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　平成30年度から「特別の教科　道徳」が本格実施されました。それに伴ってちまたでは，「問題解決

的な学習」がどうだ，「体験的な学習」がどうだなどと騒がれています。そして，「評価はどうするの？」

という話題で持ちきりです。ところが，肝心の日々の道徳科の授業は自信をもって行われているでしょうか。

　私は立場上，道徳科の授業を拝見する機会が多くあります。公開授業の後の協議会にも参加させてい

ただいています。その際，若い教師のみなさんから，さまざまな疑問や悩みが寄せられることがありま

す。教科書どおりやっているけれど，何だか授業がうまくいっていない気がする，こんなモヤモヤした

悩みにきっと共感できるものがあるのではないでしょうか。

　そこで，これらの疑問や悩みに私なりにお答えしていこうと考えました。ただし，私の実践してきた

ものをもとにお答えするのですから，すべてが正しいわけではないかもしれません。『小学校学習指導

要領解説　特別の教科　道徳編』には，そんなこと書いていませんよというものもあると思います。あ

くまで私からのアドバイスです。そこは，賢く取捨選択してください。そして，活用できそうな部分だ

け，活用してくだされば幸いです。

岡山市立大野小学校校長　深井　守
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vol .2は，2019年４月に発行予定です。
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でも，深まりのない上滑りの授業になってしまいます。
それは，教師が何に気付かせたいかを明確に意識してい
ないからです。子どもにとっても，ねらいが不十分な授
業は何だか曖昧で楽しくありません。新しく気付くこと
や，なるほどと納得するようなことが何もないからです。
それこそ，わかりきったことを言わせたり書かせたりす
る授業になってしまいます。内容項目と教材と児童の実
態から，明確なねらいを設定して授業に臨みましょう。

　ねらいに関連して，導入の役割や方法についても触れ
ておきましょう。
　導入の役割は，価値への方向付けです。子どもに「今日
はこんなことについて考えるのだな。」という構えをもた
せることです。大きく分けて二通りの導入の方法があります。
　その一つは，本時の主題にかかわる問題意識をもたせ
る導入です。私は，道徳科でもめあてが必要だと考えて
います。単に「親切について考えよう。」というのもあり
です。ただ，子どもたちの生活を少し振り返って，「仲の
よい人には親切にできるけど，他の人にはあまりできな
いな。」ということを「みんなもこういうことってあるよね。
じゃあ今日はどんなめあてで考えていこうか。」というよ
うに学級のみんなと共有します。「いろいろな人に親切に
するために大切な気持ちを見つけよう。」などとすると，
より焦点化されためあてになります。「気持ち」の部分を
「考え」「心」「ひみつ」などと読み替えてもよいかもしれ
ません。道徳科も「主体的な学び」でなくてはなりません。
子ども自身が問題意識をもって学ぶようにする必要があ
ると考えます。
　もう一つは，教材の内容に興味や関心をもたせる導入
があります。例えば，６年生の「杉原千畝－大勢の人の
命を守った外交官－」（C 公正，公平，社会正義）では，

杉原千畝さんの写真を提示したり，当時のユダヤ人が置
かれていた状況を解説したりします。世界地図でリトア
ニアの位置を示す必要もあるでしょう。こちらは，心の
ベンチの「『命のビザ』で，今もつながる多くの命」に掲
載されているので，そのページを活用しましょう。

　この場合のめあては，「杉原千畝さんの生き方について
考えよう。」なとどするのがよいと考えます。
　めあてについて道徳科で配慮したいのは，「どう行動し
たらよいか」というようなめあては，不適切だというこ
とです。なぜなら道徳科では，行動について議論するわ
けではありません。行動を支える気持ちや考え，価値観
について議論するのですから。
　

　道徳科のねらいを設定するのは，教師です。学
習課題としてめあてをつかむのは，子どもです。
教師は，「何について考え，何に気付かせたいか。」
というねらいを明確に設定して授業に臨む必要が
あります。そうすれば，子どももめあてをはっき
りつかむことができます。

