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道
徳
が
特
別
の

教
科
に
な
る
と

何
が
ど
う
な
る
ん

だ
ろ
う
…
…
？   

そ
ん
な
時

こ
そ
！ 

私
た
ち
の

出
番
ね
！   

な
ん
て

都
合
が

よ
い
ん
だ
！

お
願
い

し
ま
す
！   

今
回
の
改
正
は

「
い
じ
め
の
問
題
等
へ

の
対
応
」
が
発
端
で
、

「
軽
視
さ
れ
が
ち
な

道
徳
の
時
間
」
の

改
善
な
ど
が

そ
の
理
由
な
の 

こ
ん
な
授
業

僕
も
心
当
た
り

あ
る
な
あ
…
…

そ
れ
を

皆
で
変
え
て

い
く
ん
だ
！   

「
道
徳
科
」

に
つ
い
て

解
説
す
る

わ
よ
！   モ

モ
ル
ル

学
習
指
導
要
領
等
の

　
　
　
　
一
部
改
正
の
理
由

徳と
く

田だ 

一か
ず

道み
ち

　
　
新
米
の

　
　
　
中
学
校
教
師

道
徳
教
育
に

つ
い
て
一
道
に

教
え
て
く
れ
る

妖
精

○
○
の

気
持
ち

は
～

こ
の
時
の

気
持
ち

は
～

思
い
や
り
は

大
事
で
す
！

そ
う
だ
!!

※
「
ど
う
す
る
？
　
と
く
だ
先
生
！
」
は
、弊
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
開
し
て
い
る
「
道
徳
教
育
を
解
説
す
る
マ
ン
ガ
」
で
す
。

　
こ
の
マ
ン
ガ
は
、
そ
の
特
別
版
で
す
。



道
徳
教
育
の

基
本
的
な

考
え
方
は

変
わ
ら
な
い
わ  

・
道
徳
科
を
要か
な
め
と
し
て

　
学
校
の
教
育
活
動

　
全
体
で
行
う
こ
と

・
内
面
的
な
資
質
で
あ
る

　
道
徳
性
を
養
う
こ
と

　
　
　
　
　
こ
の
二
つ
ね  

そ
の
道
徳
教
育

の
目
標
が

分
か
り
や
す
く

変
更
さ
れ
た
ん
だ 

誰
か
に
言
わ
れ
て

や
る
だ
け
じ
ゃ
ダ
メ
。

自
分
で
考
え
て

行
動
す
る
こ
と
が

大
切
な
の   

自
立
が

大
切
な
ん
だ

ね
！  

そ
う
だ
。

こ
れ
は
今
日
的
な
課
題
に

取
り
組
む
た
め
に
も

必
要
だ
な   

日常生活

特別活動

総合的な
学習の時間

学校生活

要としての
道徳科

学校の
教育活動全体で行う

道徳教育

家庭・地域での生活，活動

※小学校では，
　この他に
　「外国語活動」が
　あります。

各教科

道
徳
教
育
全
体
で

　
変
わ
る
こ
と
・
変
わ
ら
な
い
こ
と

道徳教育は，（中略）自己の生き方
※
を考え，

主体的な判断の下に行動し，自立した人
間として他者と共によりよく生きるため
の基盤となる道徳性を養うことを目標と
する。

「一部改正 小学校学習指導要領　第 1 章　総則　第 1 の 2」

※中学校は「人間としての生き方」
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道
徳
科
の
目
標
は

こ
う
変
わ
っ
た
ぞ
！   

道
徳
科
で

何
を
し
て
、

何
を
育
て
る
の
か
が

分
か
る
わ
ね

   

「
道
徳
的
実
践
力
」
は

な
く
な
っ
た
の
？   

よ
く

覚
え
て
た
な
！

授
業
で
は

何
が
変
わ
る
の
？

一
方
的
に
伝
え
る
だ
け
の

授
業
で
は
な
く
、

児
童
生
徒
が
主
体
的
に

考
え
、
議
論
す
る
授
業
が

求
め
ら
れ
て
い
る
ぞ

教
え
込
み

で
は
な
く
、

考
え
合
う
授
業
が

大
切
な
ん
だ
ね
…
…

「
道
徳
性
」
で

統
一
さ
れ
た

の
よ
！

「
道
徳
的
行
為
を

 

主
体
的
に

 

実
践
す
る
た
め
の

 

内
面
的
な

 

資
質
・
能
力
」

と
い
う
意
味
で
ね

道
徳
科
で
変
わ
る
こ
と
・

　
　
　
　
変
わ
ら
な
い
こ
と

（前略），よりよく生きるための基盤となる道徳性を
養うため，道徳的諸価値についての理解を基に，自
己を見つめ，物事を

※1
多面的・多角的に考え，自

己の生き方
※2
についての考えを深める学習を通し

て，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てる。

「一部改正 小学校学習指導要領　第 3 章　特別の教科　道徳　第 1」

※ 1 中学校は「物事を広い視野から」
※ 2 中学校は「人間としての生き方」

規
則
は

大
切
だ
な
！

知
っ
て
る

…
…

規
則
は

な
ぜ
大
切

な
ん
だ
ろ
う

そ
れ
は

…
…

で
も

…
…
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授
業
に

問
題
解
決
的
な
学
習
や

体
験
的
な
学
習
も

取
り
入
れ
る
の
？ 

指
導
方
法
の

工
夫
は
大
切
ね
。

た
だ
し
、

道
徳
科
は
道
徳
的
価
値
を

真
正
面
か
ら
考
え
る

時
間
よ   

例
え
ば
、
具
体
的
な

お
じ
き
の
仕
方
を

体
験
す
る
だ
け

じ
ゃ
な
く
て
…

   

そ
の
行
為
の
意
義
を

考
え
合
う
こ
と
が

必
要
な
ん
だ
ね
！

   

指
導
内
容
全
体
で
は

自
尊
感
情
や
い
じ
め
の
防
止
に

関
わ
る
追
加
や
変
更
も
あ
る
わ   

評
価
も
必
要
と

聞
い
た
け
ど
…
…

で
き
る
か
な
…
…

そ
の
子
の

学
習
状
況
や

道
徳
性
の
成
長
の

様
子
を
見
る
の
よ

そ
れ
を

記
述

す
る
ん
だ 

そ
の
子
の
成
長
を

励
ま
す
よ
う
に
ね
！

そ
れ
は
し
っ
か
り

見
よ
う
と

い
つ
も
心
掛
け
て

い
る
つ
も
り
だ
よ
！

道
徳
教
育
の

基
本
的
な
考
え
方
は

「
変
わ
ら
な
い
」
け
れ
ど

児
童
生
徒
が
真
剣
に

考
え
合
う
授
業
に

「
変
え
て
」
い
く 教

育
活
動
全
体
で

行
う
道
徳
教
育
も

大
切
だ
ぞ
！

は
い
！

先
生
方 

皆
で

力
を
合
わ
せ
て

取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
!!

チ
ー
ム
力
！

そ
の
意
気
だ
!!

評
価
に
つ
い
て

ど
う
し
て

大
切

な
ん
だ
ろ
う

※
評
価
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
平
成
27
年
度
中
に

　
専
門
家
会
議
で
審
議
さ
れ
る
予
定
で
す
。
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一部改正 学習指導要領のポイント①

平
成
27
年
３
月
27
日
、「
特
別
の
教
科
と
し
て

の
道
徳
（
道
徳
科
）」
の
設
置
に
つ
い
て
、
学
習

指
導
要
領
の
一
部
改
正
が
告
示
さ
れ
た
。「
道
徳

の
教
科
化
」
で
あ
る
。
私
た
ち
は
歴
史
の
大
き
な

転
換
点
の
「
当
事
者
」
で
あ
る
。

文
部
科
学
省
が
示
し
た
「
道
徳
教
育
の
抜
本
的

改
善
・
充
実
」（
平
成
27
年
３
月
）
が
簡
便
な
手

が
か
り
で
あ
ろ
う
。
道
徳
の
時
間
の
課
題
例
と
し

て
、
以
下
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

・「
道
徳
の
時
間
」
は
、
各
教
科
等
に
比
べ
て
軽
視
さ

れ
が
ち

・ 

読
み
物
の
登
場
人
物
の
心
情
理
解
の
み
に
偏
っ
た

形
式
的
な
指
導 

・ 

発
達
の
段
階
な
ど
を
十
分
に
踏
ま
え
ず
、
児
童
生

徒
に
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
分
か
り
き
っ
た
こ
と

を
言
わ
せ
た
り
書
か
せ
た
り
す
る
授
業

思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

「
教
科
化
」
で
あ
る
。
具
体
的
な
ポ
イ
ン
ト
と
し

て
は
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
た
。

✓ 

道
徳
科
に
検
定
教
科
書
を
導
入 

✓ 

内
容
に
つ
い
て
、
い
じ
め
の
問
題
へ
の
対
応
の
充

実
や
発
達
の
段
階
を
よ
り
一
層
踏
ま
え
た
体
系
的

な
も
の
に
改
善 

✓
「
個
性
の
伸
長
」「
相
互
理
解
、寛
容
」「
公
正
、公
平
、

社
会
正
義
」「
国
際
理
解
、 

国
際
親
善
」「
よ
り
よ

く
生
き
る
喜
び
」
の
内
容
項
目
を
小
学
校
に
追
加

✓ 

問
題
解
決
的
な
学
習
や
体
験
的
な
学
習
な
ど
を
取

り
入
れ
、
指
導
方
法
を
工
夫

✓ 

数
値
評
価
で
は
な
く
、
児
童
生
徒
の
道
徳
性
に
係

る
成
長
の
様
子
を
把
握

要
す
る
に
、「
考
え
、
議
論
す
る
」
道
徳
科
へ

の
転
換
に
よ
り 

児
童
生
徒
の
道
徳
性
を
育
む
と

い
う
の
が
今
回
の
教
科
化
の
主
旨
で
あ
る
。「
こ

れ
ま
で
も
考
え
る
授
業
に
取
り
組
ん
で
き
て
い

る
。」と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
く
る
が
、
よ
り
具
体

的
で
可
視
的
な
成
果
を
早
急
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
教
育
現
場
で
何
が
起
き
る
だ
ろ
う
か
。

・
授
業
時
数
の
確
保
が
進
み
、
授
業
の
未
履
修
が
劇

的
に
改
善
さ
れ
る
。

・
検
定
教
科
書
が
供
給
さ
れ
、
多
様
な
授
業
指
導
が

展
開
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
逆
に
教
科
書
に
頼
る
画

一
的
な
授
業
が
展
開
さ
れ
る
。

・
評
価
基
準
、
評
価
方
法
、
実
践
事
例
に
つ
い
て
の

議
論
が
沸
き
起
こ
り
授
業
が
充
実
す
る
、
あ
る
い

は
逆
に
混
乱
す
る
。

・
教
育
現
場
は
当
面
は
変
化
を
見
せ
な
い
。
解
説
書

や
教
科
書
、
実
践
事
例
集
が
刊
行
さ
れ
る
の
を
待
つ
。

い
ず
れ
も
個
人
的
な
極
論
で
あ
る
。
や
は
り
解

説
書
、
検
定
基
準
の
公
表
を
待
ち
た
い
。

現
行
の
記
載
は
（
平
成
20
年
告
示
）、
昭
和
33

年
以
来
の
流
れ
の
最
新
到
達
点
で
あ
る
。
改
正
の

た
び
に
、
そ
の
時
々
の
道
徳
的
課
題
を
反
映
し
た

文
言
が
付
加
さ
れ
、
現
在
は
ワ
ン
セ
ン
テ
ン
ス
で

７
行
も
の
、
相
当
に
読
み
取
り
に
く
い
印
象
の
文

章
に
な
っ
て
い
る
。
目
標
を
シ
ン
プ
ル
に
抜
き
出

す
と
、
こ
う
で
あ
る
。

「
道
徳
教
育
は
、（
中
略
）
道
徳
性
を
養
う
こ
と
を
目

標
と
す
る
。」（
総
則
）

教
科
化
へ
の
道
筋
の
概
要

1

教
科
化
で
、
何
が
起
き
る
か

２

大
阪
教
育
大
学
　
名
誉
教
授
　
藤
永
　
芳
純

道
徳
科
は
何
を
目
指
す
の
か

小
学
校

道
徳
教
育
の
目
標

３
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そ
の
道
徳
性
の
内
容
説
明
が
、「（
中
略
）」
の

部
分
と
、
こ
の
後
の
「
道
徳
教
育
を
進
め
る
に
あ

た
っ
て
は
」
以
下
の
配
慮
事
項
の
文
章
で
あ
る
。

こ
こ
を
読
む
と
、「
道
徳
教
育
の
内
容
」
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
凝
縮
し
て
網
羅
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
分
か
り
や
す

く
読
み
や
す
い
文
章
と
は
言
い
難
い
だ
ろ
う
。

今
回
の
改
正
で
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
か
。

「
道
徳
教
育
は
、
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に

定
め
ら
れ
た
教
育
の
根
本
精
神
に
基
づ
き
、
自
己

の
生
き
方
を
考
え
、
主
体
的
な
判
断
の
下
に
行
動

し
、
自
立
し
た
人
間
と
し
て
他
者
と
共
に
よ
り
よ

く
生
き
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
道
徳
性
を
養
う
こ

と
を
目
標
と
す
る
。」（
第
１
章　

第
１
の
２
）

ス
リ
ム
に
な
っ
た
が
当
然
情
報
量
は
減
っ
た
。

自
律
性
、
自
立
性
、
主
体
性
が
強
調
さ
れ
、
他
者

と
の
共
生
が
言
わ
れ
て
い
る
が
、
個
の
確
立
が
前

面
に
出
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
個
の
確
立
は
本
来

的
に
社
会
性
を
含
む
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

他
者
と
い
う
人
間
関
係
に
つ
い
て
の
言
及
に
と
ど

ま
り
、
集
団
・
社
会
に
お
け
る
広
義
の
社
会
性
に

つ
い
て
の
表
現
が
具
体
的
に
な
い
こ
と
が
印
象
的

で
あ
る
。
個
の
確
立
と
社
会
の
有
意
な
構
成
員
と

し
て
の
資
質
・
能
力
の
育
成
と
い
う
こ
と
で
言
え

ば
、
前
者
だ
け
が
強
調
さ
れ
た
印
象
で
あ
る
。

一
方
、「
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
定

め
ら
れ
た
教
育
の
根
本
精
神
に
基
づ
き
」
と
い
う

文
言
が
継
承
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ

道
徳
教
育
に
だ
け
こ
の
文
言
が
明
示
さ
れ
て
い
る

の
か
。
そ
れ
は
、
道
徳
教
育
が
人
間
と
し
て
の
生

き
方
在
り
方
を
支
え
る
「
道
徳
心
」
の
育
成
に
関

わ
る
か
ら
で
あ
る
。
教
師
個
人
の
恣
意
や
学
校
独

自
の
勝
手
な
方
針
、
内
容
で
道
徳
教
育
が
行
わ
れ

る
こ
と
を
公
教
育
の
立
場
か
ら
否
定
し
て
い
る
。

こ
の
枠
組
み
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
偏
向

し
た
思
想
教
育
の
そ
し
り
を
招
く
こ
と
の
な
い
状

況
が
実
現
す
る
こ
と
を
願
う
。

教
師
と
し
て
子
ど
も
の
前
に
立
つ
こ
と
は
、
そ

れ
だ
け
で
常
に
既
に
道
徳
教
育
が
実
践
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
公
教
育
と
し
て
の
枠
組
み

が
意
識
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
道
徳
科
」
の
目
標
の
記
載
も
変
更
さ
れ
た
。

「
第
１
章
総
則
の
第
１
の
２
に
示
す
道
徳
教
育
の
目

標
に
基
づ
き
、
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の
基
盤
と

な
る
道
徳
性
を
養
う
た
め
、
道
徳
的
諸
価
値
に
つ

い
て
の
理
解
を
基
に
、
自
己
を
見
つ
め
、
物
事
を

多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
、
自
己
の
生
き
方
に
つ

い
て
の
考
え
を
深
め
る
学
習
を
通
し
て
、
道
徳
的

な
判
断
力
、心
情
、実
践
意
欲
と
態
度
を
育
て
る
。」

 

（
第
３
章　

第
１　

目
標
）

授
業
目
標
の
説
明
で
、「
道
徳
的
な
判
断
力
」

が
先
頭
に
置
か
れ
、「
～
等
」「
道
徳
的
実
践
力
」

と
い
う
表
現
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
が
目
に
つ
く
。

「
内
面
的
資
質
・
能
力
の
育
成
」
は
ど
う
な
っ
た

か
気
に
な
る
。だ
が
、最
も
注
目
し
た
い
の
は
、「
自

己
を
見
つ
め
、
物
事
を
多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
、

自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
る
学

習
」
は
、「
道
徳
的
諸
価
値
に
つ
い
て
の
理
解
を

基
に
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
価
値
理
解
」
が
な
け
れ
ば
学
習
が
成
立
し
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
何
よ
り
も
価
値
の
辞
書
的
理
解

が
先
行
す
る
授
業
に
な
る
。
そ
れ
と
も
、こ
の「
価

値
理
解
」
は
子
ど
も
の
日
常
的
価
値
理
解
の
こ
と

だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
考
え
議
論
す

る
道
徳
科
」
と
は
こ
う
し
た
知
的
営
為
の
提
案
の

よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
で
も
、
価
値
は
「
感
得
す

る
」
と
い
う
反
論
が
あ
り
そ
う
で
は
あ
る
が
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
、「
道
徳
的
価
値
の
自
覚
を

深
め
る
」
こ
と
を
通
し
て
の
道
徳
性
の
育
成
を
説

明
し
て
き
た
。「
自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
考

え
を
深
め
る
学
習
」
は
、
道
徳
性
の
構
造
、
そ
の

獲
得
・
発
達
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
理
論
設
定
に
変
更

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。解
説
書
の
公
刊
が
待
た
れ
る
。

と
も
か
く
、「
賽
は
投
げ
ら
れ
た
」
の
だ
か
ら
、

時
熟
を
待
て
な
い
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
、
最
善

を
尽
く
す
の
が
我
々
の
使
命
で
あ
る
。

「
道
徳
科
」（
道
徳
授
業
）
の
目
標

４
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一部改正 学習指導要領のポイント②

平
成
２
年
以
降
、
い
じ
め
問
題
が
社
会
の
関
心

事
と
な
る
中
で
、
公
共
の
精
神
や
集
団
生
活
の
向

上
に
は
欠
か
せ
な
い
規
範
意
識
の
希
薄
化
し
た
事

象
が
数
多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
社
会

状
況
の
下
で
、
ま
ず
改
正
教
育
基
本
法
（
平
成
18

年
12
月
22
日
）
が
成
立
し
、「
教
育
の
目
的
は
人

格
の
完
成
を
目
指
す
点
に
あ
る
こ
と
」
を
従
前
の

教
育
基
本
法
で
い
う
「
人
格
（
個
人
的
人
格
、
社

会
的
人
格
、
職
業
的
人
格
）
の
陶
冶
に
あ
る
」
と

確
認
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
教
育
再
生
実
行
会
議

第
一
次
提
言
（
平
成
25
年
２
月
26
日
）
が
出
さ
れ
、

道
徳
の
「
教
科
化
」
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
端
緒
と

し
て
、
道
徳
教
育
の
充
実
に
関
す
る
懇
談
会
報
告

（
平
成
25
年
12
月
26
日
）、
続
い
て
中
央
教
育
審
議

会
初
等
中
等
教
育
分
科
会
が
「
道
徳
教
育
専
門
部

会
審
議
の
ま
と
め
」（
平
成
26
年
９
月
19
日
）
を

公
表
し
、
中
央
教
育
審
議
会
答
申
（
平
成
26
年
10

月
21
日
）を
経
て「
特
別
の
教
科　

道
徳
」と
な
る
。

さ
ら
に
一
気
呵
成
に
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
一

部
改
正
（
平
成
27
年
３
月
27
日
）
が
告
示
さ
れ
、

現
行
学
習
指
導
要
領
と
の
対
照
が
明
ら
か
に
な
る

と
、学
校
関
係
者
の
一
部
か
ら
は
「
な
ぜ
、道
徳
が
、

特
別
の
教
科
に
な
る
の
か
」
と
い
っ
た
声
が
聞
か

れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
不
安
を
深
読
み
す
る
と
、

特
別
活
動
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
同
じ
領
域

の
扱
い
で
よ
い
と
の
懸
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
昭
和

33
年
に
「
第
３
章　

道
徳
」
が
創
設
さ
れ
て
以
降
、

今
日
に
至
る
間
も
「
第
１
章　

総
則　

道
徳
」
と

の
線
引
き
が
不
透
明
な
こ
と
に
遠
因
が
あ
る
と
推

察
で
き
る
。
加
え
て
、
中
学
校
に
お
け
る
「
特
別

の
教
科　

道
徳
」
は
移
行
措
置
を
経
て
、
平
成
31

年
４
月
、「
道
徳
科
」
の
授
業
開
始
と
な
る
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。

