆ 嫌が ることを

◆ 教えて くれる ☆ ～が上手 しない

☆ 字 ・絵が ◎ 誰 とで も仲良 し ◇ し っか り

うまい ☆ にこに こ している

☆ 元気 ◆ 物を貸して ☆ は きはき

◆ 助 けて くれ る くれ る している

☆ よ く話す
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設問3か ら

・児童 は友達 のよさを発達段階 に応 じて多様 に把握 してお り,低 学年 は,自 分 との直接的な

かかわ りにおいて とらえ る傾 向が ある。高学年になる と,少 数で はあ るが 「注意 して くれ

る」 「励 ま して くれ る」など,友 達同士のっなが りの深 さを うかがわせ るものが出て くる。

・友達 のよ さの内容 を見 ると,「 やさ しい」 「お もしろい」 「○○ して くれ る」な ど,自 分

とのかかわ りにおいて快 い ものが多 く挙げ られてい る。 この ことか ら,日 常生活 において

友達 を表面的に とらえ接す る傾 向が見 られ る。相手 に好 かれ快 い存在 になるたあに深 くか

かわろ うとせず,上 手 に付 き合 お うとしてい るようであ る。

・一方 ,「 勉強がで き る」 「スポーツが得意」 など,個 人 的な資質 に多 くの児童が 目を向け

てい る。 このよ うな友達 の資質 のよさを認 める態度を更 に養 い,人 とのかかわ りを より広

げ,深 めてい く指導 の工夫 を重 ねて い きたい。

3互 いに認 め合 う心 を育 てる指導 の工夫

道徳 の授業 において互 いに認 め合 う心 を育て るため には,授 業 を次の三 っの視点で と らえ,

指導 の工 夫をす る必 要があ ると考 えた。

① 自分 自身の思 いや考 えを もっ

② 友達 の思 いや考 えを受 け入れ る

③他 との交流 を通 して,自 分の思 いや考えを広げ,深 ある

これ らの三 っの視点 は,そ れぞれが独立 した ものではな く,繰 り返 した り,相 互 に関連 し

合 って育て られ るもの と考 え られ る。 中で も,本 分科会の主題 との関連 にお いて は,特 に,

「② 友達の思いや考 えを受 け入れ る」 ことが重要であ ると考えた。

1①
自分 自身の思いや考 えを ② 友達 の思 いや考えを受け ③他 との交流 を通 して,自

もたせ る工 夫 入 れ させ る工夫 分の思 いや考 えを広 げ,深

め させ る工夫

・資料の選択 と吟味 ・サ イ ン ボ ー ド ・ ワ ー ク シ ー トの 活 用

・学 習 課 題 づ くり ・発 問 の吟 味 ・意 図 的指 名

・時 間 の 確 保 ・相 互 指 名 ・話 し合 い活動 の工夫

・発 問 の 吟 味 ・話 し合 い活動 の工夫
(グ ル ー プ,バ ズ)

・場 面絵の工夫 (グ ル ー プ,バ ズ) ・時 間 の確 保

・板 書 の 工 夫 ・役割 演 技 ・サ イ ン ボ ー ド

・ ワ ー ク シ ー トの 活 用 ・座 席 の配 置 ・資料 の選択 と吟味

・サ イ ン ボ ー ド ・資料 の選択 と吟味 ・ハ ン ドサ イ ン

これ らの工夫 は,す べてが一っ の授業で なされ るわけではな く,児 童 の実態や授業の流れ

によ って選択 され,そ れ ぞれ の目的に合わせて効果的 に使 われ ることが望 ま しい。
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4実 践事 例(第3学 年)

(1}主 題 名 友達 を大 切 に(中2-(3)信 頼 ・友情)

資料 名 「ひ とりぼ っちのYち ゃん」(一 部改作)