　本時のねらいは，三つの要素から決まります。一つめは，
内容項目。二つめは，教材。三つめは，児童の実態です。
この三つから，「何について考えさせ，何に気付かせたい
か」が決まるのです。ですから，内容項目をそのままね
らいにもってくるのでは，ねらいの設定が不十分だとい
うことです。

　まずは，『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　
特別の教科　道徳編』をしっかりと読みましょう。発達
の段階によるポイントも示されているので，指導する学
年が低学年だとしても，中学年，高学年とどのようにつ
ながり発展していくのかも読んでおきましょう。
　例えば，「Ａ 個性の伸長」は次のように示されています。

　［第1学年及び第2学年］
　　自分の特徴に気付くこと。
　［第3学年及び第4学年］
　　自分の特徴に気付き，長所を伸ばすこと。
　［第5学年及び第6学年］
　　自分の特徴を知って，短所を改め長所を伸ばすこと。

　このことから，低学年では自分の特徴に気付けばよい
と考えます。中学年では，長所を伸ばすことが加わるん
だなと考えます。短所を改めることが加わるのは，高学
年になってからでよいのだなと考えます。
　次に，教材の分析です。教材を読んで，「場面ごとので
きごと」「登場人物の心の動き」などを表に整理して，道
徳的価値との関連について考えます。
　例えば，２年生の「いい　ところ　みいつけた」（Ａ 個
性の伸長）の場合，こんな感じになります。

　　このようにして，内容項目の解説と教材の分析から考
えると，本時のねらいは次のように設定できます。
　
　自分のよいところについて考えるなかで，よいとこ
ろが見つかるととてもうれしい気持ちになることに気
付き，もっと見つけようとする態度を養う。
　
　どうでしょうか。ずいぶん明確になったと思いませんか。
あとは，これが児童の実態に合っているかどうか検討す
るわけです。
　ねらいの設定が不十分でも，道徳科の授業はできます。

『小学道徳　生きる力　6』P.102・103

『小学道徳　生きる力　6』P.98
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　校内で道徳科の公開授業をすることになり，
指導案を作成して見ていただきました。２年生の
個性の伸長で「自分の特徴に気付こうとする態度
を養う」というねらいにしました。ところが，先
輩の先生から「ねらいの設定が不十分だね。」と
指摘されてしまいました。
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　道徳科の教材提示では，発達段階に応じたさまざまな 
提示の仕方があります。特に低学年では，文字だけの教 
材提示より，視覚的な教材提示を伴う方が理解しやすい 
傾向があるようです。

 ●紙芝居
　紙芝居で教材提示する場合，子どもを教師の周りに集 
めて座らせるのもよいでしょう。全員によく見えるよう 
に，よく聞こえるようにするためです。紙芝居枠も活用 
してみましょう。枠を活用するだけで，特別感が演出さ 
れ，子どもはわくわくしますよ。

 

 ●ペープサート
　ペープサートを活用するのも楽しいものです。例えば，
１年生の「ゆっきと　やっち」（Ｂ 友情，信頼）は，教材
としてはペープサートに適していると思います。　
　みつばちの絵を描いて切り抜き，棒を貼り付けます。 棒
は，割り箸，竹ひご，ストロー，アイスキャンディの棒
などが使えます。竹ひごは，軽くてよいのですが，セロ
ハンテープでとめる際、安定しません。２箇所以上しっ
かりととめましょう。それに比べてアイスキャンディの
棒は，ぴったり貼り付いて安定しますが，短いのが難点 

です。それぞれの特徴を知ったうえで活用しましょう。
裏には，後ろ姿を描くのが普通ですが，別の表情にする 
などの工夫をすると，とてもおもしろいです。

　「ゆっきと　やっち」の場合，表は両方笑顔で，やっち
の裏は苦しそうな表情に，ゆっきの裏は心配そうな表情
にするとよいでしょう。競争の最初は，両方笑顔で， 途中
でひっくり返して，苦しそうな表情と心配そうな表情に
します。最後は，また両方笑顔にします。

　道徳科の教材提示の役割は，子どもをお話の中
に引き込み，登場人物に自我関与させるというこ
とです。そのためのいろいろな工夫は，他にもあ
ります。音声や音楽の効果を生かす工夫やビデオ
などの映像を生かす工夫， 情報機器を活用する工
夫などです。
　ただし，多くの情報を提示することが，必ずし
も効果的だとは言えません。精選した情報をもと
に想像を膨らませ，思考を深めることも大切です。