「
な
ぜ
、
教
科
な
の
か
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
中

学
校
学
習
指
導
要
領
に
み
る「
第
２
章　

各
教
科
」

（
各
教
科
を
担
当
す
る
に
は
教
科
担
任
制
を
敷
く

中
学
校
に
あ
っ
て
は
教
科
免
許
が
必
要
）
で
は
な

く
、
学
級
担
任
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
学
級
担
任

が
責
任
を
も
っ
て
学
習
指
導
で
き
る
よ
う
に
「
特

別
の
教
科
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
人
格
の
完
成
を

目
指
す
た
め
に
必
要
な
道
徳
的
諸
価
値
を
真
正
面

か
ら
取
り
上
げ
て
、
道
徳
授
業
を
き
ち
ん
と
指
導

で
き
る
よ
う
に
し
た
た
め
で
あ
る
。
道
徳
教
育
は
、

学
校
教
育
全
体
を
通
じ
て
、
生
徒
の
心
身
の
発
達

段
階
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
広
が
り
な
ど
の
実

態
と
指
導
上
の
諸
課
題
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
道
徳

性
（
人
間
と
し
て
の
よ
さ
）
を
養
う
こ
と
を
目
標

と
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
道
徳
教
育
に
お
け
る
指
導
内
容
に

つ
い
て
、
今
後
は
小
・
中
・
高
等
学
校
の
各
段
階

に
共
通
す
る
内
容
の
連
続
性
を
重
視
し
、「
生
徒

の
自
立
心
や
自
律
性
」「
生
命
を
尊
重
す
る
態
度

の
育
成
に
必
要
な
基
本
的
な
生
活
習
慣
」「
規
範

意
識
」「
公
平
公
正
」「
自
然
愛
護
」
な
ど
の
人
間

関
係
を
築
く
力
や
「
協
力
協
調
」
と
い
っ
た
社
会

参
画
へ
の
意
欲
や
態
度
、「
伝
統
や
文
化
」
を
尊

重
す
る
態
度
を
意
図
的
・
計
画
的
に
身
に
つ
け
さ

せ
て
い
く
問
題
解
決
的
な
学
習
の
指
導
と
し
て
の

＊
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
大
切
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

道
徳
の
「
教
科
化
」
の
経
緯

1

な
ぜ
、
教
科
な
の
か

２

東
京
純
心
大
学
　
教
授
　
吉
澤
　
良
保

「
特
別
の
教
科
　
道
徳
」
の
設
置
と

学
校
が
対
応
す
る
課
題

中
学
校
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道
徳
性
の
育
成

３ ＊
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

教
員
に
よ
る
講
義
形
式
の
授
業
で
は
な
く
、
生
徒

自
ら
の
思
考
で
明
日
を
生
き
る
た
め
に
必
要
な
問
題

や
課
題
を
発
見
し
、
そ
の
解
決
に
必
要
な
手
段
や
方

法
を
考
え
、
実
践
す
る
中
で
検
討
を
加
え
、
成
果
と

し
て
発
表
す
る
こ
と
で
、
論
理
的
な
思
考
力
や
課
題

設
定
力
・
問
題
解
決
力
を
「
学
修
」
さ
せ
て
い
く
指

導
法
で
あ
る
。

国
際
教
員
指
導
環
境
調
査
（
Ｔ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
・
平
成

25
年
）
結
果
に
お
い
て
も
「
日
本
の
教
員
は
生
徒
の

多
様
な
学
び
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
が
、
多
様

な
実
践
は
国
際
的
に
み
て
低
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

学
校
教
育
全
体
で
取
り
組
む
道
徳
教
育
の
要か

な
め

と

し
て
の
「
特
別
の
教
科　

道
徳
」
で
は
、
各
教
育

活
動
で
行
わ
れ
る
学
習
指
導
が
、
学
校
の
教
育
活

動
全
体
に
波
及
し
、
生
き
て
働
く
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
今
日
よ
り
も
明

日
に
向
け
て
よ
く
な
ろ
う
と
す
る
態
度
（
道
徳
的

実
践
力
）」
の
育
成
が
道
徳
授
業
の
目
標
な
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
健
全
な
自
尊
感
情
を
も
っ
て
主
体

的
・
自
律
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
中
で
、
人
間
尊

重
の
精
神
と
生
命
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
発
揮
し
、

ま
た
、
集
団
や
社
会
の
一
員
と
し
て
、
そ
の
発
展

に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
傾
向
性
の
こ
と
で
も
あ
る
。

改
正
教
育
基
本
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
平
成
20

年
７
月
の
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
で
は
、

変
化
の
激
し
い
社
会
に
あ
っ
て
も
他
の
人
と
協
調

し
な
が
ら
自
律
的
に
社
会
生
活
を
送
る
上
で
必
要

な
「『
生
き
る
力
』
と
し
て
の
実
践
的
な
力
（
正

義
感
、
寛
容
、
自
己
抑
制
力
）」
や
、
美
し
い
も

の
や
自
然
に
感
動
す
る
心
な
ど
の
「
柔
ら
か
で
豊

か
な
人
間
性
」
の
育
成
を
図
る
の
が
人
格
の
完
成

を
目
指
す
「
心
の
教
育
」
で
あ
り
、
そ
の
基
盤
を

養
う
こ
と
が
道
徳
教
育
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

次
代
を
担
う
生
徒
達
が
自
ら
学
ぶ
意
欲
を
も
ち
、

未
来
へ
の
夢
や
目
標
を
抱
き
、
自
ら
を
律
し
つ
つ
、

自
己
責
任
を
果
た
し
、
自
己
の
利
益
だ
け
で
な
く

社
会
や
公
共
の
た
め
に
自
分
は
何
を
な
し
う
る
か

を
考
え
実
践
す
る
、
道
徳
性
を
育
む
こ
と
が
道
徳

教
育
の
方
向
な
の
で
あ
る
。

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
創
設
以
降
、
中
学
校

で
の
実
践
的
活
動
の
内
容
は
身
近
な
人
権
問
題
、

福
祉
問
題
か
ら
、
教
育
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
、
環

境
、
保
健
医
療
、
国
際
交
流
・
協
力
、
情
報
化
、

平
和
の
促
進
、
地
域
振
興
に
至
る
ま
で
、
幅
広
い

活
動
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ

に
、
未
来
の
実
践
的
活
動
の
主
役
と
な
る
生
徒
へ

の
支
援
が
欠
か
せ
な
い
、
道
徳
教
育
の
役
割
が
あ

る
。
し
か
し
、
学
校
は
社
会
貢
献
に
向
け
て
の
発

想
を
豊
か
に
す
る
情
報
発
信
と
道
徳
授
業
を
以
下

に
留
意
し
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
実

践
的
活
動
は
、
今
か
ら
で
き
る
こ
と
を
探
す
学
習

で
あ
る
た
め
、「
人
、
も
の
、
資
金
」
が
「
い
な
い
、

足
り
な
い
」
た
め
に
「
で
き
な
い
、
検
討
中
で
あ

る
」
で
は
不
可
で
あ
る
。
最
初
は
地
味
で
も
続
け

て
行
う
こ
と
で
輝
い
て
く
る
の
が
実
践
的
活
動
で

あ
り
、
で
き
る
こ
と
か
ら
実
行
し
て
み
る
こ
と
が

大
切
な
の
で
あ
る
。
活
動
し
な
が
ら
そ
の
途
中
で
、

生
徒
が
自
ら
の
行
為
を
視
野
狭
窄
か
ら
客
観
視
へ

と
変
化
で
き
る
よ
う
に
、「
道
徳
科
」
授
業
で
の

多
様
な
指
導
法
を
積
極
的
に
導
入
し
て
い
く
の
で

あ
る
。「
資
料
を
読
み
、
感
想
を
発
表
さ
せ
、
教

師
が
説
話
す
る
」
だ
け
で
実
践
的
活
動
を
ま
と
め

れ
ば
、
負
の
効
果
を
生
む
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な

い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
社
会
貢
献
に
向
け
た
実
践
活

動
の
基
盤
づ
く
り
と
し
て
の
、
道
徳
授
業
の
指
導

法
の
工
夫
と
改
善
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
教
師

は
、「
生
徒
の
心
に
実
践
的
活
動
の
意
義
に
か
か

わ
る
何
を
補
充
・
深
化
・
統
合
し
た
の
か
」
そ
し

て
「
い
か
に
生
徒
と
か
か
わ
り
授
業
を
推
進
し
た

の
か
」
と
い
っ
た
評
価
の
態
度
を
も
っ
て
生
徒
の

道
徳
性
を
養
う
の
で
あ
る
。

実
践
的
活
動
を
教
材
と
す
る

「
道
徳
科
」
授
業

４
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一部改正 学習指導要領のポイント③

平
成
27
年
３
月
に
一
部
改
正
さ
れ
た
学
習
指

導
要
領
で
は
、「
特
別
の
教
科　

道
徳
」（
以
下
、　

道
徳
科
）
の
評
価
に
つ
い
て
、

「
児
童（
中
学
校
で
は
生
徒
）
の
学
習
状
況
や
道
徳
性

に
係
る
成
長
の
様
子
を
系
統
的
に
把
握
し
、
指
導

に
生
か
す
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。た
だ
し
、
数

値
な
ど
に
よ
る
評
価
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。」

と
示
さ
れ
た
。

道
徳
に
限
ら
ず
目
標
を
も
っ
た
教
育
活
動
で
あ

れ
ば
、
そ
こ
に
評
価
が
伴
う
の
は
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
、
道
徳
の
時
間
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で

評
価
と
い
う
も
の
が
殆
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た

の
が
現
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
は
、
道
徳
の
時
間
に
育
成
す
べ
き
道
徳

的
実
践
力
が
内
面
的
資
質
で
あ
り
、
そ
の
内
面
に

あ
る
も
の
を
評
価
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
仮
に
道
徳
性
が
身
に
つ
い

て
い
る
子
ど
も
が
い
た
と
し
て
、
そ
れ
が
道
徳
の

時
間
の
成
果
な
の
か
、
そ
れ
と
も
道
徳
教
育
の
成

果
な
の
か
、
家
庭
教
育
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
あ

る
い
は
そ
の
子
が
元
々
も
っ
て
い
る
性
質
に
よ
る

も
の
な
の
か
が
判
別
で
き
な
い
こ
と
、
更
に
言
う

な
ら
ば
、
価
値
観
の
多
様
化
の
中
で
善
悪
の
基
準

が
明
確
で
な
い
こ
と
な
ど
、
道
徳
の
時
間
の
評
価

に
関
し
て
、
教
師
達
を
消
極
的
に
す
る
幾
つ
も
の

要
因
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。

だ
か
ら
と
言
っ
て
評
価
も
で
き
ず
、
成
果
も
見

え
な
い
ま
ま
実
践
を
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、

道
徳
科
が
子
ど
も
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
学
習
に

な
っ
た
か
ど
う
か
の
判
断
を
ど
の
よ
う
に
し
て
行

え
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
教
師
は
子
ど
も
が
道

徳
科
で
何
を
学
び
、
ど
れ
だ
け
成
長
し
た
か
に
つ

い
て
ど
こ
ま
で
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

授
業
の
良
し
悪
し
を
決
め
る
に
は
様
々
な
基
準

が
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
は
外
し
て
は
な
ら
な
い
も

の
を
一
つ
だ
け
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
ね

ら
い
の
達
成
」
で
あ
る
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
の
道
徳
の
時
間
の
ね
ら

い
で
は
、
例
え
ば
「
う
そ
を
つ
い
た
り
ご
ま
か
し

を
し
た
り
し
な
い
で
、
素
直
に
伸
び
伸
び
と
生
活

し
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。」
や
、｢

相
手
の

こ
と
を
思
い
や
り
、
進
ん
で
親
切
に
し
よ
う
と
す

る
態
度
を
養
う
。」
の
よ
う
に
、
学
習
指
導
要
領

に
示
さ
れ
た
内
容
に
書
か
れ
て
い
る
文
章
の
末
に

「
心
情
」「
判
断
力
」「
態
度
」
な
ど
の
道
徳
性
の

様
相
を
引
っ
付
け
た
だ
け
の
も
の
が
多
く
み
ら
れ

た
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
ね
ら
い
は
、
そ
れ
が

ど
の
程
度
達
成
で
き
た
の
か
を
評
価
す
る
た
め
の

基
準
と
し
て
は
大
き
す
ぎ
た
と
考
え
る
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
人
々
は
、「
道
徳
性
や
道

徳
的
実
践
力
」
は
一
時
間
で
育
つ
よ
う
な
も
の
で

は
な
く
、
将
来
出
会
う
で
あ
ろ
う
様
々
な
場
面
・

状
況
に
お
い
て
も
道
徳
的
価
値
を
実
現
す
る
た
め

に
適
切
な
行
為
を
、
主
体
的
に
選
択
し
実
践
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
内
面
的
資
質
で
あ
り
、
道

徳
の
時
間
に
即
効
性
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
と

主
張
し
て
き
た
。

こ
の
主
張
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
目
標
の
捉
え
方

を
「
長
期
的
な
目
標
」
と
位
置
づ
け
た
ブ
ル
ー
ム

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
教
育
者
も
、
短
期
的
な
目
標
と
長
期
的
な
目
標
の

間
の
関
係
を
見
失
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、

道
徳
教
育
の
評
価

1

大
阪
市
立
豊
仁
小
学
校
　
校
長
　
服
部
　
敬
一

道
徳
科
の
評
価
は
こ
う
す
れ
ば
で
き
る

評
　
価ね

ら
い
の
達
成
が
評
価
の
最
も
重
要

な
基
準

２
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教
師
や
校
長
の
中
に
は
、
彼
ら
の
『
本
当
』
の
目

標
は
、
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
、
確
認
で
き
な

い
も
の
で
あ
っ
て
、
生
徒
の
ど
の
よ
う
な
変
化
で

あ
る
か
と
い
う
形
で
は
述
べ
ら
れ
な
い
も
の
だ
と

主
張
す
る
人
も
い
る
。
ま
た
、
す
ぐ
に
は
明
白
で

は
な
い
が
、
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
、
学
校
を
お
え

て
何
年
も
た
っ
て
現
れ
る
よ
う
な
或
る
態
度
、
価

値
、
技
能
を
育
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張

も
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
教
師
に
よ
っ
て
は
、

自
分
達
に
わ
か
っ
て
い
る
の
は
目
標
の
重
要
性
だ

け
で
あ
り
、
実
際
に
生
じ
る
結
果
の
形
や
方
向
な

ど
を
教
師
が
予
知
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考

え
方
は
、
時
に
よ
る
と
〝
教
え
る
以
上
の
こ
と
が

習
得
さ
れ
る
〟
と
い
う
決
ま
り
文
句
に
要
約
さ
れ

る
場
合
も
あ
る
。」（
Ｂ・Ｓ・ブ
ル
ー
ム
他
、梶
田
叡
一
他
訳『
教

育
評
価
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
一
九
七
三
年　

第
一
法
規　

28
頁
）

こ
の
ブ
ル
ー
ム
の
考
え
は
、
こ
れ
ま
で
の
道
徳

の
時
間
の
課
題
に
ぴ
っ
た
り
あ
て
は
ま
る
。

で
は
、
道
徳
科
に
短
期
的
な
目
標
を
設
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
た
ち
教
師

は
道
徳
の
授
業
を
つ
く
る
際
、
ね
ら
い
の
達
成
に

向
け
て
資
料
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
、
子
ど
も
に

何
を
学
ば
せ
る
か
を
考
え
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば

有
意
義
な
学
習
活
動
も
、
有
効
な
発
問
も
つ
く
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
一
時
間
で
子

ど
も
が
変
容
す
る
と
考
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
一
時
間
で
の
変
容
は
ほ
ん
の
小
さ
な

も
の
で
し
か
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
一

時
間
分
の
変
容
と
し
て
は
十
分
に
意
味
が
あ
る
。

中
央
教
育
審
議
会
が
平
成
26
年
10
月
に
示
し
た

『
道
徳
に
係
る
教
育
課
程
の
改
善
等
に
つ
い
て（
答

申
）』
に
は
、
道
徳
教
育
の
評
価
に
関
し
て
学
習

指
導
要
領
や
そ
の
解
説
に
盛
り
込
む
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
こ
と
が
ら
と
し
て
、
次
の
こ
と
が
書
か
れ

て
い
る
。

「
道
徳
教
育
の
充
実
の
た
め
に
は
、
目
標
を
踏
ま
え
、

指
導
の
ね
ら
い
や
内
容
に
照
ら
し
て
、
児
童
生
徒

一
人
一
人
の
よ
さ
を
伸
ば
し
、
道
徳
性
に
係
る
成

長
を
促
す
た
め
の
適
切
な
評
価
を
行
う
こ
と
が
必

要
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
、
道
徳
教
育
に
係

る
学
校
や
教
員
の
指
導
改
善
等
に
も
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
。」

つ
ま
り
、
指
導
の
ね
ら
い
や
内
容
に
照
ら
し
て

児
童
一
人
一
人
の
道
徳
性
に
係
る
成
長
を
促
す
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ね
ら
い
に
は
長
期

的
な
視
点
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
道
徳
科
に
関
し
て

言
う
な
ら
ば
、
短
期
的
な
ね
ら
い
が
設
定
で
き
る

は
ず
で
あ
る
し
、
そ
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
長
期

的
な
目
標
を
実
現
で
き
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
道
徳
科
に
お

い
て
授
業
の
ね
ら
い
や
内
容
に
照
ら
し
て
子
ど
も

の
評
価
を
行
う
た
め
に
は
、
ま
ず
、
一
時
間
で
達

成
可
能
な
具
体
的
な
ね
ら
い
を
立
て
る
必
要
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
抽
象
的
な
道
徳
的
価
値
や
そ
れ
を

文
章
に
表
し
た
内
容
項
目
を
ね
ら
い
と
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
授
業
で
扱
う
資
料
の
特
質
を
生
か

し
た
具
体
的
な
ね
ら
い
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
授
業
で
あ
る
以
上
、
子
ど
も
が
元
々
分
か

っ
て
い
る
こ
と
を
ね
ら
い
に
す
る
の
で
は
な
く
、

子
ど
も
に
と
っ
て
の
何
ら
か
の
新
し
い
学
び
を
想

定
し
て
ね
ら
い
を
立
て
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

道
徳
科
を
一
時
間
実
施
し
た
か
ら
に
は
、
そ
の
成

果
が
た
と
え
僅
か
で
も
、
子
ど
も
に
何
ら
か
の
変

化
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方

に
立
ち
、
起
こ
る
べ
き
変
化
を
具
体
的
に
表
し
た

ね
ら
い
を
立
て
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

同
じ
内
容
項
目
で
あ
っ
て
も
学
年
や
資
料
が
変
わ

れ
ば
ね
ら
い
も
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
る
。

中
央
教
育
審
議
会
答
申
に
は
更
に
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。

「
児
童
生
徒
の
道
徳
性
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
多
面

的
、
継
続
的
に
把
握
し
、
総
合
的
に
評
価
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、『
特
別
の
教