② ね らい 友達 に進 んでかかわ り,よ りよい友達 関係 を築 こう とす る意欲 と態度を養 う。

(3》 授業 改善 の視点 と本時の指導 の工夫

① 自分 自身 の思 いや考 えを もたせ るたあの工夫

導入 を工夫 し,ね らい とす る価値 への方向付 けをす る。 また,資 料を一部改作 して葛藤

場面を加え る ことで,資 料 によ り共感 し,自 分の思 いを膨 らませ,考 え られ るよ うにす る。

② 友達 の思 いや考え を受 け入れ させるための工夫

中心発問 を吟味す る ことによ り,児 童か ら多様 な意見を引 き出す。 また,サ イ ンボー ド

を使 い,赤 ・青 ・黄色で 自分の考え を表す ことにより,友 達の意見 との類似 や違 いに気付

き,話 し合 いが充実す る ことがで きるよ うにす る。

③ 他 との交流を通 して,自 分の思 いや考えを広げ,深 め させ るための工夫

話 し合 いの後,ワ ー クシー トを使 い,自 分の考えを まとめ させ る。 その際 サイ ンボー

ドの色 を記入 し,導 入時の色 と比べて,自 分の変容を振 り返 ることがで き るよ うにす る。

(4)展 開 ☆支援 ◇評 価

学 習 活 動 発問 と予想 され る児童の反応 指導上の留意点

1友 達の ことで悩 ○友達の ことで悩みのあ る子供の話を聞いて く ☆価値 への方 向付

む児童の声を聞 だ さ い。 どん な ことを 感 じま した か 。 け を す る。

導 く。(録 音) ・自分か ら話 しか ければ いいのに(黄 色) ☆ 自分 の考えをサ

i・ 何 も悪 くな いの にか わ い そ う(青 色) イ ンボ ー ドで 表 示

・そ ば に い た ら,友 達 に な って あ げ るの に で き るよ うに す る。

(赤 色)*色 表示 は一例 (赤 ・青 ・黄)
入

・なぜ まわ りの子 は無視す るのだろ う ◇ 自分の考 えを も

っ こ とが で きた か。

2資 料 「ひ と りぼ ○ どん な 気 持 ちか ら,Yち ゃん に い じわ るを し ☆ さ さ い な こ とか

っ ちのYち ゃん 」始あたのですか。 らい じわ るを始 め

展 を読み,話 し合 ・楽 しい 子 じゃな い か ら た主人公の気持 ち

う 。
・何 を 言 って も逆 らわ な い か ら を考 え させ る。

OYち ゃんが泣 き出 した とき,ど ん な気持 ちだ ☆悪 い と思 いなが

った の で す か 。 らもやある勇気が

・助 け る と 自分 が い じめ られ る 出せ ない心の葛藤

開 ・こん な に ひ ど くな る と は思 わ な か った に気付かせ る。

・自分 が 始 め た の で ,い ま さ らや め られ な い ◇ ゆれ るわ た しの

・か わ い そ う,あ や ま ろ うか な 気持 ちに気付 くか。

前 ◎Yち ゃん を残 して 帰 って しま った後,わ た し ☆ ワ ー ク シ ー ト に

はどん な ことを考え ま したか。 考えを まとめ られ

段 る よ うにす る。
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☆ サ イ ンボ ー ドを1

・みんな もい じめてい るか らわ た しだけが 使 って 自分 の意思

悪 いのではない(黄 色) 表示 を した上で話

・か わ い そ うだ け ど ,み ん な に嫌 わ れ るか し合 いをさせ,考

ら助け られない(青 色) えの相違 に気付か

・み ん な を 気 にせ ず ,一 緒 に さが せ ば よ か せ る 。

った(赤 色)*色 表 示 は一 例

11

◇友達の意見 を進

・ま だ ,さ が して い るのか な 玩 で聞き,自 分 の

・後 で ,あ や ま ろ う 考えを もっ ことが

で きた か。

3自 分の生活を振 ○友達か ら声をかけ られて うれ しか った ときは ☆友達 の うれ しか

り返 る。 どんな ときですか。 その ときの気持 ちはどうで った気持 ちを共感

後 したか 。 しな が ら聞 き,進

・一 人 で い る と き 「遊 ぼ う」 と言 って くれ た んで友達 にかかわ

・忘 れ 物 を した と き,や さ し く貸 して くれ た る大切 さに 気 付 か
[

段 ・さが し もの を して い る と き・ 一 緒 に さが しt}る ・

て くれた ◇ 自分を振 り返 る

・けん か を した と き ,先 に声 を か けて くれ た こ とが で き たか 。

終 4教 師の説話 を聞 ○(友 達 に進んで声をかけ,喜 んで もらった と ☆ よ りよい友達関

末

く 。 いう内容)麟 ㍊ 穿

㈲ 考察

① 悩みのあ る児童の声の録音 を聞 かせ た ことで,友 達にっいて考 えよ うとい う気持 ちを高 め

ることがで きた。 また,よ り身近 な題材を扱 った資料を用い,一 部改作す る ことによ り,登

場人物 に共感 しなが ら自分の考 えを もち,素 直 に表現す ることがで きた。 しか し,資 料 の内

容が切実 なために,話 し合 いを進め るにっれて,rYち ゃんを助 けよう」 とい う実践 的意欲

がやや後退す る児童 もいた。発問を主人公だけでな く,違 う人物の立場か らも問 うな ど,ね

らい とす る価値 により迫 る指導の工夫が必要であ る。

② サイ ンボー ドを使 うこ とによ り,自 分の考えを整理 し,意 思表示 をす るこ とがで きた。 ま

た,自 分 と友達の考えを比べ,「 同 じ意見の人 は」 「違 う意見の人 は」 など相互指名 に生か

す こともで きた。 しか し,友 達の意見 は聞 くが,そ れに対 して 「反対 」 「質 問」などは少 な

く,話 し合 いが十分深 ま らなか った。友達 との意見の違 いを知 るだけでな く,な ぜ違 うのか

確 かあて い く態度を養 って いきたい。 そのたあに は,児 童 の細 かな反応や っぶや きを見逃 さ

ず,拾 い上 げ,共 有の問題へ とっ なげて い く役割を教師が果 たさなけれ ばな らない。

③ ワー クシー トを活用す る ことによ り,児 童が 自分の考えをま とめ ることがで きた。 また,

導入 と中心発問の場面で サイ ンボー ドの色を ワー クシー トに記録 した ことで,児 童 に心 の変

化を気付 かせる ことがで き,教 師 も児童の一人一人の変容を把握す ることがで きた。
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皿 生 きることのすば らしさの自覚を深める指導の工夫(第3分 科会)