　道徳の教材提示は，教師の役割です。ですから，教材 
は教師が読み聞かせましょう。 子どもに順番に読ませると，
子どもは緊張して自分が読む箇所だけに集中します。す
ると，教材全体の内容が理解できなくなってしまいます。
国語科と違って道徳科では，教材提示は一回勝負です。
よくわかるように教師が読み聞かせましょう。
　棒読みにならないように，間の取り方や抑揚に気をつ 
けながら読み聞かせましょう。会話の文はその人物にな 
りきって，教師も役者になりましょう。恥ずかしがって 
いてはいけません。
　低学年なら，紙芝居やペープサートにするのもよいで 
しょう。ＤＶＤなどの視聴覚教材があればそれも有効で 
す。デジタルコンテンツもおおいに活用しましょう。
 

　

　教材を読み聞かせる前に，登場人物を紹介しておきま
しょう。教科書にも主な登場人物のイラストが並んでい
ます。同じものを拡大して黒板に貼りながら紹介しましょ
う。名前だけでなくその人物の特徴にも触れるとよいで
しょう。思い切って途中までのあらすじを語って，「さて
この後どうなるのでしょう。」と疑問をもたせたうえで，
教材文を最初から読み聞かせることもできます。
　例えば，３年生の「ぼくのボールだ」（Ｃ 公正，公平， 
社会正義）の場合，まず，黒板に顔の絵を張りながら「ぼ
く」と，「まさと」くんと，「たかし」くんを紹介します。 
そして，まさとくんは強いボールを投げることができる
ことを話します。

　教材を読み聞かせたあと、「誰が出てきましたか」「最
初にどうしましたか」「次は……」などと，いちいち尋ね
る教師がいます。きっと，理解しているかどうか心配な
のでしょう。ところがそんなことをしていたら，時間が
どんどん過ぎてしまいます。いちばん話し合いたい中心
場面にできるだけ時間を割きたいですね。ですから， 一回
読み聞かせれば，教材の内容がよくわかるようにするこ
とが大切です。
　そのためにも，教材を読み聞かせる前に登場人物を紹 
介し，あらすじを少し説明しておくわけです。

教材は子どもに順番に読ませてい
ますが，ダメでしょうか。

1 教材提示

　道徳の教材のお話を子どもに読ませていま
す。国語の音読指導の一環として，国語の授
業と同じように，席の順に句点がくると交代
という約束で読ませていますが，何か問題が
あるでしょうか。

2 登場人物やあらすじの紹介 3 いろいろな教材提示

疑問

2

ぼく まさと たかし
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　そこで，「ぼくは，行かないよ。」と言った場面に焦点
を当てます。次の三つの発問を考えてみました。

発問１「ぼくは，行かないよ。」と言ったとき，ぽん
　　　　　たはどんな気持ちでしょう。

発問２「ぼくは，行かないよ。」と言ったのは，ぽん
　　　　　たがどんなことを考えたからでしう。

発問３「ぼくは，行かないよ。」と大きな声で言った
　　　　　とき，ぽんたはどんな気持ちになったでしょ
　　　　　う。

　発問１だと，あぶないから，行かないという気持ちく 
らいです。
　発問２だと，しばらく考えていた間の迷う気持ちがつ 
かめます。楽しそうだから裏山に行きたいという気持ち 
と，やっぱり行かないという気持ちです。行かない理由 
には，しかられたくないからや約束は守らないといけな 
いから，危ないことはしてはいけないからなどが考えら 
れます。
　発問３は，かんたがさっさと裏山に入っていったとい 
う状況や，裏山に向かってとても大きな声で言ったとい 
う状況をふまえています。そして，言った後どんな気持 
ちになったかを尋ねているので，友達の誘いを断って約 
束を守ることができた，はればれとした気持ちに気付く 
ことができる発問です。
　微妙な違いですが，ねらいとつないで発問を吟味する 
ことが大切です。