一
時
間
で
達
成
可
能
な
ね
ら
い
を

立
て
る
に
は

３

道
徳
科
の
目
標
や
内
容
、
そ
れ
に
基
づ

く
授
業
の
ね
ら
い
に
則
っ
た
記
述
を

４
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科　

道
徳
』（
仮
称
）
に
つ
い
て
、
数
値
な
ど
に

よ
る
評
価
を
行
う
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
。」

「
指
導
要
録
に
つ
い
て
、『
特
別
の
教
科　

道
徳
』（
仮

称
）
に
関
し
て
、
そ
の
目
標
に
照
ら
し
て
学
習
状

況
や
成
長
の
様
子
な
ど
を
文
章
に
記
述
す
る
た
め

の
専
用
の
記
録
欄
を
設
け
る
こ
と
な
ど
の
改
善
を

図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
学
校
の
教
育
活

動
全
体
を
通
じ
て
行
う
道
徳
教
育
の
成
果
と
し
て

行
動
面
に
表
れ
た
も
の
を
評
価
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
現
行
の
指
導
要
録
の
『
行
動
の
記
録
』
を
改

善
し
活
用
す
る
こ
と
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
。」

答
申
に
基
づ
い
て
、
指
導
要
録
や
通
知
票
に
子

ど
も
の
学
習
状
況
や
成
長
の
様
子
を
記
述
す
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
道
徳
科
の
目
標
や
内
容
、

そ
れ
に
基
づ
く
授
業
の
ね
ら
い
に
則
っ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
道
徳
科
の
評
価
と
は
呼
べ
な

い
。
評
価
が
難
し
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
褒
め
た

り
、
励
ま
し
た
り
し
て
お
け
ば
よ
い
と
い
う
考
え

は
、
評
価
に
対
し
て
無
責
任
で
あ
る
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
年
生
に
「
は
し
の
う
え
の
お
お
か
み
」
と
い

う
資
料
が
あ
る
。
こ
の
資
料
は
、
は
じ
め
は
自
分

よ
り
も
弱
い
動
物
に
意
地
悪
を
し
て
喜
ん
で
い
た

お
お
か
み
が
、
く
ま
と
の
出
会
い
を
通
し
て
他
の

動
物
に
親
切
に
し
て
み
た
。
す
る
と
、
意
地
悪
を

し
た
と
き
よ
り
ず
っ
と
い
い
気
持
ち
に
な
っ
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
ひ
と
に

親
切
に
す
る
こ
と
は
、
ひ
と
に
意
地
悪
す
る
お
も

し
ろ
さ
よ
り
も
、
ず
っ
と
い
い
気
持
ち
に
な
る
こ

と
に
気
づ
い
た
。」「
親
切
に
す
る
と
、
し
て
も
ら

っ
た
人
が
う
れ
し
い
気
持
ち
に
な
る
だ
け
で
な
く
、

し
た
自
分
も
い
い
気
持
ち
に
な
る
こ
と
に
気
づ
い

た
。」
と
い
う
子
ど
も
の
変
容
を
見
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
決
し
て
、「
意
地
悪
は
い
け
な
い
こ
と

が
分
か
っ
た
。」
や
「
親
切
に
す
る
こ
と
が
よ
い

と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。」
と
い
う
よ
う
な
子

ど
も
に
と
っ
て
分
か
り
き
っ
た
こ
と
を
示
し
た
も

の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
変
容
を
一
学
期
間
な

り
一
年
間
な
り
積
み
上
げ
た
中
か
ら
、
特
に
顕
著

な
も
の
を
取
り
上
げ
て
、
指
導
要
録
や
通
知
票
に

記
入
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
際
、

後
に
示
す
「
評
価
文
例
」
を
参
考
に
し
て
も
ら
い

た
い
。

で
は
、
文
例
に
示
し
た
よ
う
な
子
ど
も
の
変
容

を
ど
の
よ
う
に
し
て
見
取
る
の
か
。
そ
れ
は
、
学

習
中
に
子
ど
も
が
発
言
し
た
こ
と
や
、
子
ど
も
が

書
い
た
も
の
か
ら
見
取
る
こ
と
に
な
る
が
、
授
業

の
中
で
教
師
が
そ
の
こ
と
を
教
え
て
し
ま
っ
た
の

で
は
、
子
ど
も
が
本
当
に
学
ん
だ
こ
と
に
な
ら
な

い
。
ま
た
、
教
師
が
「
分
か
り
ま
し
た
か
？
」
と

尋
ね
た
こ
と
に
対
し
て
子
ど
も
が
「
は
い
。」
と

応
え
た
か
ら
と
い
っ
て
分
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し

た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
子
ど
も
が

道
徳
ノ
ー
ト
に
「
こ
れ
か
ら
は
親
切
に
し
た
い
と

思
い
ま
し
た
。」
と
書
い
て
い
て
も
あ
て
に
な
ら

な
い
。
子
ど
も
は
教
師
が
期
待
す
る
こ
と
を
書
こ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

私
は
、
こ
れ
ま
で
一
時
間
の
道
徳
の
時
間
の
最

後
に
「
今
日
の
学
習
で
分
か
っ
た
こ
と
（
学
ん
だ

こ
と
）」
を
子
ど
も
達
に
書
か
せ
て
き
た
。
子
ど

も
達
は
、
そ
の
時
間
の
ね
ら
い
を
知
ら
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
教
師
が
何
を
学
ば
せ
た
い

の
か
は
知
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
子
ど

も
が
書
い
た
「
分
か
っ
た
こ
と
（
学
ん
だ
こ
と
）」

は
、
子
ど
も
自
身
が
そ
う
思
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
教
師
が
誘
導
し
て
言
わ
せ
た
言
葉
で

は
な
く
、
授
業
前
か
ら
分
か
っ
て
い
た
こ
と
で
も

な
い
、
そ
の
授
業
を
通
し
て
子
ど
も
自
身
が
学
ん

だ
と
考
え
た
こ
と
で
あ
る
。

「
評
価
文
例
」
は
、
道
徳
の
時
間
を
通
し
て
子

ど
も
自
身
が
「
分
か
っ
た
こ
と
（
学
ん
だ
こ
と
）」

と
し
て
書
い
た
も
の
を
も
と
に
作
成
し
た
も
の
で

あ
る
。

評
価
の
実
際
と
そ
の
文
例

５

評
　
価
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評　価　文　例　（小学校 1・2 年）
資料名／内容項目／ねらい 評価文例

かぼちゃのつる
A 節度・節制（現行 1- ⑴）

ねらい ひとの言うことを聞かな
いでわがままばかりをしている
と，失敗しても誰もかわいそう
だと思ってくれないことを理解
させる。

● わがままを言ってひとの注意を聞かないと，失敗した
ときに，誰もかわいそうだと思ってくれないことを理
解しました。

● いくら注意をしてあげても言うことを聞かない人がひ
どい目にあったときに，当たり前だと思うことに気づ
きました。

はしのうえのおおかみ
Ｂ 親切，思いやり（現行 2- ⑵）

ねらい 悪いことをしたときより
も親切にしたときのほうがずっ
と気持ちがいいことに気づかせ
る。

● ひとに親切にすることは，ひとに意地悪するおもしろ
さよりも，ずっといい気持ちになることに気づきました。

● 親切にすると，してもらった人がうれしい気持ちにな
るだけでなく，した自分もいい気持ちになることに気
づきました。

● 相手が喜ぶことをしてあげることは，した自分にとっ
てもうれしい気持ちになることに気づきました。

二わのことり
Ｂ 友情，信頼（現行 2- ⑶）

ねらい 友達を悲しませないこと
を，また友達が喜ぶことを考え
て行動することのよさを理解さ
せる。

● 友達が悲しい気持ちになることをするのはかわいそう
であり，友達が喜ぶことをするのは自分にもうれしい
ことであることに気づきました。

● 友達を悲しい気持ちにすることの辛さがわかり，友達
を喜ばせることの素晴らしさに気づきました。

黄色いベンチ
Ｃ 規則の尊重（現行 4- ⑴）
ねらい 何かに夢中になると，人
に迷惑をかけていることに気づ
かなくなることを理解させる。

● 何かに夢中になっているときでも，他の人に迷惑をか
けていないか考えないといけないことがわかりました。

● 何かに夢中になっているときほど，自分のことしか考
えなくなるので，他の人に迷惑をかけてしまいやすい
ことに気づきました。

ハムスターの　あかちゃん
Ｄ 生命の尊さ（現行3-⑴）
ねらい 動物も人間も赤ちゃんの
ような小さく弱い命を大切にし
ていることを理解させる。

● 生まれたての小さな命は，とても弱いから傷つけない
ように大切にしなければならないということが改めて
わかりました。

● 動物のお母さんも赤ちゃんをとても大切にしているの
を知って，命の大切さが改めてわかりました。

どうぶつのかくれんぼ
Ｄ 感動，畏敬の念（現行 3- ⑶）

ねらい 色や形で身を隠す動物を
通して，自然の力や不思議さを
理解させる。

● 動物たちが生きていきやすいような色や形を与えた自
然の力のすごさに驚きました。

● 動物たちが生きるために，こんなに素晴らしい色や形
を与えた自然の不思議さに気づきました。
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評　価　文　例　（小学校 3・4 年）
資料名／内容項目／ねらい 評価文例

まどガラスと魚
A 正直，誠実（現行 1- ⑷）
ねらい 過ちをごまかしていると
心が暗くなるが，それを素直に
認め正直に謝ると明るい気持ち
になれることを理解させる。

● 正直に話すと怒られるかもしれないが，そのほうが気
持ちがすっきりする。たとえ，怒られてもそれで終わ
ることができるとわかりました。

● 嘘やごまかしを続けると，本当のことが明るみに出な
いかと毎日気になって，ずっと後ろめたく暗い気持ちで
過ごさなければならないということがわかりました。

どんどんばしのできごと
A 善悪の判断，自律，自由と責任

（現行 1- ⑶）
ねらい 自分でよく考えないで友
達に流されて行動すると，自分
が一番くやしい思いをすること
を理解させる。

● やってはいけないことを自分がわかっているのに，友
達に流されてやってしまったときには，自分のことを
情けなく思うことがわかりました。

● 本当は自分がやりたくないと思っていたのに，友達に
流されてやってしまったときは，自分が後悔すること
がわかりました。

絵はがきと切手
Ｂ友情，信頼（現行 2- ⑶）
ねらい 友達から自分が悪く思わ
れたくない，友達との関係を崩
したくないという考え方には，
本当の友達として足りないもの
があることに気づかせる。

● 友達のためだと言いながら，実は自分が悪く思われた
くないと考えて行動することは，本当の友達としては
足りないものがあるとわかりました。

● 友達のことだけを考えて行動することは難しいけれど，
自分のことを一番に考えて行動していたのでは，本当
の友達にはなれないということがわかりました。

雨のバスていりゅう所で
Ｃ 規則の尊重（現行 4- ⑴）
ねらい 自分さえよければいいと
思ってきまりや順番を破るのは，
まわりの人に迷惑をかける醜い
行為であることに気づかせる。

● きまりや順番は，誰もが嫌な気持ちにならず，みんな
が気持ちよく過ごすためのものだということを理解し
ました。

● きまりや順番を守らないで自分が得をしたと思うのは，
わがままで自分勝手な醜い考え方でしかないというこ
とがわかりました。

ぼくの草取り体験
Ｃ 勤労，公共の精神（現行 4- ⑵）
ねらい みんなの役に立つことを
するのは，楽しいことであると理
解させる。

● みんなのためになることをすると大人からほめられる
こともあるが，それよりも自分がみんなの役に立った
という喜びが大きいことがわかりました。

● 同じ働くのであれば，いやいやするよりもみんなのため
に一生懸命にやったほうが楽しいことに気づきました。

ヒキガエルとロバ
Ｄ 生命の尊さ（現行 3- ⑴）
ねらい 遊び半分で小さな生き物
の命を奪ったときには，本当の
喜びは得られないことに気づか
せる。

● 動物をいじめることは少しおもしろそうだが，その動
物を死なせてしまったときに本当に楽しい気持ちにな
るわけではないことがわかりました。

● 生き物の命を奪うことは，決してしてはならないこと
であり，おもしろがってそれをしたときには，それを
した自分が情けない気持ちになることがわかりました。

評
　
価
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評　価　文　例　（小学校 5・6 年）
資料名／内容項目／ねらい 評価文例

うばわれた自由
Ａ 善悪の判断，自律，自由と責任

（現行 1- ⑶）
ねらい 責任の重さは，立場によ
って異なり，権力があるほど，
地位が高いほど責任が重くなる
ことを理解させる。

● 責任というものは自分だけでなく，まわりへの影響も
考えておかなければならないものだということがわか
りました。

● 責任は立場によって違うもので，地位が高くなるほど，
まわりへの影響力があるほど，責任は重くなることが
わかりました。

手品師
Ａ 正直，誠実（現行 1- ⑷）

ねらい 自分に誠実に生きること
が，自分の誇りを守ることにな
ると気づかせる。

● 小さな約束だからといって，それを軽く扱うような自
分は許せないし，そんな人間にはなりたくないという
手品師の思いを理解しました。

● お金は欲しいが，そのために自分に嘘をつくような自
分を許せないという手品師の気持ちがわかりました。

くずれ落ちただんボール箱
Ｂ 親切，思いやり（現行 2- ⑵）
ねらい 相手が喜ぶ・喜ばない，
誰かに褒められる・褒められな
いではなく，相手のことを考え
て親切にすることが素晴らしい
ことに気づかせる。

● 誰に対しても親切にすると，相手が喜ぶだけでなく，
そのことを見たり聞いたりした人も温かい気持ちにな
ることがわかりました。

● 親切にするということは，お礼を言われるとか，ほめ
られるとかに関係なく，素晴らしいことだとわかりま
した。

名前のない手紙
Ｃ 公正，公平，社会正義（現行 4- ⑵）
ねらい いじめがあることを心か
ら望んでいる者など誰もいない
のだということを理解させる。

● 自分がいじめられたくないから，する側にまわってし
まうが，いじめなど誰も心から望んではいないことが
わかりました。

● いじめる側の人たちも，決して心からそうしたいわけ
ではなく，自分がいじめられたくないだけだとわかり
ました。

母の仕事
Ｃ 勤労，公共の精神（現行 4- ⑷）
ねらい どんな仕事にも苦労はあ
るが，それ以上の喜びや満足が
あることに気づかせる。

● どんな仕事でも，仕事というものには苦労があるが，
そこには，やりがい・楽しさ・喜び・満足が必ずある
とわかりました。

● 楽しそうに見える仕事であっても，必ず苦労はある。
でも，その上で喜びや満足があることがわかりました。

青の洞門
D 感動，畏敬の念（現行 3- ⑶）

ねらい 私たち人間は，たとえど
のような状況でも，よりよく生
きようと願っていることを理解
させる。

● 自分が犯したことへの罪の意識は，どのような償いを
しても本当に消し去ることができないとわかり，それ
が人間の善さだとわかりました。

● 自分が犯した罪を償いたい，消したいという気持ちが
湧くのは，私たち人間がよりよく生きたいと願ってい
るからだとわかりました。
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評　価　文　例　（中学校）
資料名／内容項目／ねらい 評価文例

裏庭でのできごと
Ａ 自主，自律，自由と責任（現行1-⑶）
ねらい 自分の過ちを，どのよう
に正当化しようとも，そんな自
分を卑怯だと思う自分があるこ
とを理解させる。

● 過ちを犯した自分を悪かったと思っている気持ちは，
たとえ様々な理由をつけても，消せないということが
わかりました。

● 自分がしたことが悪かったのかそうではなかったのか
について一番わかっているのは自分であり，本当のこ
とがばれなくても（ばれないほど），自分を許せない
という気持ちになることが理解できました。

夜のくだもの屋
Ｂ 思いやり，感謝（現行 2- ⑵，2- ⑹）
ねらい 親切にする気持ちは純粋
な思いやりであり，そこに感謝
されたい，お節介になりたくな
いなどの別の気持ちをもち込み
たくないものであることに気づ
かせる。

● 人に親切にしたいという気持ちは思いやりからくるべ
きで，相手に感謝されたいという気持ちからの親切に
してしまいたくないという思いが誰にでもあることが
わかりました。

● 誰しも，人に親切にしたいと願う心をもっており，そ
れがお節介になったり，親切の押し売りになったりす
ることは望んでいないことがわかりました。

二通の手紙
Ｃ 遵法精神，公徳心（現行 4- ⑴）
ねらい 結果の良し悪しや，その
時の状況と規則が関係ないわけ
ではないが，規則は規則として
その意義があることを理解させ
る。

● 規則は何かの目的のために人が作ったものであり，そ
れを守ることが最も大切ではない場合もあるが，だか
らといってたまたまである結果の良し悪しだけで，守
ることの意味を捉えてはならないことがわかりました。

● 規則を守るよりも大切なことがあったとしても，その
判断を自分勝手に行うことには，規則を尊重するとい
う点から問題があることがわかりました。

卒業文集最後の二行
Ｃ 公正，公平，社会正義（現行 4- ⑶）
ねらい 正しく生きるべきだとい
う本当の気持ちを押さえ込んで，
公正でない行為をしてしまった
自分を，自分が最も情けなく思
っていることに気づかせる。

● 誰でも，正しく生きるべきだという気持ちはもってい
るが，利己的な考えから間違った行為をしてしまうこ
とも否定できない。そんなときには，自分が自分のこ
とを情けなく思うことがわかりました。

● 自分に対しても人に対しても公平であるべきであると
考えているが，自分勝手な理由や弱さからそれができ
なかった場合には，自分のことを恥じる気持ちになる
ことがわかりました。

一冊のノート
Ｃ 家族愛，家庭生活の充実

（現行 4- ⑹）
ねらい 家族を思う気持ちがあっ
ても，毎日一緒に暮らしていたり，
その状況や苦しみなどの相手に
ついての理解が足りなかったり
すると，思いやりや感謝の気持
ちが弱くなることを理解させる。

● 家族を思う気持ちは自然にもっているが，毎日一緒に
暮らしていると相手を理解しようとする気持ちが薄れ，
相手への感謝や思いやりの気持ちが弱くなってしまう
ことを理解しました。

● 認知症の家族であっても，その人を思う気持ちは変わ
らないが，毎日生活していると思いやりの気持ちをも
つことができにくくなる弱さがあることを理解しまし
た。

評
　
価
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一部改正 学習指導要領のポイント③

「
特
別
の
教
科　

道
徳
（
以
下
、
道
徳
科
と
い

う
）」
の
評
価
を
考
え
る
と
き
に
、
学
校
教
育
に

お
け
る
道
徳
教
育
は
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
進
め

ら
れ
て
い
る
の
か
を
踏
ま
え
て
お
く
こ
と
が
大
切

で
す
。

学
習
指
導
要
領
の
下
、
各
学
校
に
は
、
校
長
が

自
校
の
道
徳
教
育
の
方
針
を
示
し
、
道
徳
教
育
推

進
教
師
を
中
心
に
、
全
教
師
が
協
力
し
て
作
っ
た

道
徳
教
育
の
全
体
計
画
と
年
間
指
導
計
画
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
道
徳
教
育
の
全
体
計
画
の
中
に
、
自