1分 科会主題設定 の理 由

科学技術 の急激 な進展 によ り,私 たちは物質的 に恵 まれ,大 変便利 な生活 を送 って いる。

この生活 の豊か さや便利 さは,一 方 では自然環境の悪化や人 と人 とのかかわ りの希薄 さを生

み出 した。 また,児 童 ・生徒 におけるい じあ,不 登校,薬 物汚染 な どが社会問題化 し,生 き

ることの喜 びを見 いだ しに くい児童の姿 も浮か び上が って きてい る。

しか し,児 童 はよ りよ く生 きたい,人 ・自然 ・社会 とのかかわ りを豊 かに もちたい,と 願

って精一杯生 きて いる。 この ような現状だか らこそ,児 童が 「生 きる ことのすば らしさ」を

正面か ら見っめ るこ とので きる働 きか けをす ることは,極 めて重要で ある と考え る。

第3分 科会で は 「生 きてい る喜 びを実感 し,意 欲 的に生 きよ うとす る」児童像 に迫 るたあ

には,自 然や 自他の生命を大切 に し,美 しい ものに感動す る心 を育てて い くことが重要であ

ると考え た。その ため には,道 徳の時間において,① 感動 を呼 び起 こす資料の選択 と提示,

②心 に深 く問 いか ける発問,③ 他の教育活動 との関連,④ 一人一人の気付 きや思いを生か し

た個 に応 じた指導,を 工夫す るこ とが必要で あると考え,研 究 を進 める ことに した。

z

(1)

児童の実態調査

調査のね らい

② 調査対象 児童

(3)方 法

(4)結 果 と考 察

自然や生命や美 しい ものに対 す る児童 の経験 と意識を把握 し,指 導の工

夫 に役立 て る。

調査対象 児童は,都 内6小 学校 の児童3～6学 年,合 計903名

一部 自由記述 を含む選択肢法 による質問紙調査を行 った。内容 は3～6

学年共通 と した。

図1身 近 な生 き ものや生命 とのかかわ り(%)

ア 児童 は今 ま で,ど の よ うな生 き0

もの と触 れ 合 って きたの だ ろ うか 。 犬やねこをさわ・た

図1は,児 童 と生 き もの との 触 れ 魚をつ,た

合 いの 体 験 を 調 査 した もの で あ る。

カエルをさわった全 体 と して 触 れ 合
った 児 童 は多 い。

20 04 06 08 100

また,自 然の中の生 きもの と比べ

人間が飼育 してい る生 きもの との

触れ合 いが多い ことが分 か った。

また,身 近 な生 きものの死を体 験

してい る児 童 も多 い。

以上 の結果 か ら,身 近 な生 きも

の との触れ合 いを題材 に取 り入れ

る ことで,道 徳的価値の深 ま りが

期待で きると考え られ る。

小鳥をさわった

昆虫のだっびを見た
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動物の赤ちゃんを見たj14328.2z

動物をだいた 多12168

多 『『

赤ちゃんをだいた;%/x;24
zz%髪

危鰍 な・と思・た14�2j 28.9

飼・て蝋 が死んだ 笏284笏

國ない

口1,2回 ある
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イ 図2の 児童 と生 きもの との 日常

的なかかわ りについて は,世 話 を
植物を育てる

「時 々す る」 が 「い つ もす る」 を

上 回 って い た 。 この こ とか ら多 く 贈 魚噸

の 児 童 が 家 の 人 に頼 って い る と考
犬の世話

え られ る。

この こ とか ら児 童 が主 体 的,継 ねこ噸

続 的 に深 く生 き もの とか か わ る機
小動物の世話

会 を よ り多 くっ くって い くこ とが

大 切 で あ る と考 え る。 融の世話

ウ 図3の 育ててみた い生 きもの に

ついて調査 した ところ,児 童 は,

野山や川で見 かけ る昆 虫な ど自分

でつか まえ られ るよ うな生 きもの

より も身近な動物やテ レビ ・ペ ッ

トシ ョップで見かけ るよ うな,人

工的 に飼育 ・売買 されてい る流行

の小動物 に強 く興味 ・関心を もっ

て いるようであ る。

児童の親 しみや関心を様 々な生

き もの に広げ る指導が必要で ある。

工 図4の 児童 と自然や美 しい もの

との 出会 いにっ いて は,項 目によ

って差がで たが,自 然現象の現れ

る時間や場所が限定 され た り,家

庭 や学校の取組み方の差が あるた

め と考 え られ る。

自然 のす ば らしさ,偉 大 さな ど

を感 じるには,実 際に自然 と触 れ

合 う体験が なけれ ば分か りに くい。

自然 との触れ合 い体験 を道徳 の時

間に生 か して,さ らに,自 然 や美

しい もの に関心 を高め るよ うな指

導 を して い く必要が ある。

図2生 きものとの日常的なかかわり(%)
020406080

!°灘 叢1霧 雛 撚 裟 鎌235123

薫 難 纏 籔 灘 簗 灘 霧163113

,/;.,i'/灘 髪灘281249

図 全然 したことがない1コ 時 々する(した)画 ・りもする(した〉

図3育 て て み た い 生 き も の(人)