　さらに深めるためには，切り返しの発問を用意してお
きます。２年生の「おじさんからの手紙」（C 規則の尊重）
で考えてみましょう。教材の内容は次のようです。
 

　さくら小学校のみんなは，電車に乗って遠足に行っ
たとき，同じ電車に乗っていたおじさんから，「その日，
一日，なんとなくゆかいでした。」と書いた手紙をも
らいました。
　
　ねらいは，約束やきまりを守ろうとする態度を養うこ 
とです。そのためには，公共の乗り物での約束を守るこ 
とが周りの人をとてもよい気持ちにさせることに気付か 
せる必要があります。
　そこで，おじさんからの手紙をもらった場面に焦点を 
当てて，次のように発問します。

発問１　おじさんから手紙をもらって，さくら小学校
　　　　　のみんなはどんな気持ちでしょう。
　　・うれしい気持ち。
　　・とてもいい気持ち。
　これでは，まだ不十分なので，次のように切り返しの 
発問をします。

発問２　どんなことがうれしいのですか。
　　・手紙をもらったことがうれしい。
　　・おじさんにほめられたことがうれしい。
　　・電車の中のきまりが守れたことがうれしい。
　さらに，次のような切り返しの発問もできます。

発問３　うれしい気持ちになったのは，おじさんだけ
　　　　　ですか。
　　・手紙をもらったさくら小学校のみんながうれしい。
　　・電車に乗っていた他の人もうれしい。

　ここまでくると，ねらいに迫ってきたな，深まったな 
と思いませんか。

　発問にもいろいろありますが，ここでは，展開前段に 
教材を読んで考える際の発問を中心に考えていきましょ 
う。いわゆる中心発問や基本発問です。
　子どもは，教材の登場人物の気持ちを尋ねられても， ど
の場面の誰の気持ちかがはっきりしないと考えにくいも
のです。まず，場面絵を提示します。場面絵は片手で持
たず，どの子どもにもよく見えるように両手でしっかり
と持ちます。そして，場面設定や登場人物の置かれた状
況を具体的に解説しましょう。そのうえで，発問をします。
 

　発問は，教卓のところに立ち止まって，ゆっくり丁寧に
提示します。場面絵を黒板に貼ったり，発問を板書したり
します。「○○したときの気持ち」などと，フラッシュカー
ドでキーワードを示すのもよいでしょう。早口になったり
声が小さかったりすると聞き取りにくいです。言い直しは
しません。言い直すことで，微妙に違いが出ることがある
からです。
　例えば，「主人公は，どんな気持ちでしょう。どんなこ
とを考えていたのかな。」という発問をしたとしましょう。
これでは，主人公がある行為をしているときの気持ちを尋
ねているのか，その行為をする前までに考えていたことを
尋ねているのか，はっきりしなくなります。ほんの小さな
ことですが，その小さなことから，ねらいからそれてしま
うということがあるのです。

　２年生の，「ぽんたとかんた」（Ａ 善悪の判断，自律，
自由と責任）で考えてみましょう。教材の内容は次のよ
うです。
　
　仲よしのぽんたとかんたが遊んでいるとき，行って
はいけないと約束している裏山に行こうとかんたに誘
われます。ぽんたは迷いますが，「ぼくは，行かないよ。」 
とはっきり断ります。その結果、かんたも裏山に行く
のはやめて，二人で一緒にぶらんこで遊びました。
　
　ねらいは，よいと思うことを進んで行おうとする心情
を育てることです。この場合は，友達の悪い誘いをはっ
きりと断って約束を守ると，はればれとした気持ちにな
ることに気付かせる必要があります。この場合の「よい
と思うこと」は，危ない場所に行かないという約束を守 
ることです。

「どんな気持ちでしょう。」という発
問では，深まらないんですが……。

1 発問提示の心がまえ

　指導案どおりに，「どんな気持ちでしょう。」と
発問しても，子供から思ったような反応が返って
こないことがあります。深まりのない授業になっ
てしまいます。「心情理解にとどまってはいけな
い。」と思うのですが，どのようにしたら深める
ことができるのでしょうか。

2 発問をどのように作るか

3 切り返して深める

疑問

3