校
の
道
徳
教
育
の
重
点
と
そ
れ
を
受
け
た
各
学
年

の
重
点
が
あ
り
、
さ
ら
に
別
葉
に
お
い
て
、
学
校

教
育
全
体
に
お
け
る
道
徳
の
指
導
の
内
容
と
時
期

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
各
学
級
に
は
、
学

級
の
道
徳
教
育
の
計
画
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を

基
に
、
道
徳
教
育
の
全
体
計
画
で
示
さ
れ
た
重
点

に
関
わ
る
内
容
項
目
を
、
重
点
的
に
扱
う
よ
う
に

編
成
さ
れ
た
年
間
指
導
計
画
に
従
っ
て
、
週
１
回

年
間
35
時
間
（
小
学
１
年
生
は
34
時
間
）
の
道
徳

科
の
授
業
が
展
開
さ
れ
ま
す
。

上
記
の
よ
う
に
、
道
徳
教
育
を
推
進
す
る
た
め

の
計
画
は
、「
校
長
の
方
針
の
下
に
、
道
徳
教
育

推
進
教
師
を
中
心
に
、
全
教
員
が
協
力
し
て
道
徳

教
育
を
展
開
す
る
」
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で

す
。
で
す
か
ら
、
校
長
の
方
針
に
基
づ
き
、
全
教

員
が
共
通
理
解
し
て
作
り
あ
げ
た
道
徳
教
育
の
全

体
計
画
に
示
さ
れ
た
道
徳
教
育
の
重
点
目
標
に
向

け
て
評
価
を
す
る
こ
と
が
、
学
校
の
道
徳
教
育
を

充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
児
童
・
生
徒
の
道
徳
性

を
育
成
す
る
た
め
の
評
価
と
な
り
ま
す
。

「
指
導
要
録
」
に
記
述
で
評
価
す
る
場
合
は
、

１
年
間
の
成
長
を
見
な
が
ら
、
重
点
目
標
に
か
か

わ
る
内
容
項
目
の
授
業
で
、「
児
童
・
生
徒
の
道

徳
性
の
伸
び
を
促
す
」
顕
著
な
も
の
を
記
す
と
よ

い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、「
通
知
表
」
に
記
述
で
評

価
す
る
場
合
に
は
、
各
学
年
の
重
点
目
標
を
あ
ら

か
じ
め
刷
っ
て
お
く
な
ど
の
工
夫
を
し
て
、
こ
れ

も
学
期
に
10
数
回
行
う
道
徳
科
の
授
業
の
中
で
、

重
点
目
標
と
か
か
わ
る
内
容
項
目
の
授
業
で
顕
著

な
も
の
を
記
す
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

道
徳
科
の
毎
時
間
は
、
教
師
の
児
童
・
生
徒
理
解

の
下
、
そ
の
授
業
で
め
ざ
す
変
容
を
見
と
っ
て
評

価
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
一
人
一
人
を
見
つ

め
て
重
点
と
は
違
う
内
容
項
目
で
顕
著
な
も
の
を

取
り
上
げ
る
こ
と
も
あ
り
え
ま
す
。

道
徳
科
の
授
業
は
、
今
ま
で
以
上
に
多
様
な
展

開
と
指
導
方
法
の
工
夫
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ

ら
は
、
全
教
育
活
動
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
指
導

を
補
充
・
深
化
・
統
合
す
る
道
徳
科
の
授
業
で
す

か
ら
、
高
め
ら
れ
た
価
値
観
か
ら
自
分
自
身
を
見

つ
め
直
す
学
習
の
展
開
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
、
ね
ら
い
に
関
わ
っ
て
、
児
童
・
生

徒
一
人
一
人
が
人
間
の
持
つ
弱
さ
や
も
ろ
さ
に
向

き
合
い
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
何
が
大
切

か
を
探
求
し
て
価
値
観
を
高
め
、
そ
れ
ら
を
通
し

て
自
ら
を
振
り
返
る
学
習
活
動
を
目
指
し
て
い
ま

評
価
の
あ
り
方

３

大
阪
市
立
上
福
島
小
学
校
　
校
長
　
坂
部
　
俊
次

道
徳
科
の
評
価
を
ど
う
す
る
か
（
実
践
事
例
）

道
徳
教
育
の
全
体
計
画
・
別
葉
、

道
徳
科
の
年
間
指
導
計
画
の
構
成

１

校
長
の
方
針
の
下
に
、
児
童
・
生
徒

の
道
徳
性
を
育
成
す
る
た
め
の
評
価

２
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す
。
児
童
・
生
徒
の
道
徳
性
の
育
成
に
有
効
な
学

習
展
開
の
あ
り
方
と
一
人
一
人
の
よ
さ
を
伸
ば
し
、

成
長
を
促
す
評
価
の
あ
り
方
を
一
体
的
に
追
究
し

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

本
校
で
は
、
上
記
の
３
つ
を
研
究
の
視
点
と
し
、

子
ど
も
へ
の
支
援
と
評
価
の
観
点
を
設
け
て
授
業

研
究
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
実
践
例
を
１
つ
あ
げ

ま
す
。

実
践
学
年
は
小
学
６
年
生
で
、
内
容
項
目
は
、

Ｂ
の
「
相
互
理
解
、
寛
容
」
で
す
。
資
料
の
道
徳

的
葛
藤
場
面
は
、
自
分
の
図
工
作
品
を
わ
ざ
と
で

は
な
い
が
、
友
だ
ち
に
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と

を
許
す
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
授
業
前

に
研
究
の
視
点
に
関
わ
っ
て
３
人
の
児
童
の
実
態

を
あ
げ
ま
し
た
。

研
究
の
視
点
に
関
わ
る
児
童
の
支
援
と

評
価
の
た
め
の
観
点

○
研
究
の
視
点
（
１
）
ね
ら
い
に
関
わ
る
人

間
の
弱
さ
や
も
ろ
さ
に
向
き
合
う
。

Ａ
児
…
…
物
事
を
十
分
に
考
え
ず
行
動
す
る
姿

が
見
ら
れ
る
。
主
人
公
の
気
持
ち
に

共
感
で
き
る
よ
う
、
心
の
メ
ー
タ
ー

上
に
「
許
す
許
さ
な
い
」
の
自
分
の

考
え
の
度
合
い
を
示
す
こ
と
を
考
え

さ
せ
、
迷
い
を
捉
え
さ
せ
る
。

○
研
究
の
視
点
（
２
）
ね
ら
い
に
関
わ
っ
て

価
値
観
の
高
ま
り
を
実
感
す
る
。

Ｂ
児
…
…
人
の
立
場
を
考
え
て
行
動
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。「
自
分

が
主
人
公
な
ら
許
す
」
と
い
う
意
見

に
た
ど
り
着
い
た
と
こ
ろ
で
、
ど
の

よ
う
な
考
え
か
ら
そ
の
よ
う
な
行
動

が
と
れ
る
の
か
を
発
表
で
き
る
よ
う

に
す
る
。

○
研
究
の
視
点
（
３
）
自
分
自
身
を
見
つ
め

振
り
返
る
。

Ｃ
児
…
…
友
だ
ち
を
責
め
る
姿
も
見
ら
れ
る
た

め
、「
友
だ
ち
を
許
せ
た
時
、
相
手

は
ど
ん
な
様
子
で
し
た
か
。」
と
聞

く
こ
と
で
、
許
し
た
こ
と
の
良
さ
を

味
わ
わ
せ
た
い
。

上
記
の
３
人
の
児
童
の
実
態
は
、
授
業
研
究
の

た
め
に
抽
出
し
た
、
指
導
者
の
子
ど
も
理
解
を
示

し
た
も
の
で
す
。
実
際
に
は
指
導
者
は
、
上
記
の

視
点
を
学
級
全
員
の
子
ど
も
分
持
ち
、
そ
れ
に
基

づ
い
て
授
業
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

評
価
（
日
ご
ろ
の
行
動
観
察
や
生
活
指
導
、
学
級

指
導
時
の
行
動
や
表
明
し
た
意
見
に
よ
る
担
任
の

子
ど
も
理
解
に
基
づ
く
評
価
）
と
い
え
ま
す
。

研
究
授
業
に
お
け
る
３
つ
の
研
究
の
視
点
に
関

わ
る
場
面
で
、
３
人
の
児
童
に
意
図
的
指
名
を
行

っ
て
発
言
を
記
録
し
た
り
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書

い
た
感
じ
方
・
考
え
方
を
分
析
し
た
り
し
て
、
児

童
の
変
容
の
評
価
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
ポ

ー
ト
フ
ォ
リ
オ
評
価
（
授
業
時
の
発
言
や
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
へ
の
記
述
に
よ
る
子
ど
も
の
変
容
の
見
と

り
に
よ
る
評
価
）
と
い
え
ま
す
。
こ
の
実
践
で
は
、

以
下
の
よ
う
に
し
ま
し
た
。

研
究
の
視
点
に
関
わ
る
児
童
の
学
び
の

評
価

Ａ
児
…
…
相
手
の
立
場
を
考
え
る
と
許
す
こ
と

が
大
切
で
あ
る
が
、
自
分
の
大
切
な

も
の
が
壊
さ
れ
て
許
し
難
い
思
い
も

発
表
し
、
人
間
の
弱
さ
に
つ
い
て
気

付
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

Ｂ
児
…
…
誰
だ
っ
て
失
敗
す
る
こ
と
が
あ
る
と

考
え
て
、
許
す
こ
と
が
大
切
だ
と
考

え
て
い
る
。

Ｃ
児
…
…
こ
れ
か
ら
は
、
わ
ざ
と
や
っ
た
こ
と

で
は
な
い
他
人
の
失
敗
は
許
し
て
い

こ
う
と
考
え
て
い
る
。

評
価
の
実
際

４

評
　
価
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子
ど
も
の
道
徳
性
の
伸
び
を
見
と
り
、
成
長
を

促
す
た
め
に
、
授
業
の
中
で
の
発
言
や
文
章
と
し

て
表
わ
し
た
感
じ
方
や
考
え
方
・
判
断
を
、
ほ
め

励
ま
す
よ
う
な
評
価
を
考
え
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
学
習
指
導
案
の
目
指
す
児

童
の
変
容
に
記
し
た
文
言
に
沿
っ
た
文
章
で
記
述

す
る
と
ね
ら
い
に
関
わ
っ
た
評
価
に
な
る
と
考
え

て
い
ま
す
。
参
考
に
上
に
あ
げ
ま
す
。

す
で
に
前
述
し
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
本
校
の
実

践
を
例
に
と
っ
て
、
具
体
的
に
道
徳
科
の
評
価
を

ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
と
考
え
て
い
る
か
を
以

下
に
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
校
の
道
徳
教
育
の
全
体
計
画
で
は
、
道
徳
教

育
の
重
点
目
標
を
、「
互
い
に
認
め
合
い
、
思
い

や
り
の
あ
る
子
を
育
て
る
。」
と
し
て
、
共
通
の

重
点
を
お
く
内
容
項
目
は
、
一
部
改
正
学
習
指
導

要
領
に
置
き
換
え
る
と
、
Ａ
の
「
善
悪
の
判
断
、

自
律
、
自
由
と
責
任
」、「
正
直
、
誠
実
」、
Ｂ
の

「
友
情
、
信
頼
」、「
相
互
理
解
、
寛
容
」、
Ｃ
の
「
規

則
の
尊
重
」、
Ｄ
の
「
生
命
の
尊
さ
」、
を
あ
げ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
内
容
項
目
を
重
点
的
に
扱
っ

て
い
ま
す
の
で
、
年
間
で
顕
著
な
も
の
を
「
指
導

要
録
」
に
記
述
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、

各
学
年
の
重
点
目
標
は
、
低
・
中
・
高
学
年
別
に
、

目
標
と
重
点
を
お
く
内
容
項
目
を
同
じ
よ
う
に
あ

げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、「
通
知
表
」
へ
は
、
そ

の
学
期
の
授
業
で
顕
著
な
も
の
を
記
述
し
て
評
価

す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

最
後
に
、
児
童
・
生
徒
の
発
達
の
段
階
や
特
性

等
を
踏
ま
え
る
た
め
に
、
学
習
指
導
要
領
の
第
1

章
の
第
４　

指
導
計
画
の
作
成
等
に
当
た
っ
て
配

慮
す
べ
き
事
項
の
３
の（
２
）
に
あ
る
、

「
各
学
校
に
お
い
て
は
、
児
童
の
発
達
の
段
階
や
特

性
等
を
踏
ま
え
、
指
導
内
容
の
重
点
化
を
図
る
こ

と
。
そ
の
際
、
各
学
年
を
通
じ
て
、
自
立
心
や
自

律
性
、
生
命
を
尊
重
す
る
心
や
他
者
を
思
い
や
る

心
を
育
て
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
、
ま
た
、
各

学
年
段
階
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
す
る

こ
と
。
…
…
」

に
よ
り
、
各
学
年
で
押
さ
え
る
べ
き
こ
と
を
大

切
に
し
て
い
く
こ
と
が
、
効
果
的
な
評
価
に
つ
な

が
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
ま
す
。

道
徳
科
の
評
価

５

目指す児童の変容

（授業前の児童の様子と考え方） （授業後の児童の様子と考え方）

・迷惑をかけたのだから謝るべきだ ・誰だって失敗することはあるんだ

・過ちを犯した人には腹が立つ ・自分も何度も失敗したことがある

・失敗は絶対許されるべきではない ・これからは、わざとやったことで
　ない他人の失敗は許していこう
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一部改正 学習指導要領のポイント④

道
徳
の
教
科
化
が
円
滑
に
推
進
す
る
か
ど
う
か

は
、
大
学
に
お
け
る
教
員
の
養
成
に
大
き
く
か
か

っ
て
い
る
と
思
う
。
私
は
東
京
都
の
公
立
中
学
校

に
35
年
勤
務
し
、
現
在
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
教

職
研
究
科
（
教
職
大
学
院
）
に
お
い
て
実
務
家
教

員
と
し
て
院
生
の
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

教
職
大
学
院
に
は
高
度
で
専
門
的
な
理
論
と
技

能
を
学
び
教
員
を
目
指
す
学
部
卒
業
生
（
ス
ト
レ

ー
ト
マ
ス
タ
ー
）
と
現
職
の
教
員
が
在
籍
し
て
い

る
。
教
職
大
学
院
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
特
色
の
一

つ
に
、
学
校
現
場
に
お
け
る
50
日
間
に
亘
る
臨
床

実
習
が
あ
る
。
本
校
で
は
臨
床
実
習
が
始
ま
る
前

に
、
特
別
講
習
を
行
い
教
員
と
し
て
の
基
本
的
な

能
力
の
養
成
を
図
っ
て
い
る
。

こ
の
講
習
に
は
道
徳
教
育
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、

私
は
、
道
徳
教
育
の
理
論
や
内
容
、
道
徳
の
時
間

の
指
導
方
法
に
つ
い
て
実
践
的
に
指
導
を
行
う
よ

う
に
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
初
年
度
、
講
座
の

終
了
後
に
あ
る
院
生
か
ら
「
私
は
中
学
・
高
校
と

道
徳
の
授
業
を
一
度
も
受
け
た
経
験
が
な
く
、
道

徳
の
授
業
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
全
く
イ
メ
ー

ジ
が
湧
き
ま
せ
ん
。」
と
言
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
院
生
の
経
験
は
特
別
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

に
近
い
者
は
数
多
く
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

我
々
は
人
に
も
の
を
教
え
る
と
き
は
、
自
己
の
経

験
を
も
と
に
指
導
す
る
こ
と
が
一
般
的
だ
が
、
道

徳
の
授
業
に
関
し
て
は
そ
の
経
験
が
乏
し
い
と
い

う
現
実
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
実
態
を
も
と
に
、
現
在
の
大
学
に

お
け
る
教
職
課
程
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
扱
い
に

つ
い
て
事
例
を
も
と
に
考
察
し
、
教
科
化
に
向
け

た
今
後
の
教
員
養
成
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
在
り

方
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

現
在
、
大
学
に
お
い
て
教
員
免
許
を
習
得
す
る

た
め
に
は
、
道
徳
教
育
（
２
単
位
…
…
15
回
の
90

分
講
義
）
に
つ
い
て
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
ペ
ー
ジ
の
表
は
、
３
つ
の
大
学
に
お
け
る
道
徳

教
育
に
つ
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る
講
座
の
シ
ラ
バ

ス
で
あ
る
。
Ａ
大
学
は
教
員
免
許
の
習
得
希
望
者

が
２
割
程
度
の
総
合
大
学
、
Ｂ
大
学
は
習
得
希
望

者
が
５
割
以
上
の
芸
術
系
単
科
大
学
、
Ｃ
大
学
は

全
員
が
免
許
を
習
得
す
る
教
育
系
の
大
学
で
あ
る
。

Ａ
大
学
は
道
徳
教
育
の
理
論
的
裏
付
け
、
道
徳

教
育
の
歴
史
、
道
徳
教
育
の
課
題
な
ど
に
つ
い
て

の
講
義
型
の
授
業
が
中
心
で
あ
る
。
道
徳
の
授
業

に
つ
い
て
は
15
回
の
講
義
中
２
回
割
り
当
て
、
心

の
ノ
ー
ト
を
活
用
し
た
授
業
と
他
教
科
と
連
携
し

た
授
業
の
実
践
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

Ｂ
大
学
は
15
回
中
７
回
、
道
徳
の
時
間
を
取
り

上
げ
て
い
る
。
ま
ず
指
導
案
の
作
成
や
指
導
方
法

（
資
料
の
活
用
、
発
問
方
法
な
ど
）
に
つ
い
て
講

義
し
、
模
擬
授
業
を
見
せ
た
後
、
学
生
自
身
に
指

導
案
を
作
成
さ
せ
て
代
表
が
授
業
を
行
う
グ
ル
ー

プ
ワ
ー
ク
と
全
体
で
の
振
り
返
り
を
２
回
実
施
し

て
い
る
。

Ｃ
大
学
も
15
回
中
７
回
、
道
徳
の
時
間
の
理
論

と
実
践
に
つ
い
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
編
成
し
て
い

る
。
内
容
は
指
導
案
の
作
成
方
法
、
指
導
技
術
、

指
導
方
法
の
工
夫
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
に
指
導

し
て
い
る
。
学
生
自
身
の
授
業
に
つ
い
て
の
取
り

組
み
は
、
現
場
教
師
の
実
践
談
や
授
業
の
映
像
を

通
し
て
学
習
し
た
後
、
各
自
が
作
成
し
て
き
た
指

導
案
を
互
い
に
検
討
し
、
一
部
実
践
し
て
い
る
。

な
お
教
科
化
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
評
価
の
時
間

を
設
け
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

は
じ
め
に

1

大
学
教
育
の
現
状

２
早
稲
田
大
学
大
学
院
　
客
員
教
授
　
岡
田
　
芳
廣

教
科
化
に
向
け
た

教
員
養
成
の
在
り
方
に
つ
い
て

教
員
養
成
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昭
和
33
年
に
創
設
さ
れ
た
道
徳