その他には,ネ ズ ミ フェレッ ト アライクマ プ レー リー ドック モモ ンガ

イクアナ カマキ7カ ニ チ ョウ キ リギ リス コォロギ などが含 まれ る。

図4自 然 や 美 しい もの との か か わ り(%)

020406080100

空にかかる虹を見た

蹴 藝 蟻 髪

星空を見た151141

34.1

66

12.'T167
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閣 な い 囲3,4回 あ る
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3生 きることのすば ら しさの自覚 を深 める指導の工夫

第3分 科会で は,生 きる ことのすば らしさの 自覚を深あ る指導 と して,次 の4点 を工 夫 し,

研究仮説の検証を 目指 した。

① 感動を呼 び起 こす資料の選択 と提示

② 児童の心 に深 く問 いか ける発問の工夫

③ 道徳の時間を要 と して,他 の教育活動 との関連を図 る工夫

④ 一人一人の気付 きや思 いを生か した個に応 じた指導

他の教

育活動

資料選

択の工

夫

道

導

入

徳擾

の

時

間

開

終

末

他の教

育活動

・各教科等や 日常生活の中で児童がね らい とす る道徳 的価値 にかか わ る気付 きや

思 いを表現 で きるよう個に応 じた表現 方法 を工夫す る。(発 言,作 文,絵 等)

・ね らい とす る価値 に即 し,発 達段 階に応 じた分か りやすい内容の 資料 を選ぶ。

・他の教育活 動で児童に芽生えた気付 きや思いな どが,資 料 の登場 人物の もっ も

のの見方,考 え方,感 じ方な どを考え る足場 となるよ うな資料 を選ぶ。

・前時 まで に学習 したことの中か ら,本 時のね らいや学習 に関連す る事象 を取 り

上げて,一 人一人の児童の気付 きや思いを想起 で きるよ うにす る。

・学習への興 味を喚起 し,ね らい とす る価値について の方 向付 けを行 う。

・資料の登場人物 と共通性のあ る ものの見方 ・考え方 ・感 じ方などを もとに考 え

を深め ることがで きる発問を工夫す る。

・児童の多様な考え方や感 じ方を引 き出す ことがで きる発問を工夫 す る
。

・資料の 内容 に浸 って考え るための補助教材を工夫す る
。

(等 身大の さ し絵,パ ネル シアター,実 物投影機,ビ デオ,写 真 等)

・一人一人が登場人物 にな りきって,深 く考え ることがで きるよ うにす る。

(書 く活動,動 作化,お 面等)

・道徳 的価値 とのかかわ りで 自己を見 っあ直す ことがで きるよ う,振 り返 りの視

点を示す とともに,話 し合い活動や書 く活動 も取 り入 れ る。

・児童が共通体 験を もってい る場合 は,共 通体験 内で の振 り返 りに とどま らず,

各 自が個 々の体験を振 り返れ るよ うに働 きかける。

・ね らい とす る道 徳 的価 値 に っ い て 自己 の 考 えや 思 い を広 げ る ことが で きる よ う

にす る。(説 話,ビ デ オ,メ ッセ ー ジカ ー ド,手 紙 等)

・各教科,特 別活動等 において 児童が実践 したことや学んだ ことを表現 し合 うこ

とにより自己の成長を実 感で きる場 を設 ける。
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4実 践 事 例(3年)

(1)主 題 名 自然 と と もに(3-(1)自 然 愛 ・動 植物 愛 護)

資料 名 「大 き な くす の き」

(2)他 の 教 育 活 動 との 関連 を図 る指 導 計 画

関
単 元 等

時
教科等のね らい 道徳学習 との関連 5月 6月

連 数

気 お もしろ虫 のす み 虫のすみか にな りそ 気に入 った落 ち葉

図 か うな材料を集 め,材 な どを拾 うことに

付 6 料や場所の特長を生 よ り,自 然 を身 近 口

工 か した造形活動をす に 感 じ,親 しむ 。

く る こ とが で き る。

深 道 自然 とともに 自然や動植物を大切

あ 「大 きな 1 に しよ うとす る心情 口

る 徳 くす の き」 を育 て る。

広 モ ン シ ロチ ョウを 昆虫 を探 した り育て カ イ コに優 しく接

理 そだてよ う た り して,成 長 の 過 し,そ の成 長 や変

げ 6 程 や体のつ くりを調 化 ・死 な どを通 し 口

科 べ る こ とが で き る。 て生命の大切 さを

る 感 じ る 。

(3}ね らい 自然 や動植物 を大切 に しよ うとす る心情を育 て る。

(4)指 導 の実際(抜 粋)

T今 日のお話 には くすの きが 出て くるのですが,く すの きと聞いて思 い出す こ とはあ

りませんか。

C

C

C

T

図工の時間落ち葉を取 りに行 った。

公園 に行 って くすの きを見 つけた。

薬の よ うな にお いが した。

(黒 板 に大 きな くすの きの一枚絵を掲 示す る。 また,範 読を しなが ら,実 物投 影機

で校舎 よ りも大 きな くすの きの写真を映す。)