は
、
戦
前
の
修
身
教
育
の
復
活
だ

と
い
う
政
治
的
な
思
想
や
生
活
指

導
を
重
視
す
る
現
場
の
教
師
の
考

え
で
な
か
な
か
完
全
に
授
業
が
実

施
さ
れ
な
い
で
い
た
。
し
か
し
、

最
近
で
は
道
徳
教
育
を
重
要
と
す

る
気
運
は
高
ま
っ
て
き
て
い
る
が
、

実
際
の
授
業
を
ど
の
よ
う
に
行
え

ば
よ
い
の
か
多
く
の
教
員
が
悩
ん

で
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。

３
大
学
の
事
例
を
見
て
も
わ
か

る
よ
う
に
現
在
の
大
学
の
教
職
課

程
に
お
い
て
は
、15
回
（
２
単
位
）

の
授
業
の
中
で
、
道
徳
教
育
の
理

論
面
と
道
徳
の
時
間
の
実
践
面
を

す
べ
て
詰
め
込
ん
だ
指
導
を
行
っ

て
い
る
。
こ
の
た
め
に
道
徳
の
授

業
を
実
際
に
体
験
し
た
り
、
学
生

自
身
が
実
践
し
た
り
す
る
機
会
が

極
め
て
少
な
い
。

道
徳
が
教
科
と
な
る
に
と
も
な

い
、
大
学
に
お
け
る
教
職
養
成
課

程
も
改
訂
し
て
、
道
徳
教
育
の
目

的
や
歴
史
な
ど
道
徳
教
育
全
体
の
理
論
面
を
指
導

す
る
講
座
と
、
道
徳
の
時
間
に
つ
い
て
の
知
識
や

技
能
な
ど
実
践
的
な
指
導
力
を
育
成
す
る
実
践
面

の
講
座
を
二
つ
に
分
け
て
新
設
し
、
と
も
に
必
修

と
す
る
こ
と
を
提
言
す
る
。
ま
た
、
教
育
実
習
の

中
で
道
徳
の
授
業
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
も
、
時
間

の
確
保
や
指
導
者
な
ど
の
問
題
は
あ
る
が
今
後
考

え
て
い
く
べ
き
視
点
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て

も
教
員
を
目
指
す
学
生
が
、
最
低
一
度
は
授
業
を

実
践
で
き
る
教
員
養
成
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い

く
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
道
徳
教
育
推
進
教
師
の
よ
う
な
リ
ー

ダ
ー
を
育
成
す
る
た
め
に
、
専
門
性
の
高
い
知
識

技
能
を
有
す
る
者
に
対
し
て
道
徳
の
教
員
免
許
を

出
す
こ
と
も
検
討
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
教
育
現
場
で
は
道
徳
の
教
科
化
が
決

ま
り
、
道
徳
に
つ
い
て
の
研
修
会
や
研
究
が
盛
ん

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
教
科
化
を
円

滑
に
進
め
る
た
め
に
も
と
て
も
大
切
な
取
り
組
み

で
あ
る
が
、
指
導
案
を
み
ん
な
で
検
討
し
、
授
業

を
実
際
に
行
い
、
研
究
協
議
し
て
い
く
よ
う
な
授

業
を
重
視
し
た
実
践
的
な
内
容
で
あ
る
こ
と
を
願

っ
て
い
る
。

授　業　内　容
回数 Ａ大学 Ｂ大学 Ｃ大学
1 回 ガイダンス，道徳教育とは 学校生活と道徳教育、道徳性の育成 道徳教育の基礎（心の成長、意義）

2 回 道徳教育の基礎理論 教育課程と学習指導要領 道徳教育と道徳の時間

3 回 道徳性の発達理論（精神分析学） 道徳教育と道徳の時間 ４つの視点と内容項目

4 回 道徳性の発達理論（社会的学習理論）道徳の内容（子供の発達と指導内容）道徳教育と諸領域（環境、キャリア教育）

5 回 道徳性の発達理論（認知発達理論） 生活指導と道徳教育 道徳教育と諸領域（発達心理学）

6 回 社会化の観点から見た家庭と学校 教科等と道徳教育 道徳教育の歴史と現状（明治から現在）

7 回 道徳教育の歴史　明治 道徳の指導計画 海外の道徳教育（米国、英国、韓国）

8 回 道徳教育の歴史　大正～昭和初期 道徳の時間（指導案、資料、発問） 道徳の時間の理論①　計画、資料

９回 道徳教育の歴史　戦後 模擬授業（ねらいと中心発問、展開）道徳の時間の理論②　授業の在り方

10回 法規、学習指導要領の扱い 指導案の作成①　指導案の内容 道徳の時間の実践①　指導案の作成

11回 道徳教育の今日的な課題 指導案の作成②　授業構想 道徳の時間の実践②　指導方法・技術

12回 心のノートの活用 指導案の作成③　板書 道徳の時間の実践③　実践に学ぶ

13回 実践例の紹介（他教科との連携） 模擬授業①　グループ発表、授業評価 道徳の時間の実践④　模擬的実践

14回 道徳教育と人権 模擬授業②　グループ発表、授業評価 道徳の時間の実践⑤　授業と生徒指導

15回 まとめ まとめ 道徳の評価

今
後
に
向
け
た
提
言

３
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・一部改正の内容に合わせて現行の内容の順序や場所を変更し，比較しやすいよ
うにしています。

・主な変更点を下線で示しています。ただし，文言の移動など，示すと変更点が
わかりにくくなる場合には下線を省略しています。

一部改正（平成27年3月告示）
第 1 章　総則

第 1　 教育課程編成の一般方針
1  （略）
2 　学校における道徳教育は，特別の教科である道徳（以下「道徳科」という。）

を要として学校の教育活動全体を通じて行うものであり，道徳科はもとよ
り，各教科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの
特質に応じて，児童の発達の段階を考慮して，適切な指導を行わなければ
ならない。
道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基

づき，自己の生き方を考え，主体的な判断の下に行動し，自立した人間とし
て他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とす
る。

道徳教育を進めるに当たっては，人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念
を家庭，学校，その他社会における具体的な生活の中に生かし，豊かな心を
もち，伝統と文化を尊重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛し，個性
豊かな文化の創造を図るとともに，平和で民主的な国家及び社会の形成者と
して，公共の精神を尊び，社会及び国家の発展に努め，他国を尊重し，国際
社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓

ひら

く主体性のある日本人の育
成に資することとなるよう特に留意しなければならない。

3 （略）

第 2　内容等の取扱いに関する共通的事項
1　第 2 章以下に示す各教科，道徳科，外国語活動及び特別活動の内容に関す

る事項は，特に示す場合を除き，いずれの学校においても取り扱わなければ
ならない。

2　学校において特に必要がある場合には，第 2 章以下に示していない内容を
加えて指導することができる。また，第 2 章以下に示す内容の取扱いのうち
内容の範囲や程度等を示す事項は，全ての児童に対して指導するものとする
内容の範囲や程度等を示したものであり，学校において特に必要がある場合
には，この事項にかかわらず指導することができる。ただし，これらの場合
には，第 2 章以下に示す各教科，道徳科，外国語活動及び特別活動並びに各
学年の目標や内容の趣旨を逸脱したり，児童の負担過重となったりすること
のないようにしなければならない。

3　第 2 章以下に示す各教科，道徳科，外国語活動及び特別活動並びに各学年
の内容に掲げる事項の順序は，特に示す場合を除き，指導の順序を示すもの
ではないので，学校においては，その取扱いについて適切な工夫を加えるも

特別の教科として位置付け
ている。「道徳科」は学校
の教育活動全体を通じて行
う道徳教育の要としての性
格を強化し，道徳科以外の
各教科等における指導とそ
の役割分担や連携の在り方
等の改善が求められている。

道徳教育の目標を明確にし
ている。

（中学校は「人間としての
生き方」）

強調している。

POINT

POINT

POINT

1

2

3

新
旧
対
照
表（
小
学
校
）
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一部改正 小学校学習指導要領
新旧対照表とポイント解説

現行（平成20年3月告示）
第 1 章　総則

第 1　教育課程編成の一般方針
1 （略）
2　学校における道徳教育は，道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通

じて行うものであり，道徳の時間はもとより，各教科，外国語活動，総合的
な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて，児童の発達の段階を
考慮して，適切な指導を行わなければならない。

道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基
づき，人間尊重の精神と生命に対する畏

い

敬の念を家庭，学校，その他社会に
おける具体的な生活の中に生かし，豊かな心をもち，伝統と文化を尊重し，
それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛し，個性豊かな文化の創造を図る
とともに，公共の精神を尊び，民主的な社会及び国家の発展に努め，他国を
尊重し，国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓

ひら

く主体性のあ
る日本人を育成するため，その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。

道徳教育を進めるに当たっては，教師と児童及び児童相互の人間関係を深
めるとともに，児童が自己の生き方についての考えを深め，家庭や地域社会
との連携を図りながら，集団宿泊活動やボランティア活動，自然体験活動な
どの豊かな体験を通して児童の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう
配慮しなければならない。その際，特に児童が基本的な生活習慣，社会生活
上のきまりを身に付け，善悪を判断し，人間としてしてはならないことをし
ないようにすることなどに配慮しなければならない。

3 （略）

第 2　内容等の取扱いに関する共通的事項
1　第 2 章以下に示す各教科，道徳，外国語活動及び特別活動の内容に関する

事項は，特に示す場合を除き，いずれの学校においても取り扱わなければな
らない。

2　学校において特に必要がある場合には，第 2 章以下に示していない内容を
加えて指導することができる。また，第 2 章以下に示す内容の取扱いのうち
内容の範囲や程度等を示す事項は，すべての児童に対して指導するものとす
る内容の範囲や程度等を示したものであり，学校において特に必要がある場
合には，この事項にかかわらず指導することができる。ただし，これらの場
合には，第 2 章以下に示す各教科，道徳，外国語活動及び特別活動並びに各
学年の目標や内容の趣旨を逸脱したり，児童の負担過重となったりすること
のないようにしなければならない。

3　第 2 章以下に示す各教科，道徳，外国語活動及び特別活動及び各学年の内
容に掲げる事項の順序は，特に示す場合を除き，指導の順序を示すものでは
ないので，学校においては，その取扱いについて適切な工夫を加えるものと

一部改正では次段落に移動
し，留意すべき内容として
示している。

一部改正では第 1 章の第 4
の 3 の⑶に移動し，整理し
ている。

POINT

POINT

4

5
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のとする。
4 （略）
5　学校において 2 以上の学年の児童で編制する学級について特に必要がある

場合には，各教科，道徳科，外国語活動及び特別活動の目標の達成に支障の
ない範囲内で，各教科，道徳科，外国語活動及び特別活動の目標及び内容に
ついて学年別の順序によらないことができる。

6　道徳科を要として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の内容は，第 3
章特別の教科道徳の第 2 に示す内容とする。

第 3　授業時数等の取扱い
1　各教科，道徳科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動（以下「各

教科等」という。ただし，1 及び 3 において，特別活動については学級活動
（学校給食に係るものを除く。）に限る。）の授業は，年間 35 週（第 1 学年に
ついては 34 週）以上にわたって行うよう計画し，週当たりの授業時数が児
童の負担過重にならないようにするものとする。ただし，各教科等や学習活
動の特質に応じ効果的な場合には，夏季，冬季，学年末等の休業日の期間に
授業日を設定する場合を含め，これらの授業を特定の期間に行うことができ
る。なお，給食，休憩などの時間については，学校において工夫を加え，適
切に定めるものとする。

2 ～ 5 （略）
第 4 　指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

1　 （略）
2　各教科等の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

⑴～⑿ （略）

3　道徳教育を進めるに当たっては，次の事項に配慮するものとする。
⑴　各学校においては，第 1 の 2 に示す道徳教育の目標を踏まえ，道徳教育

の全体計画を作成し，校長の方針の下に，道徳教育の推進を主に担当する
教師（以下「道徳教育推進教師」という。）を中心に，全教師が協力して
道徳教育を展開すること。なお，道徳教育の全体計画の作成に当たっては，
児童，学校及び地域の実態を考慮して，学校の道徳教育の重点目標を設定
するとともに，道徳科の指導方針，第 3 章特別の教科道徳の第 2 に示す内
容との関連を踏まえた各教科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別
活動における指導の内容及び時期並びに家庭や地域社会との連携の方法を
示すこと。

⑵　各学校においては，児童の発達の段階や特性等を踏まえ，指導内容の重
点化を図ること。その際，各学年を通じて，自立心や自律性，生命を尊重
する心や他者を思いやる心を育てることに留意すること。また，各学年段
階においては，次の事項に留意すること。
ア　第 1 学年及び第 2 学年においては，挨拶などの基本的な生活習慣を身

に付けること，善悪を判断し，してはならないことをしないこと，社会
生活上のきまりを守ること。

イ　第 3 学年及び第 4 学年においては，善悪を判断し，正しいと判断した
ことを行うこと，身近な人々と協力し助け合うこと，集団や社会のきま

現行の第 3 章の第 2 に同
主旨の内容があった。
一部改正では，「学校の教
育活動全体で行う道徳教
育」に関する内容は第 1
章に，「特別の教科　道徳」
に関する内容は第 3 章に
まとめ，構造化して示して
いる。

現行の第 3 章の第 3 の内
容を，一部改正では第 1
章の第 4 に移動し，整理
している。

（ここでは対照しやすいよ
うに，現行の内容を移動し，
並べ替えて示している）

各学年を通じて留意するこ
と，各学年段階において留
意することをそれぞれ整理
している。

POINT

POINT

POINT

6

7

8

新
旧
対
照
表（
小
学
校
）
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する。
4 （略）
5　学校において 2 以上の学年の児童で編制する学級について特に必要がある

場合には，各教科，道徳，外国語活動及び特別活動の目標の達成に支障のな
い範囲内で，各教科，道徳，外国語活動及び特別活動の目標及び内容につい
て学年別の順序によらないことができる。

第 3　授業時数等の取扱い
1　各教科，道徳，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動（以下「各

教科等」という。ただし，1 及び 3 において，特別活動については学級活動
（学校給食に係るものを除く。）に限る。）の授業は，年間 35 週（第 1 学年に
ついては 34 週）以上にわたって行うよう計画し，週当たりの授業時数が児
童の負担過重にならないようにするものとする。ただし，各教科等や学習活
動の特質に応じ効果的な場合には，夏季，冬季，学期末等の休業日の期間に
授業日を設定する場合を含め，これらの授業を特定の期間に行うことができ
る。なお，給食，休憩などの時間については，学校において工夫を加え，適
切に定めるものとする。

2 ～ 5　（略）
第 4　指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

1 （略）
2　以上のほか，次の事項に配慮するものとする。

⑴～⑿　（略）
第 3 章　道　　　徳

第 3　指導計画の作成と内容の取扱い
1　各学校においては，校長の方針の下に，道徳教育の推進を主に担当する教

師（以下「道徳教育推進教師」という。）を中心に，全教師が協力して道徳
教育を展開するため，次に示すところにより，道徳教育の全体計画と道徳の
時間の年間指導計画を作成するものとする。
⑴ 　道徳教育の全体計画の作成に当たっては，学校における全教育活動との

関連の下に，児童，学校及び地域の実態を考慮して，学校の道徳教育の重
点目標を設定するとともに，第 2 に示す道徳の内容との関連を踏まえた各
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指導の内容
及び時期並びに家庭や地域社会との連携の方法を示す必要があること。

⑶ 　各学校においては，各学年を通じて自立心や自律性，自他の生命を尊重
する心を育てることに配慮するとともに，児童の発達の段階や特性等を踏
まえ，指導内容の重点化を図ること。特に低学年ではあいさつなどの基本
的な生活習慣，社会生活上のきまりを身に付け，善悪を判断し，人間とし
てしてはならないことをしないこと，中学年では集団や社会のきまりを守
り，身近な人々と協力し助け合う態度を身に付けること，高学年では法や
きまりの意義を理解すること，相手の立場を理解し，支え合う態度を身に
付けること，集団における役割と責任を果たすこと，国家・社会の一員と
しての自覚をもつことなどに配慮し，児童や学校の実態に応じた指導を行
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りを守ること。
ウ　第 5 学年及び第 6 学年においては，相手の考え方や立場を理解して支

え合うこと，法やきまりの意義を理解して進んで守ること，集団生活の
充実に努めること，伝統と文化を尊重し，それらを育んできた我が国と
郷土を愛するとともに，他国を尊重すること。

⑶　学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに，集団宿泊活動やボラ
ンティア活動，自然体験活動，地域の行事への参加などの豊かな体験を充
実すること。また，道徳教育の指導内容が，児童の日常生活に生かされる
ようにすること。その際，いじめの防止や安全の確保等にも資することと
なるよう留意すること。

⑷　学校の道徳教育の全体計画や道徳教育に関する諸活動などの情報を積極
的に公表したり，道徳教育の充実のために家庭や地域の人々の積極的な参
加や協力を得たりするなど，家庭や地域社会との共通理解を深め，相互の
連携を図ること。

第 2 章　各　教　科　（略）

第 3 章　特別の教科　道徳
第 1　目　標

第 1 章総則の第 1 の 2 に示す道徳教育の目標に基づき，よりよく生きるた
めの基盤となる道徳性を養うため，道徳的諸価値についての理解を基に，自
己を見つめ，物事を多面的・多角的に考え，自己の生き方についての考えを
深める学習を通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てる。

第 2　内　容
学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要である道徳科においては，以下

に示す項目について扱う。
Ａ　主として自分自身に関すること
［善悪の判断，自律，自由と責任］

〔第 1 学年及び第 2 学年〕
よいことと悪いこととの区別をし，よいと思うことを進んで行うこと。

〔第 3 学年及び第 4 学年〕
正しいと判断したことは，自信をもって行うこと。

〔第 5 学年及び第 6 学年〕
自由を大切にし，自律的に判断し，責任のある行動をすること。

［正直，誠実］
〔第 1 学年及び第 2 学年〕

うそをついたりごまかしをしたりしないで，素直に伸び伸びと生活すること。
〔第 3 学年及び第 4 学年〕

過ちは素直に改め，正直に明るい心で生活すること。
〔第 5 学年及び第 6 学年〕

例示を追加し，表現を変更
している。 

いじめの防止や，安全の確
保について言及している。

「道徳教育」全体ではなく
「道徳科」に限定した目標
に変更している。

「道徳科」の目標
最終的な目標は「道徳教育」
と同じ「道徳性の育成」で
あることを示している。

「道徳科」の学習
児童が道徳的価値を自覚で
きるようにするため，その
過程をより具体的に示して
いる。

「道徳科」で育てる資質・
能力

「道徳的実践力」を「道徳
的な判断力，心情，実践意
欲と態度」に改めている。
判断力が先頭に移動し，「な
ど」を削除している。

系統性，発展性を意識して
指導できるよう，キーワー
ドを追加し，内容項目ごと
にまとめている。また，語
尾に「こと」を追加してい
る。（ここでは対照しやす
いように，現行の内容を並
べ替えて示している）

POINT

POINT

POINT

POINT

POINT

POINT

POINT
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うよう工夫すること。また，高学年においては，悩みや葛藤等の心の揺れ，
人間関係の理解等の課題を積極的に取り上げ，自己の生き方についての考
えを一層深められるよう指導を工夫すること。

4　道徳教育を進めるに当たっては，学校や学級内の人間関係や環境を整える
とともに，学校の道徳教育の指導内容が児童の日常生活に生かされるように
する必要がある。また，道徳の時間の授業を公開したり，授業の実施や地域
教材の開発や活用などに保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得たり
するなど，家庭や地域社会との共通理解を深め，相互の連携を図るよう配慮
する必要がある。

第 2 章　各　教　科　（略）

第 3 章　道　　　徳
第 1　目　標

道徳教育の目標は，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
を養うこととする。

道徳の時間においては，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
するものとする。

第 2　内　容
道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の内容は，次

のとおりとする。
1　主として自分自身に関すること。

〔第 1 学年及び第 2 学年〕
⑶　よいことと悪いことの区別をし，よいと思うことを進んで行う。

〔第 3 学年及び第 4 学年〕
⑶　正しいと判断したことは，勇気をもって行う。

〔第 5 学年及び第 6 学年〕
⑶　自由を大切にし，自律的で責任のある行動をする。

⑷　うそをついたりごまかしをしたりしないで，素直に伸び伸びと生活する。

⑷　過ちは素直に改め，正直に明るい心で元気よく生活する。

補充・深化・統合は，一部
改正の第 3 章の第３の２
に移動して整理している。

POINT 16
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誠実に，明るい心で生活すること。
［節度，節制］