他の教育活動で得 た知識や経験を想起 した り,ま た,掲 示 され た一枚絵を見 るこ

とによ り,資 料 とその道徳的価値を身近 に感 じることがで きた。

T

C

C

C

C

町 の み ん な に と って,こ の くす の きは どん な木 で し ょ う。

み ん なが 昔 登 っ た木 。

思 い 出が い っぱ い詰 ま った 木 。

人 気 が あ る木

み ん なの 木 。
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T

C

C

C

T

市 役所 の人 が来 て,く す の きを 切 って 道路 を つ くる と言 った と き,町 の み ん な は ど

ん な 気持 ち に な ったで し ょ う。

悲 しい な あ。

せ っか くみ ん な の思 い 出 が詰 ま って い る木 なの に,切 っ た ら切 り株 だ け に な っち ゃ

うの か な あ。

も う登 った り,遠 くを見 た りす る こ と もで きな くな っ ち ゃ うの か な あ。

今 の 友達 の 意 見 も参 考 に して,町 のみ ん なの 気 持 ちを この 紙 に 書 い て くだ さ い。

ワー ク シー トに書 くこ とに よ り,一 人 一人 が 町 の 人 た ちの 気 持 ち にな って深 く考

え る こ とが で きた。 また,く す の きが な くな る とい う危 機 感 を 自分 の 言 葉 で 表現

す る こ とが で きた 。

C

C

C

T

C

C

C

T

C

C

C

そん な勝 手 な こ とを す る なん て 。 思 い 出 が 消 え て な くな って しま う。

くす の き を切 る なん て 許 せ な い。 市 役 所 の 人 にお願 い し に行 こ う。

せ っか く こ こま で育 って きた の に,シ ョ ッ クだ な。

道 路 を っ くる こ と も必 要。 で も,く す の き も大 切 。 そ こで こ うな りま した(道 路 は

曲 げ て,く す の きは残 った絵 を掲 示)。 くす の きを 見 上 げ て緑 の 天井 が キ ラ キ ラ光

った と き,ぼ くは どん な気 持 ち に な ったで し ょう。

これ で鳥 や生 き もの も今 ま で どお り休 め る。

や っぱ り反対 して よ か った 。

セ ミ取 りが で きて うれ しい 。

今 まで,生 き もの を 大 切 に して よ か った な と思 うこ と は あ ります か 。

朝 顔 の 芽 が 出 て きた と き,よ か った な と思 った。

大 切 に飼 って い る カ メが,名 前 を 呼 ん だ ら来て くれ る よ うにな った 。

育 て て いた イチ ゴが な って,そ れ を食 べ た と きよか った な と思 った 。

今 までの 自分の経験を思 い出 し,生 きもの とのかかわ りにつ いて見っめ直す こと

がで きた。 また,友 達の発表 に素直 に共 感 し,今 後 も生 きものを大切 に して いこ

うとい う意欲が もてた。

㈲ 考察

・資料提示で大 きな一枚絵を提示 したときや写真を出 した とき,児 童 は素直 に驚 き,多

くの っぶや き も出た。資料 に強 い興味を もつ ことがで きた。

・くす の きが な くなる とい う危機感 を自分の ことと して とらえ,表 現で きていた。

・本時 だけの指導 にとどま らず,事 前の他教科か らもかかわ りを もたせたので,ク ラス

内で の共通体験を土台 に本時の価値 にっ いて考え ることがで きた。

・生 きものを大切 に して きた とい う肯定的 な意見を 出 し合 うことがで き,自 分 も大切 に

しよ うとい う意欲が 高ま った。
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N自 ら家族にかかわろうとする心を育てる指導の工夫(第4分 科会)