〔第 1 学年及び第 2 学年〕
健康や安全に気を付け，物や金銭を大切にし，身の回りを整え，わがままをし

ないで，規則正しい生活をすること。
〔第 3 学年及び第 4 学年〕

自分でできることは自分でやり，安全に気を付け，よく考えて行動し，節度の
ある生活をすること。

〔第 5 学年及び第 6 学年〕
安全に気を付けることや，生活習慣の大切さについて理解し，自分の生活を見

直し，節度を守り節制に心掛けること。
［個性の伸長］

〔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。

［希望と勇気，努力と強い意志］
〔第 1 学年及び第 2 学年〕

自分のやるべき勉強や仕事をしっかりと行うこと。
〔第 3 学年及び第 4 学年〕

自分でやろうと決めた目標に向かって，強い意志をもち，粘り強くやり抜くこ
と。

〔第 5 学年及び第 6 学年〕
より高い目標を立て，希望と勇気をもち，困難があってもくじけずに努力して

物事をやり抜くこと。
［真理の探究］

〔第 5 学年及び第 6 学年〕
真理を大切にし，物事を探究しようとする心をもつこと。

Ｂ　主として人との関わりに関すること
［親切，思いやり］

〔第 1 学年及び第 2 学年〕
身近にいる人に温かい心で接し，親切にすること。

〔第 3 学年及び第 4 学年〕
相手のことを思いやり，進んで親切にすること。

〔第 5 学年及び第 6 学年〕
誰に対しても思いやりの心をもち，相手の立場に立って親切にすること。

［感謝］
〔第 1 学年及び第 2 学年〕

家族など日頃世話になっている人々に感謝すること。
〔第 3 学年及び第 4 学年〕

家族など生活を支えてくれている人々や現在の生活を築いてくれた高齢者

新項目。
自尊感情に関わって，低学
年から指導している。

POINT 17
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⑷　誠実に，明るい心で楽しく生活する。

⑴　健康や安全に気を付け，物や金銭を大切にし，身の回りを整え，わがま
まをしないで，規則正しい生活をする。

⑴　自分でできることは自分でやり，よく考えて行動し，節度のある生活を
する。

⑴　生活習慣の大切さを知り，自分の生活を見直し，節度を守り節制に心掛
ける。

⑸　自分の特徴に気付き，よい所を伸ばす。

⑹　自分の特徴を知って，悪い所を改めよい所を積極的に伸ばす。

⑵　自分がやらなければならない勉強や仕事は，しっかりと行う。

⑵　自分でやろうと決めたことは，粘り強くやり遂げる。

⑵　より高い目標を立て，希望と勇気をもってくじけないで努力する。

⑸　真理を大切にし，進んで新しいものを求め，工夫して生活をよりよくす
る。

2　主として他の人とのかかわりに関すること。

⑵　幼い人や高齢者など身近にいる人に温かい心で接し，親切にする。

⑵　相手のことを思いやり，進んで親切にする。

⑵　だれに対しても思いやりの心をもち，相手の立場に立って親切にする。

⑷　日ごろ世話になっている人々に感謝する。

⑷　生活を支えている人々や高齢者に，尊敬と感謝の気持ちをもって接す
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に，尊敬と感謝の気持ちをもって接すること。
〔第 5 学年及び第 6 学年〕

日々の生活が家族や過去からの多くの人々の支え合いや助け合いで成り
立っていることに感謝し，それに応えること。

［礼儀］
〔第 1 学年及び第 2 学年〕

気持ちのよい挨拶，言葉遣い，動作などに心掛けて，明るく接すること。
〔第 3 学年及び第 4 学年〕

礼儀の大切さを知り，誰に対しても真心をもって接すること。
〔第 5 学年及び第 6 学年〕

時と場をわきまえて，礼儀正しく真心をもって接すること。
［友情，信頼］

〔第 1 学年及び第 2 学年〕
友達と仲よくし，助け合うこと。

〔第 3 学年及び第 4 学年〕
友達と互いに理解し，信頼し，助け合うこと。

〔第 5 学年及び第 6 学年〕
友達と互いに信頼し，学び合って友情を深め，異性についても理解しなが

ら，人間関係を築いていくこと。

［相互理解，寛容］
〔第 3 学年及び第 4 学年〕

自分の考えや意見を相手に伝えるとともに，相手のことを理解し，自分と
異なる意見も大切にすること。

〔第 5 学年及び第 6 学年〕
自分の考えや意見を相手に伝えるとともに，謙虚な心をもち，広い心で自分と

異なる意見や立場を尊重すること。
C　主として集団や社会との関わりに関すること
［規則の尊重］

〔第 1 学年及び第 2 学年〕
約束やきまりを守り，みんなが使う物を大切にすること。

〔第 3 学年及び第 4 学年〕
約束や社会のきまりの意義を理解し，それらを守ること。

〔第 5 学年及び第 6 学年〕
法やきまりの意義を理解した上で進んでそれらを守り，自他の権利を大切

にし，義務を果たすこと。
［公正，公平，社会正義］

〔第 1 学年及び第 2 学年〕
自分の好き嫌いにとらわれないで接すること。

〔第 3 学年及び第 4 学年〕
誰に対しても分け隔てをせず，公正，公平な態度で接すること。

〔第 5 学年及び第 6 学年〕
誰に対しても差別をすることや偏見をもつことなく，公正，公平な態度で

接し，正義の実現に努めること。

新項目。
いじめの問題への対応を充
実するため，中学年から指
導の充実を図っている。

児童にとっての対象の広が
りに即して，現行の「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。」と順序を入れ替えて
いる。

新項目。
いじめの問題への対応を充
実するため，低学年から指
導の充実を図っている。

新項目。
いじめの問題への対応を充
実するため，中学年でも指
導の充実を図っている。
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る。

⑸　日々の生活が人々の支え合いや助け合いで成り立っていることに感謝
し，それにこたえる。

⑴　気持ちのよいあいさつ，言葉遣い，動作などに心掛けて，明るく接する。

⑴　礼儀の大切さを知り，だれに対しても真心をもって接する。

⑴　時と場をわきまえて，礼儀正しく真心をもって接する。

⑶　友達と仲よくし，助け合う。

⑶　友達と互いに理解し，信頼し，助け合う。

⑶　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。

⑷　謙虚な心をもち，広い心で自分と異なる意見や立場を大切にする。

4　主として集団や社会とのかかわりに関すること。

⑴　約束やきまりを守り，みんなが使う物を大切にする。

⑴　約束や社会のきまりを守り，公徳心をもつ。

⑴　公徳心をもって法やきまりを守り，自他の権利を大切にし進んで義務を
果たす。

⑵　だれに対しても差別をすることや偏見をもつことなく公正，公平にし，
正義の実現に努める



30

［勤労，公共の精神］
〔第 1 学年及び第 2 学年〕

働くことのよさを知り，みんなのために働くこと。
〔第 3 学年及び第 4 学年〕

働くことの大切さを知り，進んでみんなのために働くこと。
〔第 5 学年及び第 6 学年〕

働くことや社会に奉仕することの充実感を味わうとともに，その意義を理
解し，公共のために役に立つことをすること。

［家族愛，家庭生活の充実］
〔第 1 学年及び第 2 学年〕

父母，祖父母を敬愛し，進んで家の手伝いなどをして，家族の役に立つこと。

〔第 3 学年及び第 4 学年〕
父母，祖父母を敬愛し，家族みんなで協力し合って楽しい家庭をつくること。

〔第 5 学年及び第 6 学年〕
父母，祖父母を敬愛し，家族の幸せを求めて，進んで役に立つことをする

こと。
［よりよい学校生活，集団生活の充実］

〔第 1 学年及び第 2 学年〕
先生を敬愛し，学校の人々に親しんで，学級や学校の生活を楽しくすること。

〔第 3 学年及び第 4 学年〕
先生や学校の人々を敬愛し，みんなで協力し合って楽しい学級や学校をつ

くること。
〔第 5 学年及び第 6 学年〕

先生や学校の人々を敬愛し，みんなで協力し合ってよりよい学級や学校を
つくるとともに，様々な集団の中での自分の役割を自覚して集団生活の充実
に努めること。

［伝統と文化の尊重，国や郷土を愛する態度］
〔第 1 学年及び第 2 学年〕

我が国や郷土の文化と生活に親しみ，愛着をもつこと。
〔第 3 学年及び第 4 学年〕

我が国や郷土の伝統と文化を大切にし，国や郷土を愛する心をもつこと。
〔第 5 学年及び第 6 学年〕

我が国や郷土の伝統と文化を大切にし，先人の努力を知り，国や郷土を愛
する心をもつこと。

［国際理解，国際親善］
〔第 1 学年及び第 2 学年〕

他国の人々や文化に親しむこと。
〔第 3 学年及び第 4 学年〕

他国の人々や文化に親しみ，関心をもつこと。

現行の高学年 4- ⑹と 4- ⑶
の内容をまとめている。

「国際理解，国際親善」の
記述とバランスをとるた
め，追加されている。

現行の中学年 4- ⑸と 4- ⑹
の内容をまとめ，「国際理
解」に関わる内容を分離し
ている。

新項目。
中教審答申の「今後のグロ
ーバル化の中では，自国の
伝統や文化への深い理解は
もとより，多様性の尊重や
価値観の異なる他者との共
生なども重要な内容」とい
う提言を踏まえ，発達段階
を踏まえたより体系的な内
容にしている。
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⑵　働くことのよさを感じて，みんなのために働く。

⑵　働くことの大切さを知り，進んでみんなのために働く。

⑷　働くことの意義を理解し，社会に奉仕する喜びを知って公共のために役
に立つことをする。

⑶　父母，祖父母を敬愛し，進んで家の手伝いなどをして，家族の役に立つ
喜びを知る。

⑶　父母，祖父母を敬愛し，家族みんなで協力し合って楽しい家庭をつくる。

⑸　父母，祖父母を敬愛し，家族の幸せを求めて，進んで役に立つことをする。

⑷　先生を敬愛し，学校の人々に親しんで，学級や学校の生活を楽しくする。

⑷　先生や学校の人々を敬愛し，みんなで協力し合って楽しい学級をつくる。

⑹　先生や学校の人々への敬愛を深め，みんなで協力し合いよりよい校風を
つくる。

⑶　身近な集団に進んで参加し，自分の役割を自覚し，協力して主体的に責
任を果たす。

⑸　郷土の文化や生活に親しみ，愛着をもつ。

⑸　郷土の伝統と文化を大切にし，郷土を愛する心をもつ。

⑺　郷土や我が国の伝統と文化を大切にし，先人の努力を知り，郷土や国を
愛する心をもつ。

⑹　我が国の伝統と文化に親しみ，国を愛する心をもつとともに，外国の人々
や文化に関心をもつ。
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〔第 5 学年及び第 6 学年〕
他国の人々や文化について理解し，日本人としての自覚をもって国際親善

に努めること。
Ｄ　主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関すること
［生命の尊さ］

〔第 1 学年及び第 2 学年〕
生きることのすばらしさを知り，生命を大切にすること。

〔第 3 学年及び第 4 学年〕
生命の尊さを知り，生命あるものを大切にすること。

〔第 5 学年及び第 6 学年〕
生命が多くの生命のつながりの中にあるかけがえのないものであることを

理解し，生命を尊重すること。
［自然愛護］

〔第 1 学年及び第 2 学年〕
身近な自然に親しみ，動植物に優しい心で接すること。

〔第 3 学年及び第 4 学年〕
自然のすばらしさや不思議さを感じ取り，自然や動植物を大切にすること。

〔第 5 学年及び第 6 学年〕
自然の偉大さを知り，自然環境を大切にすること。

［感動，畏敬の念］
〔第 1 学年及び第 2 学年〕

美しいものに触れ，すがすがしい心をもつこと。
〔第 3 学年及び第 4 学年〕

美しいものや気高いものに感動する心をもつこと。
〔第 5 学年及び第 6 学年〕

美しいものや気高いものに感動する心や人間の力を超えたものに対する畏
敬の念をもつこと。

［よりよく生きる喜び］
〔第 5 学年及び第 6 学年〕

よりよく生きようとする人間の強さや気高さを理解し，人間として生きる
喜びを感じること。

第 3　指導計画の作成と内容の取扱い
1　各学校においては，道徳教育の全体計画に基づき，各教科，外国語活動，

総合的な学習の時間及び特別活動との関連を考慮しながら，道徳科の年間指
導計画を作成するものとする。なお，作成に当たっては，第 2 に示す各学年
段階の内容項目について，相当する各学年において全て取り上げることとす
る。その際，児童や学校の実態に応じ，2 学年間を見通した重点的な指導や
内容項目間の関連を密にした指導，一つの内容項目を複数の時間で扱う指導
を取り入れるなどの工夫を行うものとする。

2　第 2 の内容の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
⑴　校長や教頭などの参加，他の教師との協力的な指導などについて工夫し，

道徳教育推進教師を中心とした指導体制を充実すること。
⑵　道徳科が学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要としての役割

生命尊重の重要性を鑑み
て，視点の名称を変更して
いる。

新項目。
中学校の内容と系統性をも
たせている。

文言の順序を入れ替え，整
理している。

POINT

POINT

POINT

26

27

28
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⑻　外国の人々や文化を大切にする心をもち，日本人としての自覚をもって
世界の人々と親善に努める。

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。

⑴　生きることを喜び，生命を大切にする心をもつ。

⑴　生命の尊さを感じ取り，生命あるものを大切にする。

⑴　生命がかけがえのないものであることを知り，自他の生命を尊重する。

⑵　身近な自然に親しみ，動植物に優しい心で接する。

⑵　自然のすばらしさや不思議さに感動し，自然や動植物を大切にする。

⑵　自然の偉大さを知り，自然環境を大切にする。

⑶　美しいものに触れ，すがすがしい心をもつ。

⑶　美しいものや気高いものに感動する心をもつ。

⑶　美しいものに感動する心や人間の力を超えたものに対する畏敬の念をも
つ。

第 3　指導計画の作成と内容の取扱い
⑵　道徳の時間の年間指導計画の作成に当たっては，道徳教育の全体計画に

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との関連
を考慮しながら，計画的・発展的に授業がなされるよう工夫すること。そ
の際，第 2 に示す各学年段階ごとの内容項目について，児童や学校の実態
に応じ，2 学年間を見通した重点的な指導や内容項目間の関連を密にした
指導を行うよう工夫すること。ただし，第 2 に示す各学年段階ごとの内容
項目は相当する各学年においてすべて取り上げること。なお，特に必要な
場合には，他の学年段階の内容項目を加えることができること。

3　道徳の時間における指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
⑴　校長や教頭などの参加，他の教師との協力的な指導などについて工夫し，

道徳教育推進教師を中心とした指導体制を充実すること。

一部改正では，第 3 章の
第 3 の 2 の⑵に移動して
いる。

POINT 29
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を果たすことができるよう，計画的・発展的な指導を行うこと。特に，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
しては取り扱う機会が十分でない内容項目に関わる指導を補うことや，児
童や学校の実態等を踏まえて指導をより一層深めること，内容項目の相互
の関連を捉え直したり発展させたりすることに留意すること。

⑶　児童が自ら道徳性を養う中で，自らを振り返って成長を実感したり，こ
れからの課題や目標を見付けたりすることができるよう工夫すること。そ
の際，道徳性を養うことの意義について，児童自らが考え，理解し，主体
的に学習に取り組むことができるようにすること。

⑷　児童が多様な感じ方や考え方に接する中で，考えを深め，判断し，表現
する力などを育むことができるよう，自分の考えを基に話し合ったり書い
たりするなどの言語活動を充実すること。

⑸　児童の発達の段階や特性等を考慮し，指導のねらいに即して，問題解決
的な学習，道徳的行為に関する体験的な学習等を適切に取り入れるなど，
指導方法を工夫すること。その際，それらの活動を通じて学んだ内容の意
義などについて考えることができるようにすること。また，特別活動等に
おける多様な実践活動や体験活動も道徳科の授業に生かすようにするこ
と。

⑹　児童の発達の段階や特性等を考慮し，第 2 に示す内容との関連を踏まえ
つつ，情報モラルに関する指導を充実すること。また，児童の発達の段階
や特性等を考慮し，例えば，社会の持続可能な発展などの現代的な課題の
取扱いにも留意し，身近な社会的課題を自分との関係において考え，それ
らの解決に寄与しようとする意欲や態度を育てるよう努めること。なお，
多様な見方や考え方のできる事柄について，特定の見方や考え方に偏った
指導を行うことのないようにすること。

⑺　道徳科の授業を公開したり，授業の実施や地域教材の開発や活用などに
家庭や地域の人々，各分野の専門家等の積極的な参加や協力を得たりする
など，家庭や地域社会との共通理解を深め，相互の連携を図ること。

3　教材については，次の事項に留意するものとする。
⑴　児童の発達の段階や特性，地域の実情等を考慮し，多様な教材の活用に

努めること。特に，生命の尊厳，自然，伝統と文化，先人の伝記，スポーツ，
情報化への対応等の現代的な課題などを題材とし，児童が問題意識をもっ
て多面的・多角的に考えたり，感動を覚えたりするような充実した教材の
開発や活用を行うこと。

⑵　教材については，教育基本法や学校教育法その他の法令に従い，次の観
点に照らし適切と判断されるものであること。
ア　児童の発達の段階に即し，ねらいを達成するのにふさわしいものであ

ること。
イ　人間尊重の精神にかなうものであって，悩みや葛藤等の心の揺れ，人

間関係の理解等の課題も含め，児童が深く考えることができ，人間とし
てよりよく生きる喜びや勇気を与えられるものであること。

現行の第 3 章の第 1 にあ
った補充・深化・統合につ
いて説明している。

現行の第 3 章の第 3 の 1
の⑶で，高学年について触
れられていた内容を取り入
れている。

「教え込み」ではなく，多
様で効果的な指導方法を積
極的に導入するとともに，
児童の主体的な学習が求め
られている。

道徳科のねらいを達成する
ために，自らの考えを深め
る言語活動を充実する必要
性を示している。

答えが一つではない問題を
道徳的課題として捉え，児
童が考え議論する道徳科へ
と転換するため，問題解決
的な学習，道徳的行為に関
する体験的な学習を行い，
その意義について考えさせ
ることが求められている。

POINT

POINT

POINT

POINT

POINT

30

34
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2　第 2 に示す道徳の内容は，児童が自ら道徳性をはぐくむためのものであり，
道徳の時間はもとより，各教科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別
活動においてもそれぞれの特質に応じた適切な指導を行うものとする。その
際，児童自らが成長を実感でき，これからの課題や目標が見付けられるよう
工夫する必要がある。

3　（略）
⑷　自分の考えを基に，書いたり話し合ったりするなどの表現する機会を充

実し，自分とは異なる考えに接する中で，自分の考えを深め，自らの成長
を実感できるよう工夫すること。

⑸　児童の発達の段階や特性等を考慮し，第 2 に示す道徳の内容との関連を
踏まえ，情報モラルに関する指導に留意すること。

4　道徳教育を進めるに当たっては，学校や学級内の人間関係や環境を整える
とともに，学校の道徳教育の指導内容が児童の日常生活に生かされるように
する必要がある。また，道徳の時間の授業を公開したり，授業の実施や地域
教材の開発や活用などに保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得たり
するなど，家庭や地域社会との共通理解を深め，相互の連携を図るよう配慮
する必要がある。

3　（略）
⑶　先人の生き方，自然，伝統と文化，スポーツなどを題材とし，児童が感

動を覚えるような魅力的な教材の開発や活用を通して，児童の発達の段階
や特性等を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。

一部改正では第１章の第４
に移動し，整理している。

POINT 35
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ウ　多様な見方や考え方のできる事柄を取り扱う場合には，特定の見方や
考え方に偏った取扱いがなされていないものであること。