1分 科会 チーマ設定 の理 由

全体研究主題 「よ りよ く生 きる力 を育て る道徳授業」の中の 「よ りよ く生 きる」 につ いて

第4分 科会で は,「 人 間 らしく(道 徳的価値 に照 ら して),更 に高 くあ りたいと願い,実 践

しよ うとする意志 を もって生 きる」 こととと らえた。 「よ りよ く生 きる」 ため にはどういっ

た力が必要 なのだ ろ うか。道徳教育の価値項 目全てにかかわ って くるが,中 で も,「 自分を

振 り返 り,高 めて い こうとす る力」,「 他を思いや る心,感 謝 の気持 ち」,「 自他の生命を

大切 にす る心 」,「 進んで奉仕 しよう とす る気持 ち」等が深 くかかわ って いると考え る。

児童 たちは,こ うい った力 をど こで養 うのか。地域 ・学校 ・家庭 といった様 々な場 面で生

活 して いる児童が,最 初 に他 とかかわ り,生 活の より所 とな るのは家庭で ある。同時 に,道

徳性の発達 の基盤 になるのが家庭で ある。 しか し,現 代においては,核 家族化,少 子化 に伴

い,親 と子の心の触れ合 い も,希 薄 になって きてい るのが現状で ある。 また,生 活が便利 に

な り,欲 しい もの はいつで も手 に入 る状況の中で,親 が物質 的に援助 して くれ るの は当然で

あ り,当 た り前の よ うに感 じて いる児童 も少な くない。 また,家 族 に対す る敬愛の念 が薄れ

て きて いるよ うに感 じられ る。

そ こで,第4分 科会で は,「 家族のよ さに気付 き,敬 愛の念 を もっ児童」 ・ 「家族 を思い

や り,進 んでかかわ ろうとす る児童」を育てたい と考 え,本 分科会 テーマを 「自 ら家族 にか

かわ ろ うとす る心を育て る指導の工夫」 と設定 した。

2児 童の実態調査

(1)調 査のね らい 核家族化や少子化の傾向の実態 と,児 童が どの よ うに家族 にかかわ って

いるかを把握 し,資 料の選 択や指導の工夫 に役立て る。

(2)調 査対象児童 調査対象児童は,都 内8小 学校 の児童4～6学 年,合 計1450名

(3)方 法 選択肢法及び記述法 を用 いた。 内容 は4～6年 共通 と した。

(4>結 果 と考察

図1・ 図2で 分か るよ うに4人 家族,5人 家 族が最 も多 い。 また,6人 を越え る家族 が

20%も あ るのは以 外だ った。兄弟姉妹 数では,2人 が50%を 占めて いる。

また,1%で はあ るが単親 家庭 があ り,資 料 の選択や 自分 を振 り返 る場面での発問に留意

す る必要があ る。
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図3・ 図4で は,朝

食 時 に比 べ,夕 食 時 の

方 が,家 族 揃 って食 べ

る傾 向 に あ る。

ま た,学 年 が 進 む に

っれ て 一 人 で 食 べ る割

合 が 増 え て い る。 これ

は,図5・ 図6で 分 か

る よ うに,学 年 が 進 む

につ れ て 家 族 と話 す こ

とが減 るの と同 じ傾 向

で あ る。

図7・ 図8で は,学

年 が進 む に っ れ,家 族

よ り友 人 に 話 す 傾 向 が

増 え て い る。

3.あ なた は朝食 を主 に誰 と食べ ます か。

・年晦
蛙======%勿
4年

09'0509'0100%

図 一3朝 食 を 誰 と 食 べ て い る か の 割 合

5.一 日の中であなた は親 とどれだけ話 しますか。

脇 なたは夕食を主に誰と食べま軌}

一
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誰に話しますか

9.次にあげるもののな炉で 「家族1と 蘭いて思も
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図9・ 図10で は,学 年

が進 むにつれ,家 族 に対 す

るマイナス イメー ジが増 え

て きて いる。学年が進 むに

っれて親 との接触が減 るの

は発達段 階 と して 自然 と思

われ る部分 もあるが,同 時

に,家 族 とのかか わ り

が希薄 にな って きて い

る様子 も見え る。 また,

家族 に対す る敬愛の念
　

1が 薄 れ て きて い る と も…

考 え られ る。

以 上 の 実 態 調 査 の 結

果,家 族 の か か わ りの
}

希 薄 さ,家 族 に対 す る

敬 愛 の 念 の 弱 さ は,予
「

想 して いたほど顕著 な

傾向 と して は表れなか った。 これ は,こ の調査が極 あて主観的な回答であ った ことが一因 と し

て考え られ る。例えば,時 間的 には同 じくらい親 と話を していて も,そ れを 「多 い」 と感 じる

児童 と 「まだ まだ」 と感 じる児童 とが いると思われ る。結果に安心す ることな く,親 と全 く話

さない と答えた児童,朝 食 も夕食 も一人で食べ るとい う児童がい ることに問題意識を もち,家

族愛 につ いて取 り組んで いきた い。
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3自 ら家族 にかかわ ろうとす る心 を育て る指導の工夫

第4分 科会で は,自 ら家族 にかかわ ろ うとす る心を育てる指導の工夫 と して,以 下の四っ

の視点か ら,研 究仮説 の検証を 目指 した。

1

04

3

4

事前指導 ・授業 ・事後指導の流 れの中で道徳の授業を考え る

児童が共感で き,家 族のよ さを想 い起 こせ る資料の選択

家族を より深 く見つあ直すたあの ワー クシー トの活用

これか らの 自分を考え ることがで きる発問の工夫

事前指導の工夫 〈1の 視点 にかかわ るもの〉

日常の活動の中で,家 族 に関す る話題を取 り上 げる。

実態調査を して,資 料の選択や発問の工夫な どに生 かす。

資料選択の工夫 〈2の 視点 にかかわ るもの〉

家族 に対す る実態調査 を もとに,主 題 によ り迫 りやす く共感を得 ら

れ るものを選ぶ。

今 まで気付 かなか った家族の よさを,改 あて感 じる ことがで きる も

のを選 ぶ。

ね らいや実態 に合わせて資料の一部改作 も考え る。

〈3の 視点 にかかわ る もの〉

中心発 問で ワー クシー トを活用す る。

ね らい とす る価値 に対 して,自 分 の考 えをよ り確か な もの にす る。

多様 な考 えや感 じ方を引 き出す。

児童の心 の変容 を知 る手がか りにす る。

〈4の 視点にかかわ るもの〉

自分 自身の今 までの家族 とのかかわ りを振 り返 る。

これか ら家族 とど うかかわ ってい きたいかを考 える。

〈1の 視点 にかかわ る もの〉

他教科 との関連を図 る。

家庭科での 「家族の生活 と住居 」 生活科で の 「自分 自身や 自分の

生活 につ いて」 国語での作文,詩,家 族 を扱 った文学教材の学習な

ど。

家庭 との連携を図 る。

広報活動や相互交流の場を設け る。
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4実 践事 例(第4学 年)