4　児童の学習状況や道徳性に係る成長の様子を継続的に把握し，指導に生か
すよう努める必要がある。ただし，数値などによる評価は行わないものとす
る。

第 4 章～第 6 章　（略）

・一部改正の内容に合わせて現行の内容の順序や場所を変更し，比較しやすいよ
うにしています。

・主な変更点を下線で示しています。ただし，文言の移動など，示すと変更点が
わかりにくくなる場合には下線を省略しています。

一部改正（平成27年3月告示）
第 1 章　総則

第 1 　教育課程編成の一般方針
1  （略）
2 　学校における道徳教育は，特別の教科である道徳（以下「道徳科」という。）

を要として学校の教育活動全体を通じて行うものであり，道徳科はもとよ
り，各教科，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて，
生徒の発達の段階を考慮して，適切な指導を行わなければならない。

道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に
基づき，人間としての生き方を考え，主体的な判断の下に行動し，自立し
た人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うこ
とを目標とする。

道徳教育を進めるに当たっては，人間尊重の精神と生命に対する畏敬の
念を家庭，学校，その他社会における具体的な生活の中に生かし，豊かな
心をもち，伝統と文化を尊重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛し，
個性豊かな文化の創造を図るとともに，平和で民主的な国家及び社会の形
成者として，公共の精神を尊び，社会及び国家の発展に努め，他国を尊重し，
国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓

ひら

く主体性のある日本
人の育成に資することとなるよう特に留意しなければならない。

3 （略）
第 2 　内容等の取扱いに関する共通的事項

1　第 2 章以下に示す各教科，道徳科及び特別活動の内容に関する事項は，特
に示す場合を除き，いずれの学校においても取り扱わなければならない。

2　学校において特に必要がある場合には，第 2 章以下に示していない内容を
加えて指導することができる。また，第 2 章以下に示す内容の取扱いのうち

児童一人ひとりのよさを伸
ばし，成長を促すために「学
習状況」と「成長の様子」
を多面的・継続的に把握す
ることが求められている。
評価の在り方は平成 27 年
度中に専門家会議で審議さ
れる。
評価の方向性（パブリック
コメントより）
・数値ではなく記述式評価。
・相対評価ではなく，個人

内評価。
・他の児童生徒と比較して，

優劣を決めるような評価
はなじまない。

・個々の内容項目ごとでは
なく，大くくりのまとま
りを踏まえた評価。

・発達障害等の児童生徒に
ついての配慮すべき観点
等を学校や教員間で共有
する。

・現在の指導要領の書式の
在り方を総合的に見直す。

POINT 36

特別の教科として位置付け
ている。

道徳教育の目標を明確にし
ている。

（小学校は「自己の生き方」）

強調している。

POINT

POINT

POINT

37

38

39
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5　児童の道徳性については，常にその実態を把握して指導に生かすよう努め
る必要がある。ただし，道徳の時間に関して数値などによる評価は行わない
ものとする。

第 4 章～第 6 章　（略）

一部改正 中学校学習指導要領
新旧対照表とポイント解説

現行（平成20年3月告示）
第 1 章　総則

第 1　教育課程編成の一般方針
1 （略）
2　学校における道徳教育は，道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通

じて行うものであり，道徳の時間はもとより，各教科，総合的な学習の時
間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて，生徒の発達の段階を考慮して，
適切な指導を行わなければならない。

道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に
基づき，人間尊重の精神と生命に対する畏

い

敬の念を家庭，学校，その他社
会における具体的な生活の中に生かし，豊かな心をもち，伝統と文化を尊
重し，それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛し，個性豊かな文化の創
造を図るとともに，公共の精神を尊び，民主的な社会及び国家の発展に努め，
他国を尊重し，国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓

ひら

く主
体性のある日本人を育成するため，その基盤としての道徳性を養うことを
目標とする。

道徳教育を進めるに当たっては，教師と生徒及び生徒相互の人間関係を
深めるとともに，生徒が道徳的価値に基づいた人間としての生き方につい
ての自覚を深め，家庭や地域社会との連携を図りながら，職場体験活動や
ボランティア活動，自然体験活動などの豊かな体験を通して生徒の内面に
根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。その際，
特に生徒が自他の生命を尊重し，規律ある生活ができ，自分の将来を考え，
法やきまりの意義の理解を深め，主体的に社会の形成に参画し，国際社会
に生きる日本人としての自覚を身に付けるようにすることなどに配慮しな
ければならない。

3 （略）
第 2 　内容等の取扱いに関する共通的事項

1　第 2 章以下に示す各教科，道徳及び特別活動の内容に関する事項は，特に
示す場合を除き，いずれの学校においても取り扱わなければならない。

2　学校において特に必要がある場合には，第 2 章以下に示していない内容を
加えて指導することができる。また，第 2 章以下に示す内容の取扱いのうち

一部改正では次段落に移動
し，留意すべき内容として
示している。

一部改正では第 1 章の第 4
の 3 に移動し，整理して
いる。

POINT

POINT

40

41
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内容の範囲や程度等を示す事項は，全ての生徒に対して指導するものとす
る内容の範囲や程度等を示したものであり，学校において特に必要がある
場合には，この事項にかかわらず指導することができる。ただし，これら
の場合には，第 2 章以下に示す各教科，道徳科及び特別活動並びに各学年，
各分野又は各言語の目標や内容の趣旨を逸脱したり，生徒の負担過重となっ
たりすることのないようにしなければならない。

3　第 2 章以下に示す各教科，道徳科及び特別活動並びに各学年，各分野又は
各言語の内容に掲げる事項の順序は，特に示す場合を除き，指導の順序を
示すものではないので，学校においては，その取扱いについて適切な工夫
を加えるものとする。

4 ～ 7 （略）
8 道徳科を要として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の内容は，第 3

章特別の教科道徳の第 2 に示す内容とする。
第 3 　授業時数等の取扱い

1　各教科，道徳科，総合的な学習の時間及び特別活動（以下「各教科等」という。
ただし，1 及び 3 において，特別活動については学級活動（学校給食に係る
ものを除く。）に限る。）の授業は，年間 35 週以上にわたって行うよう計画し，
週当たりの授業時数が生徒の負担過重にならないようにするものとする。た
だし，各教科等（特別活動を除く。）や学習活動の特質に応じ効果的な場合
には，夏季，冬季，学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含め，
これらの授業を特定の期間に行うことができる。なお，給食，休憩などの時
間については，学校において工夫を加え，適切に定めるものとする。

2 ～ 5 （略）
第 4 　指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

1 （略）
2　各教科等の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

⑴～⒁ （略）

3　道徳教育を進めるに当たっては，次の事項に配慮するものとする。
⑴　各学校においては，第 1 の 2 に示す道徳教育の目標を踏まえ，道徳教

育の全体計画を作成し，校長の方針の下に，道徳教育の推進を主に担当
する教師（以下「道徳教育推進教師」という。）を中心に，全教師が協力
して道徳教育を展開すること。なお，道徳教育の全体計画の作成に当たっ
ては，生徒，学校及び地域の実態を考慮して，学校の道徳教育の重点目
標を設定するとともに，道徳科の指導方針，第 3 章特別の教科道徳の第 2
に示す内容との関連を踏まえた各教科，総合的な学習の時間及び特別活
動における指導の内容及び時期並びに家庭や地域社会との連携の方法を
示すこと。

⑵　各学校においては，生徒の発達の段階や特性等を踏まえ，指導内容の
重点化を図ること。その際，小学校における道徳教育の指導内容を更に
発展させ，自立心や自律性を高め，規律ある生活をすること，生命を尊
重する心や自らの弱さを克服して気高く生きようとする心を育てること，
法やきまりの意義に関する理解を深めること，自らの将来の生き方を考
え主体的に社会の形成に参画する意欲と態度を養うこと，伝統と文化を尊

現行の第 3 章の第 2 に同
主旨の内容が書かれてい
た。
一部改正では，「学校の教
育活動全体で行う道徳教
育」に関する内容は第 1
章に，「特別の教科　道徳」
に関する内容は第 3 章に
まとめ，構造化して示して
いる。

現行の第 3 章の第 3 の内
容を，一部改正では第 1
章の第 4 に移動し，整理
している。

（ここでは対照しやすいよ
うに，現行の内容を移動し，
並べ替えて示している）

順序を整理し，「～をする
こと」，「～する心を育てる
こと」，「～する意欲と態度
を養うこと」，「～を身に付
けること」と述語を使い分
けて示している。

小学校との系統性を示して
いる。
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POINT

POINT

POINT
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内容の範囲や程度等を示す事項は，すべての生徒に対して指導するものと
する内容の範囲や程度等を示したものであり，学校において特に必要があ
る場合には，この事項にかかわらず指導することができる。ただし，これ
らの場合には，第 2 章以下に示す各教科，道徳及び特別活動並びに各学年，
各分野又は各言語の目標や内容の趣旨を逸脱したり，生徒の負担過重となっ
たりすることのないようにしなければならない。

3　第 2 章以下に示す各教科，道徳及び特別活動並びに各学年，各分野又は各
言語の内容に掲げる事項の順序は，特に示す場合を除き，指導の順序を示
すものではないので，学校においては，その取扱いについて適切な工夫を
加えるものとする。

4 ～ 7 （略）

第 3　授業時数等の取扱い
1　各教科，道徳，総合的な学習の時間及び特別活動（以下「各教科等」という。

ただし，1 及び 3 において，特別活動については学級活動（学校給食に係る
ものを除く。）に限る。）の授業は，年間 35 週以上にわたって行うよう計画し，
週当たりの授業時数が生徒の負担過重にならないようにするものとする。た
だし，各教科等（特別活動を除く。）や学習活動の特質に応じ効果的な場合
には，夏季，冬季，学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含め，
これらの授業を特定の期間に行うことができる。なお，給食，休憩などの時
間については，学校において工夫を加え，適切に定めるものとする。

2 ～ 5 （略）
第 4 　指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

1 （略）
2　以上のほか，次の事項に配慮するものとする。

⑴～⒁ （略）
第 3 章　道　　　徳

第 3　指導計画の作成と内容の取扱い
1　各学校においては，校長の方針の下に，道徳教育の推進を主に担当する教

師（以下「道徳教育推進教師」という。）を中心に，全教師が協力して道徳
教育を展開するため，次に示すところにより，道徳教育の全体計画と道徳の
時間の年間指導計画を作成するものとする。
⑴　道徳教育の全体計画の作成に当たっては，学校における全教育活動との

関連の下に，生徒，学校及び地域の実態を考慮して，学校の道徳教育の重
点目標を設定するとともに，第 2 に示す道徳の内容との関連を踏まえた各
教科，総合的な学習の時間及び特別活動における指導の内容及び時期並び
に家庭や地域社会との連携の方法を示す必要があること。

⑶　各学校においては，生徒の発達の段階や特性等を踏まえ，指導内容の重
点化を図ること。特に，自他の生命を尊重し，規律ある生活ができ，自分
の将来を考え，法やきまりの意義の理解を深め，主体的に社会の形成に参
画し，国際社会に生きる日本人としての自覚を身に付けるようにすること
などに配慮し，生徒や学校の実態に応じた指導を行うよう工夫すること。
また，悩みや葛藤等の思春期の心の揺れ，人間関係の理解等の課題を積極
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重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊重
すること，国際社会に生きる日本人としての自覚を身に付けることに留
意すること。

⑶　学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに，職場体験活動やボ
ランティア活動，自然体験活動，地域の行事への参加などの豊かな体験
を充実すること。また，道徳教育の指導内容が，生徒の日常生活に生か
されるようにすること。その際，いじめの防止や安全の確保等にも資す
ることとなるよう留意すること。

⑷　学校の道徳教育の全体計画や道徳教育に関する諸活動などの情報を積
極的に公表したり，道徳教育の充実のために家庭や地域の人々の積極的
な参加や協力を得たりするなど，家庭や地域社会との共通理解を深め，
相互の連携を図ること。

第 2 章　各　教　科　（略）
第 3 章　特別の教科　道徳

第 1　目　標
第 1 章総則の第 1 の 2 に示す道徳教育の目標に基づき，よりよく生きるための

基盤となる道徳性を養うため，道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つ
め，物事を広い視野から多面的・多角的に考え，人間としての生き方についての
考えを深める学習を通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てる。

第 2　内　容
学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要である道徳科においては，以

下に示す項目について扱う。
Ａ　主として自分自身に関すること
［自主，自律，自由と責任］

自律の精神を重んじ，自主的に考え，判断し，誠実に実行してその結果に
責任をもつこと。

［節度，節制］
望ましい生活習慣を身に付け，心身の健康の増進を図り，節度を守り節制

に心掛け，安全で調和のある生活をすること。
［向上心，個性の伸長］

自己を見つめ，自己の向上を図るとともに，個性を伸ばして充実した生き
方を追求すること。

［希望と勇気，克己と強い意志］
より高い目標を設定し，その達成を目指し，希望と勇気をもち，困難や失

敗を乗り越えて着実にやり遂げること。
［真理の探究，創造］

真実を大切にし，真理を探究して新しいものを生み出そうと努めること。

Ｂ　主として人との関わりに関すること
［思いやり，感謝］

例示を追加し，表現を変更
している。

いじめの防止や，安全の確
保について言及している。

「道徳教育」全体ではなく
「道徳科」に限定した目標
に変更している。

「道徳科」の目標
最終的な目標は「道徳教育」
と同じ「道徳性の育成」で
あることを示している。

「道徳科」の学習
生徒が道徳的価値を自覚で
きるようにするため，その
過程をより具体的に示して
いる。

「道徳科」で育てる資質・
能力

「道徳的実践力」を「道徳
的な判断力，心情，実践意
欲と態度」に改めている。
判断力が先頭に移動し，「な
ど」を削除している。

指導しやすいよう，キーワ
ードを追加している。また，
語尾に「こと」を追加して
いる。

（ここでは対照しやすいよ
うに，現行の内容を並べ替
えて示している）
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的に取り上げ，道徳的価値を自覚した人間としての生き方について考えを
深められるよう配慮すること。

4　道徳教育を進めるに当たっては，学校や学級内の人間関係や環境を整える
とともに，学校の道徳教育の指導内容が生徒の日常生活に生かされるよう
にする必要がある。また，道徳の時間の授業を公開したり，授業の実施や
地域教材の開発や活用などに，保護者や地域の人々の積極的な参加や協力
を得たりするなど，家庭や地域社会との共通理解を深め，相互の連携を図
るよう配慮する必要がある。

第 2 章　各　教　科　（略）
第 3 章　道　　　徳

第 1　目　標
道徳教育の目標は，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
ととする。

道徳の時間においては，以上の道徳教育の目標に基づき，各教科，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，道徳的価値及びそれに基づいた
人間としての生き方についての自覚を深め，道徳的実践力を育成するものとする。
第 2　内　容

道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の内容は，
次のとおりとする。

1　主として自分自身に関すること。

⑶　自律の精神を重んじ，自主的に考え，誠実に実行してその結果に責任
をもつ。

⑴　望ましい生活習慣を身に付け，心身の健康の増進を図り，節度を守り
節制に心掛け調和のある生活をする。

⑸　自己を見つめ，自己の向上を図るとともに，個性を伸ばして充実した
生き方を追求する。

⑵　より高い目標を目指し，希望と勇気をもって着実にやり抜く強い意志
をもつ。

⑷　真理を愛し，真実を求め，理想の実現を目指して自己の人生を切り拓
いていく。

2　主として他の人とのかかわりに関すること。

補充・深化・統合は，一部
改正の第 3 章の第 3 の 2
に移動して整理している。

POINT 53
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思いやりの心をもって人と接するとともに，家族などの支えや多くの人々
の善意により日々の生活や現在の自分があることに感謝し，進んでそれに応
え，人間愛の精神を深めること。

［礼儀］
礼儀の意義を理解し，時と場に応じた適切な言動をとること。

［友情，信頼］
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，

高め合うとともに，異性についての理解を深め，悩みや葛藤も経験しながら
人間関係を深めていくこと。

［相互理解，寛容］
自分の考えや意見を相手に伝えるとともに，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，寛容の心をもって
謙虚に他に学び，自らを高めていくこと。

Ｃ　主として集団や社会との関わりに関すること
［遵法精神，公徳心］

法やきまりの意義を理解し，それらを進んで守るとともに，そのよりよい在
り方について考え，自他の権利を大切にし，義務を果たして，規律ある安定し
た社会の実現に努めること。

［公正，公平，社会正義］
正義と公正さを重んじ，誰に対しても公平に接し，差別や偏見のない社会の

実現に努めること。
［社会参画，公共の精神］

社会参画の意識と社会連帯の自覚を高め，公共の精神をもってよりよい社会
の実現に努めること。

［勤労］
勤労の尊さや意義を理解し，将来の生き方について考えを深め，勤労を通じ

て社会に貢献すること。
［家族愛，家庭生活の充実］

父母，祖父母を敬愛し，家族の一員としての自覚をもって充実した家庭生活
を築くこと。

［よりよい学校生活，集団生活の充実］
教師や学校の人々を敬愛し，学級や学校の一員としての自覚をもち，協力し

合ってよりよい校風をつくるとともに，様々な集団の意義や集団の中での自分
の役割と責任を自覚して集団生活の充実に努めること。

［郷土の伝統と文化の尊重，郷土を愛する態度］
郷土の伝統と文化を大切にし，社会に尽くした先人や高齢者に尊敬の念を深

め，地域社会の一員としての自覚をもって郷土を愛し，進んで郷土の発展に努
めること。

［我が国の伝統と文化の尊重，国を愛する態度］
優れた伝統の継承と新しい文化の創造に貢献するとともに，日本人としての

自覚をもって国を愛し，国家及び社会の形成者として，その発展に努めること。
［国際理解，国際貢献］

現行の 2- ⑵と 2- ⑹の内容
をまとめている。

現行の 2- ⑶と 2- ⑷の内容
をまとめている。

現行の 4- ⑵にあった「公
徳心」の内容を含んでいる。

現行の 4- ⑸にあった「奉
仕」の内容を含んでいる。

現行の 4- ⑺と 4- ⑷の内容
をまとめている。

キャリア教育よりの内容に
整理している。

生徒にとっての対象の広が
りに即して，現行の「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。」と順序を入れ替えて
いる。
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⑵　温かい人間愛の精神を深め，他の人々に対し思いやりの心をもつ。
⑹　多くの人々の善意や支えにより，日々の生活や現在の自分があること

に感謝し，それにこたえる。

⑴　礼儀の意義を理解し，時と場に応じた適切な言動をとる。

⑶　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。

⑷　男女は，互いに異性についての正しい理解を深め，相手の人格を尊重
する。

⑸　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，寛容の心をもち謙虚に他に学ぶ。

4　主として集団や社会とのかかわりに関すること。

⑴　法やきまりの意義を理解し，遵守するとともに，自他の権利を重んじ
義務を確実に果たして，社会の秩序と規律を高めるように努める。

⑶　正義を重んじ，だれに対しても公正，公平にし，差別や偏見のない社
会の実現に努める。

⑵　公徳心及び社会連帯の自覚を高め，よりよい社会の実現に努める。

⑸　勤労の尊さや意義を理解し，奉仕の精神をもって，公共の福祉と社会
の発展に努める。

⑹　父母，祖父母に敬愛の念を深め，家族の一員としての自覚をもって充
実した家庭生活を築く。

⑺　学級や学校の一員としての自覚をもち，教師や学校の人々に敬愛の念
を深め，協力してよりよい校風を樹立する。

⑷　自己が属する様々な集団の意義についての理解を深め，役割と責任を
自覚し集団生活の向上に努める。

⑻　地域社会の一員としての自覚をもって郷土を愛し，社会に尽くした先
人や高齢者に尊敬と感謝の念を深め，郷土の発展に努める。

⑼　日本人としての自覚をもって国を愛し，国家の発展に努めるとともに，
優れた伝統の継承と新しい文化の創造に貢献する。
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世界の中の日本人としての自覚をもち，他国を尊重し，国際的視野に立って，
世界の平和と人類の発展に寄与すること。
Ｄ　主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関すること
［生命の尊さ］