(1)主 題 名 家 族 の 一 員 と して(4-(3)家 族 愛)資 料 名 「小 さな お父 さん1

(2)ね らい 家 族 の 一 員 と して,家 族 の た あ に 自分 か ら何 か を しよ う とす る心 情 を育 て る。

(3)展 開

学 習 活 動

受1画 「

主 な 発 問
_」 」 指導上の工夫と留意点一一 一「 一 一 糟

登場人物 を10今 日はね,

のお話です。

C/、 さ な お 父 さ ん 』 ・ し ゅう君 とま り子 ち ゃん

の 絵 を 提 示 す る。

2資 料 ・小さi①

なお父 さん』

を視聴 し,し

r小 さな お 父 さん 』 を聞 いて,

ど う思 い ま した か。

展liゆ う君の気持!②2人 だ けで夜の留守番をす る時

ちを考える.ll麓 誘 ご気持ちで過ご

開

3ワ ー ク シー

トに 自 分 の考

え を書 く。

③ 「小 さ なお 父 さん に まか せ て 」

と電 話 を切 った後,し ゅ う君 は ど

う しよ う と思 ったで し ょうか 。

。 みなさんは泊 分の家族に,ヨ

れ か ら ど う して い きた い と思 い ま

す か 。

・ 意 欲 的 に学 習 で き る よ う

に初 発 の 感 想 を 発 問 構 成 に

生 か す。

・ 妹 の た あ に一 生 懸 命 頑 張

った しゅ う君 の 気 持 ち に気

付 くた め,ワ ー ク シー トに

書 く。

・ 家 族 の 一 員 と して留 守 番

を 頑 張 ろ う と思 って い る し

ゅう君 の 気持 ち に 気 付 く。

終

末

4自 分 の生活

!を 振 り返 ・て

考 え る。

溺

・ 自分 自身が家族の一員 と

して家族の ため に何がで き

撃 る.
5教 師の説話iO小 学生の頃に出会 ったお母 さんi・ 余韻を残 しなが ら終わ ら

を 聞 く。 思 い の り っち ゃん の お話 で す 。 匹 せ る。

(4)指 導の実際(抜 粋)

T資 料を より共感的 に理解で きるよ うに,

ら臨場感豊か に読み聞かせ る。

内容 の一部を改作 し,切 り抜 き絵 を活用 しなが

絵や中心 にな る言葉を提示 した り,文 章をわか りやす くかえた りした ことで,児 童i

に十分理解 させ る ことがで きて効果的で あった。

T① ど う思 い ま した か 。(児 童 が 自発 的 に発 表 して い く)

Cし ゅ う君 は,妹 思 いで や さ し くて,偉 いな あ 。

Cし ゅ う君 は,本 当 の お 父 さん み た いだ 。
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OHPを 活用 して初発の感想を書 き出 し,そ れか ら発 問を構成 したことは,児 童 の

主体的 な学習 を促す上で効果的で あった。

Tし ゅ う君 の 気 持 ち を考 え て い き ま し ょう。 ② 妹 と2人 だ けで 夜 の 留 守 番 を す る時 の し ゅ

う君 は,ど ん な気 持 ちで す ご した の で しょ うか 。(ワ ー ク シー ト)

Cし っか り留 守 番 す る よ って 言 っ たん だ か ら,が ん ば らな く っち ゃ。 で も,寂 しい な あ。

Cこ わ い な あ。 心 細 い な あ。 早 く帰 って きて,お 母 さん 。

C今 日 は,ま り子 の お 父 さん だ 。 頑 張 って,ま り子 を守 るぞ 。

ワ ー ク シー トに 自分 の 考 え を 書 くこ と によ り,一 人 一 人 が,し ゅ う君 の 留 守 番 を頑

張 ろ うとす る気 持 ち に気 付 くた め に有 効 で あ った。 さ らに,両 親 に対 す る感 謝 の 気持

ち まで 児 童 か ら引 き 出せ れ ば,よ り深 め る こ とがで きた と考 え る。

T③ 「小 さ なお 父 さん に まか せ て 」 と電話 を切 った後,し ゅ う君 は ど う しよ う と思 った で

し ょ うか 。

Cま り子 が 困 って いた ら,話 を 聞 い て あ げ よ う。

Cま り子 の た め に,晩 ご はん の 用 意 が で きる か な あ。

Tみ な さん は,自 分 の 家 族 に,こ れ か ら ど う して い き た い と思 い ます か 。

C

C

C

C

食器 を洗 ってあ げたい。

花 に水を あげたり して,玄 関の掃除を してあげたい。

いっ もお母 さん に世話を して も らっているか ら,お 母 さんを手伝 ってあげたい。

肩 もみ してあげ たい。

これか らの 自分を考え ることに視点を当て たが,家 族の一員 と して仕事を した経 験

が少な いたあ,今 までの体験を振 り返 った上で の発問の方が効果的であ ったのではな

いか と考え る。

(5)考 察

・ 児童一人一人 は異な った家庭 に所属 している。 それぞれの家族 は特有の価値観を もち,

生活の仕方 も異な って いる。児童が 自らの家庭 を大切 に し,家 庭内での 自分の役割を考 え

られ るように したい。 また,い ろいろな家庭が あ り,そ れ らを認め合い,尊 重 し合 うこと

がで きるよ うに十 分配慮 してい きたい。

・ 主 人公の心情 を とらえてい くときには,家 族の一員であ ることを踏 まえた発 問構成 を考

えてい く必要があ る。

・ 事後指導 の記録 ノー トに,親 への感謝の気持 ちや親の大変 さに気付 いた とい う児童 の感

想 が多 く,保 護者 か らも進んで手伝 いを しようとす る子が増えてい るとい う声 を聞 いて い

る。 児童 たちか らは,自 分ので きる ことを考えて実践 しよ うとす る姿 が見受 け られ る。
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◇ 研究の成果 と今後 の課 題

研究主題 「よ りよ く生 きる力 を育 て る道徳授業 」を 目指 し,道 徳 の指導 内容 の四っの視点か

ら分科会 を構成 し,そ れぞれに 「目指す児童像」 ・ 「分科会 テーマ」 ・ 「仮説 」等を設 け,具

体 的な授業実践 を通 して研究 を進 めて きた。その結果,次 の点が明 らかにな った。

1研 究 活動全体 を通 して

本来,人 間は,よ りよ く生 きよう とす る願いを もっている。児童 もまた,一 人一人が 自 ら

よ さを求 めて,何 が よいかを探 りなが ら生 きよ うと している。道徳教育 にお いて その願 いを

実現 するためには,教 師が,肯 定的,受 容的,共 感的に児童 を理解 し,愛 情 を もって接す る

ことが大切 であ る。 そ うす ることによ って,児 童 は,自 分の感 じ方 や考 え方 に自信を もち,

勇気を もって伸 び伸 び と表現で きるよ うになる。教師 と児童 との信頼関係がで きて くると,

児童同士 も,互 いの考 えを認 め合 い,励 ま し合 い,尊 重 し合 うとい った豊か な関係を築 くこ

とがで きるのであ る。 さらに,そ の関係を深め るためには,道 徳授業の改善 を図 ることが必

要であ り,多 様 な学習過程 や学習活動,学 習形態な どを創 意工夫 し,児 童一人一人が主体的

に価値 を追究 で きるよ うに しなけれ ばな らない。そ して,互 いに尊重 し合 い,「 か けがえの

ない」 自他を尊重 し合 う心 を育て る ことが重要であ る。

以上 の ことにっ いて,根 本的 に考え,授 業改善を試 み ることがで きたこ とは大変意義のあ

ることで あ った。

2各 分科会 の研究活動 を通 して

第1分 科会 では,「 自分を見っ め,よ さを伸ば してい こうとする児童 」を 目指 し,研 究を

進 めて きた。児童 は他者 とのかか わ りの 中で,自 己を見っあ,よ さを伸 ばそ うとす ることが

多 く,授 業 でよ りよ く他者 とかか われる場面を工夫す ることの大切 さが分か った。

第2分 科会 では,「 互 いのよさを見 っけ,認 あ合い,高 あ合お うとす る児童 」を 目指 し,

研究 を進 めて きた。 このよ うな児童 を育て るため には,友 達 の思 いや考え を受 け入れ,認 め

合 える ことがで きる工夫 をす る ことが,何 より大切 であ ることが分か った。

第3分 科会で は,「 生 きて いる喜 びを実感 し,意 欲 的に生 きよ うとす る児童」を 目指 し,

自然や 自他の生命を大切 に し,美 しい ものに感動す る心の育成 について研究を進あて きた。

その結果,資 料の吟味 とと もに,道 徳の時間を要 として他の教育活動 との関連を図 り,一 人

一人の気付 きや思いを生か した
,個 に応 じた指導 の工夫が大切であ ることが分か った。

第4分 科会で は,「 家族の よさに気付 き,敬 愛の念 を もつ児童 ・家族を思 いや り,進 んで

かかわ ろ うとす る児童」を 目指 し,家 族を見っめ直 し,家 族 を大切 に しようとす る心の育成

につ いて研究を進めて きた。そ り結果,家 族 のよ さ,か けがえの なさに気付 くとともに,こ

れか らの 自分を考え ることがで きる指導の工 夫が大切で ある ことが分か った。

今後の課題 として は,一 人一人の児童が 自分 のよ さを生か し,主 体的な学習がで きるように,

指導過程 をは じあ,道 徳の時間の指導の在 り方 を更に工夫 ・改善 して い く必要があ ると考え る。

また,こ の研究の成果を もとに して,長 く継続 して い くことが大切であ り,更 な る工夫 ・改

善の方策を追究 してい きたい。

一24一