生命の尊さについて，その連続性や有限性なども含めて理解し，かけがえ
のない生命を尊重すること。

［自然愛護］
自然の崇高さを知り，自然環境を大切にすることの意義を理解し，進んで

自然の愛護に努めること。
［感動，畏敬の念］

美しいものや気高いものに感動する心をもち，人間の力を超えたものに対
する畏敬の念を深めること。

［よりよく生きる喜び］
人間には自らの弱さや醜さを克服する強さや気高く生きようとする心があ

ることを理解し，人間として生きることに喜びを見いだすこと。
第 3　指導計画の作成と内容の取扱い

1　各学校においては，道徳教育の全体計画に基づき，各教科，総合的な学習
の時間及び特別活動との関連を考慮しながら，道徳科の年間指導計画を作
成するものとする。なお，作成に当たっては，第 2 に示す内容項目について，
各学年において全て取り上げることとする。その際，生徒や学校の実態に
応じ，3 学年間を見通した重点的な指導や内容項目間の関連を密にした指導，
一つの内容項目を複数の時間で扱う指導を取り入れるなどの工夫を行うも
のとする。

2　第 2 の内容の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
⑴　学級担任の教師が行うことを原則とするが，校長や教頭などの参加，

他の教師との協力的な指導などについて工夫し，道徳教育推進教師を中
心とした指導体制を充実すること。

⑵　道徳科が学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要としての役割
を果たすことができるよう，計画的・発展的な指導を行うこと。特に，
各教科，総合的な学習の時間及び特別活動における道徳教育としては取
り扱う機会が十分でない内容項目に関わる指導を補うことや，生徒や学
校の実態等を踏まえて指導をより一層深めること，内容項目の相互の関
連を捉え直したり発展させたりすることに留意すること。

⑶　生徒が自ら道徳性を養う中で，自らを振り返って成長を実感したり，
これからの課題や目標を見付けたりすることができるよう工夫すること。
その際，道徳性を養うことの意義について，生徒自らが考え，理解し，
主体的に学習に取り組むことができるようにすること。また，発達の段
階を考慮し，人間としての弱さを認めながら，それを乗り越えてよりよ
く生きようとすることのよさについて，教師が生徒と共に考える姿勢を
大切にすること。

⑷　生徒が多様な感じ方や考え方に接する中で，考えを深め，判断し，表
現する力などを育むことができるよう，自分の考えを基に討論したり書
いたりするなどの言語活動を充実すること。その際，様々な価値観につ
いて多面的・多角的な視点から振り返って考える機会を設けるとともに，

生命尊重の重要性を鑑み
て，視点の名称を変更して
いる。

文言の順序を入れ替え，整
理している。

現行の第 3 章の第 1 にあ
った補充・深化・統合につ
いて説明している。

小学校にはない記述。教師
が生徒と共に考える姿勢を
重視している。

「教え込み」ではなく，多
様で効果的な指導方法を積
極的に導入するとともに，
生徒の主体的な学習が求め
られている。

道徳科のねらいを達成する
ために，自らの考えを深め
る言語活動を充実する必要
性を示している。

現行の 3- ⑵の内容から，
「畏敬の念」の内容を分離
している（小学校との系統
性の整理）。

POINT

POINT

POINT

POINT

POINT

POINT

POINT

61

63

64

66

65

67

62

新
旧
対
照
表（
中
学
校
）
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⑽　世界の中の日本人としての自覚をもち，国際的視野に立って，世界の
平和と人類の幸福に貢献する。

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。

⑴　生命の尊さを理解し，かけがえのない自他の生命を尊重する。

⑵　自然を愛護し，美しいものに感動する豊かな心をもち，人間の力を超
えたものに対する畏敬の念を深める。

⑶　人間には弱さや醜さを克服する強さや気高さがあることを信じて，人
間として生きることに喜びを見いだすように努める。

第 3　指導計画の作成と内容の取扱い
⑵　道徳の時間の年間指導計画の作成に当たっては，道徳教育の全体計画

に基づき，各教科，総合的な学習の時間及び特別活動との関連を考慮し
ながら，計画的・発展的に授業がなされるよう工夫すること。その際，
第 2 に示す各内容項目の指導の充実を図る中で，生徒や学校の実態に応じ，
3 学年間を見通した重点的な指導や内容項目間の関連を密にした指導を行
うよう工夫すること。ただし，第 2 に示す内容項目はいずれの学年にお
いてもすべて取り上げること。

3　道徳の時間における指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
⑴　学級担任の教師が行うことを原則とするが，校長や教頭などの参加，

他の教師との協力的な指導などについて工夫し，道徳教育推進教師を中
心とした指導体制を充実すること。

2　第 2 に示す道徳の内容は，生徒が自ら道徳性をはぐくむためのものであり，
道徳の時間はもとより，各教科，総合的な学習の時間及び特別活動におい
てもそれぞれの特質に応じた適切な指導を行うものとする。その際，生徒
自らが成長を実感でき，これからの課題や目標が見付けられるよう工夫す
る必要がある。

3　( 略 )
⑷　自分の考えを基に，書いたり討論したりするなどの表現する機会を充

実し，自分とは異なる考えに接する中で，自分の考えを深め，自らの成
長を実感できるよう工夫すること。

一部改正では，第 3 章の
第 3 の 2 の (2) に移動し
ている。

POINT 68
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生徒が多様な見方や考え方に接しながら，更に新しい見方や考え方を生
み出していくことができるよう留意すること。

⑸　生徒の発達の段階や特性等を考慮し，指導のねらいに即して，問題解
決的な学習，道徳的行為に関する体験的な学習等を適切に取り入れるな
ど，指導方法を工夫すること。その際，それらの活動を通じて学んだ内
容の意義などについて考えることができるようにすること。また，特別
活動等における多様な実践活動や体験活動も道徳科の授業に生かすよう
にすること。

⑹　生徒の発達の段階や特性等を考慮し，第 2 に示す内容との関連を踏ま
えつつ，情報モラルに関する指導を充実すること。また，例えば，科学
技術の発展と生命倫理との関係や社会の持続可能な発展などの現代的な
課題の取扱いにも留意し，身近な社会的課題を自分との関係において考
え，その解決に向けて取り組もうとする意欲や態度を育てるよう努める
こと。なお，多様な見方や考え方のできる事柄について，特定の見方や
考え方に偏った指導を行うことのないようにすること。

⑺　道徳科の授業を公開したり，授業の実施や地域教材の開発や活用など
に家庭や地域の人々，各分野の専門家等の積極的な参加や協力を得たり
するなど，家庭や地域社会との共通理解を深め，相互の連携を図ること。

3　教材については，次の事項に留意するものとする。
⑴　生徒の発達の段階や特性，地域の実情等を考慮し，多様な教材の活用

に努めること。特に，生命の尊厳，社会参画，自然，伝統と文化，先人
の伝記，スポーツ，情報化への対応等の現代的な課題などを題材とし，
生徒が問題意識をもって多面的・多角的に考えたり，感動を覚えたりす
るような充実した教材の開発や活用を行うこと。

⑵　教材については，教育基本法や学校教育法その他の法令に従い，次の
観点に照らし適切と判断されるものであること。
ア　生徒の発達の段階に即し，ねらいを達成するのにふさわしいもので

あること。
イ　人間尊重の精神にかなうものであって，悩みや葛藤等の心の揺れ，

人間関係の理解等の課題も含め，生徒が深く考えることができ，人間
としてよりよく生きる喜びや勇気を与えられるものであること。

ウ　多様な見方や考え方のできる事柄を取り扱う場合には，特定の見方
や考え方に偏った取扱いがなされていないものであること。

4　生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子を継続的に把握し，指導に生か
すよう努める必要がある。ただし，数値などによる評価は行わないものと
する。

第 4 章～第 5 章　（略）

小学校にはない記述。

小学校にはない記述。

小学校にはない記述。

答えが一つではない問題を
道徳的課題として捉え，生
徒が考え議論する道徳科へ
と転換するため，問題解決
的な学習，道徳的行為に関
する体験的な学習を行い，
その意義について考えさせ
ることが求められている。

POINT

POINT

POINT

POINT

69

71

72

70

現行の第 3 章の第 3 の 1
の⑶に同様の内容が書かれ
ている。

生徒一人ひとりのよさを伸
ばし，成長を促すために「学
習状況」と「成長の様子」
を多面的・継続的に把握す
ることが求められている。
評価の在り方は平成 27 年
度中に専門家会議で審議さ
れる。

第 4 章～第 5 章にも「道徳」
→「道徳科」などの文言の
修正があるが，ここでは省
略している。

POINT

POINT

POINT

73

74

75

新
旧
対
照
表（
中
学
校
）
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⑸　生徒の発達の段階や特性等を考慮し，第 2 に示す道徳の内容との関連
を踏まえて，情報モラルに関する指導に留意すること。

4　道徳教育を進めるに当たっては，学校や学級内の人間関係や環境を整える
とともに，学校の道徳教育の指導内容が生徒の日常生活に生かされるよう
にする必要がある。また，道徳の時間の授業を公開したり，授業の実施や
地域教材の開発や活用などに，保護者や地域の人々の積極的な参加や協力
を得たりするなど，家庭や地域社会との共通理解を深め，相互の連携を図
るよう配慮する必要がある。

3　（略）
⑶　先人の生き方，自然，伝統と文化，スポーツなどを題材とし，生徒が

感動を覚えるような魅力的な教材の開発や活用を通して，生徒の発達の
段階や特性等を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。

5　生徒の道徳性については，常にその実態を把握して指導に生かすよう努め
る必要がある。ただし，道徳の時間に関して数値などによる評価は行わな
いものとする。

第 4 章～第 5 章　（略）

一部改正では第 1 章の第 4
に移動し，整理している。

POINT 76
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（一部改正 学習指導要領　平成 27（2015）年３月 27 日告示）

小学校 第５学年及び第６学年（22 項目） 中学校（22 項目） キーワード一部改正 現行 一部改正 現行
　自由を大切にし，自律的に判断し，責任
のある行動をすること。 1- ⑶

　自律の精神を重んじ，自主的に考え，判断し，誠実
に実行してその結果に責任をもつこと。 1- ⑶

自主，自律，
自由と責任

　誠実に，明るい心で生活すること。 1- ⑷

　安全に気を付けることや，生活習慣の大
切さについて理解し，自分の生活を見直し，
節度を守り節制に心掛けること。

1- ⑴
　望ましい生活習慣を身に付け，心身の健康の増進を
図り，節度を守り節制に心掛け，安全で調和のある生
活をすること。

1- ⑴ 節度，節制

　自分の特徴を知って，短所を改め長所を
伸ばすこと。 1- ⑹ 　自己を見つめ，自己の向上を図るとともに，個性を

伸ばして充実した生き方を追求すること。 1- ⑸ 向上心，
個性の伸長

　より高い目標を立て，希望と勇気をもち，
困難があってもくじけずに努力して物事を
やり抜くこと。

1- ⑵
　より高い目標を設定し，その達成を目指し，希望と
勇気をもち，困難や失敗を乗り越えて着実にやり遂げ
ること。

1- ⑵
希望と勇気，
克己と強い意
志

　真理を大切にし，物事を探究しようとす
る心をもつこと。 1- ⑸ 　真実を大切にし，真理を探究して新しいものを生み

出そうと努めること。 1- ⑷ 真理の探究，
創造

　誰に対しても思いやりの心をもち，相手
の立場に立って親切にすること。 2- ⑵ 　思いやりの心をもって人と接するとともに，家族な

どの支えや多くの人々の善意により日々の生活や現在
の自分があることに感謝し，進んでそれに応え，人間
愛の精神を深めること。

2- ⑵

2- ⑹
思いやり，
感謝　日々の生活が家族や過去からの多くの

人々の支え合いや助け合いで成り立ってい
ることに感謝し，それに応えること。

2- ⑸

　時と場をわきまえて，礼儀正しく真心を
もって接すること。 2- ⑴ 　礼儀の意義を理解し，時と場に応じた適切な言動を

とること。 2- ⑴ 礼儀

　友達と互いに信頼し，学び合って友情を
深め，異性についても理解しながら，人間
関係を築いていくこと。

2- ⑶
　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，高め合うとともに，異性についての理解を深
め，悩みや葛藤も経験しながら人間関係を深めていくこと。

2- ⑶

2- ⑷
友情，信頼

　自分の考えや意見を相手に伝えるととも
に，謙虚な心をもち，広い心で自分と異な
る意見や立場を尊重すること。

2- ⑷
　自分の考えや意見を相手に伝えるとともに，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，寛容の心をもって謙虚に他に学び，自らを高めていくこと。

2- ⑸
相互理解，
寛容

　法やきまりの意義を理解した上で進んでそ
れらを守り，自他の権利を大切にし，義務を
果たすこと。

4- ⑴
　法やきまりの意義を理解し，それらを進んで守るとともに，
そのよりよい在り方について考え，自他の権利を大切にし，
義務を果たして，規律ある安定した社会の実現に努めること。

4- ⑴

4- ⑵
遵法精神，
公徳心

　誰に対しても差別をすることや偏見をも
つことなく，公正，公平な態度で接し，正
義の実現に努めること。

4- ⑵ 　正義と公正さを重んじ，誰に対しても公平に接し，
差別や偏見のない社会の実現に努めること。 4- ⑶

公正，公平，
社会正義

　働くことや社会に奉仕することの充実感
を味わうとともに，その意義を理解し，公
共のために役に立つことをすること。

4- ⑷

　社会参画の意識と社会連帯の自覚を高め，公共の精
神をもってよりよい社会の実現に努めること。

4- ⑵
4- ⑸

社会参画，
公共の精神

　勤労の尊さや意義を理解し，将来の生き方について
考えを深め，勤労を通じて社会に貢献すること。 4- ⑸ 勤労

　父母，祖父母を敬愛し，家族の幸せを求
めて，進んで役に立つことをすること。 4- ⑸ 　父母，祖父母を敬愛し，家族の一員としての自覚を

もって充実した家庭生活を築くこと。 4- ⑹ 家族愛，
家庭生活の充実

　先生や学校の人々を敬愛し，みんなで協力し
合ってよりよい学級や学校をつくるとともに，
様々な集団の中での自分の役割を自覚して集団生
活の充実に努めること。

4- ⑹

4- ⑶

　教師や学校の人々を敬愛し，学級や学校の一員としての自覚
をもち，協力し合ってよりよい校風をつくるとともに，様々な
集団の意義や集団の中での自分の役割と責任を自覚して集団生
活の充実に努めること。

4- ⑺
4- ⑷

よりよい学校
生活，集団生活
の充実

　我が国や郷土の伝統と文化を大切にし，
先人の努力を知り，国や郷土を愛する心を
もつこと。

4- ⑺

　郷土の伝統と文化を大切にし，社会に尽くした先人や高
齢者に尊敬の念を深め，地域社会の一員としての自覚をもっ
て郷土を愛し，進んで郷土の発展に努めること。

4- ⑻
郷土の伝統と文
化の尊重，郷土
を愛する態度

　優れた伝統の継承と新しい文化の創造に貢献するととも
に，日本人としての自覚をもって国を愛し，国家及び社会の
形成者として，その発展に努めること。

4- ⑼
我が国の伝統
と文化の尊重，
国を愛する態度

他国の人々や文化について理解し，日本人
としての自覚をもって国際親善に努めるこ
と。

4- ⑻
　世界の中の日本人としての自覚をもち，他国を尊重
し，国際的視野に立って，世界の平和と人類の発展に
寄与すること。

4- ⑽
国際理解，
国際親善

　生命が多くの生命のつながりの中にある
かけがえのないものであることを理解し，
生命を尊重すること。

3- ⑴ 　生命の尊さについて，その連続性や有限性なども含
めて理解し，かけがえのない生命を尊重すること。 3- ⑴ 生命の尊さ

　自然の偉大さを知り，自然環境を大切に
すること。 3- ⑵ 　自然の崇高さを知り，自然環境を大切にすることの

意義を理解し，進んで自然の愛護に努めること。 3- ⑵ 自然愛護

　美しいものや気高いものに感動する心や
人間の力を超えたものに対する畏敬の念を
もつこと。

3- ⑶ 　美しいものや気高いものに感動する心をもち，人間
の力を超えたものに対する畏敬の念を深めること。 3- ⑵

感動，
畏敬の念

　よりよく生きようとする人間の強さや気
高さを理解し，人間として生きる喜びを感
じること。　

★新
　人間には自らの弱さや醜さを克服する強さや気高く
生きようとする心があることを理解し，人間として生
きることに喜びを見いだすこと。

3- ⑶
よりよく生き
る喜び

内
容
項
目
一
覧



「特別の教科　道徳」の内容の学年段階・学校段階の一覧表 

キーワード 小学校 第１学年及び第２学年（19 項目） 小学校 第３学年及び第４学年（20 項目）
一部改正 現行 一部改正 現行

Ａ　

主
と
し
て
自
分
自
身
に
関
す
る
こ
と

善悪の判断，
自律，
自由と責任

　よいことと悪いこととの区別をし，よい
と思うことを進んで行うこと。 1- ⑶ 　正しいと判断したことは，自信をもって

行うこと。 1- ⑶

正直，誠実 　うそをついたりごまかしをしたりしない
で，素直に伸び伸びと生活すること。 1- ⑷ 　過ちは素直に改め，正直に明るい心で生

活すること。 1- ⑷

節度，節制
　健康や安全に気を付け，物や金銭を大切
にし，身の回りを整え，わがままをしない
で，規則正しい生活をすること。

1- ⑴
　自分でできることは自分でやり，安全に
気を付け，よく考えて行動し，節度のある
生活をすること。

1- ⑴

個性の伸長 　自分の特徴に気付くこと。 ★新 　自分の特徴に気付き，長所を伸ばすこと。 1- ⑸

希望と勇気，
努力と強い意
志

　自分のやるべき勉強や仕事をしっかりと
行うこと。 1- ⑵ 　自分でやろうと決めた目標に向かって，

強い意志をもち，粘り強くやり抜くこと。 1- ⑵

真理の探究

Ｂ　

主
と
し
て
人
と
の
関
わ
り

に
関
す
る
こ
と

親切，思いやり 　身近にいる人に温かい心で接し，親切にすること。 2- ⑵ 　相手のことを思いやり，進んで親切にす
ること。 2- ⑵

感謝 　家族など日頃世話になっている人々に感
謝すること。 2- ⑷

　家族など生活を支えてくれている人々や
現在の生活を築いてくれた高齢者に，尊敬
と感謝の気持ちをもって接すること。

2- ⑷

礼儀 　気持ちのよい挨拶，言葉遣い，動作など
に心掛けて，明るく接すること。 2- ⑴ 　礼儀の大切さを知り，誰に対しても真心

をもって接すること。 2- ⑴

友情，信頼 　友達と仲よくし，助け合うこと。 2- ⑶ 　友達と互いに理解し，信頼し，助け合う
こと。 2- ⑶

相互理解，
寛容

　自分の考えや意見を相手に伝えるととも
に，相手のことを理解し，自分と異なる意
見も大切にすること。

★新

Ｃ　

主
と
し
て
集
団
や
社
会
と
の
関
わ
り
に
関
す
る
こ
と

規則の尊重 　約束やきまりを守り，みんなが使う物を
大切にすること。 4- ⑴ 　約束や社会のきまりの意義を理解し，そ

れらを守ること。 4- ⑴

公正，公平，
社会正義

　自分の好き嫌いにとらわれないで接する
こと。 ★新 　誰に対しても分け隔てをせず，公正，公

平な態度で接すること。 ★新

勤労，
公共の精神

　働くことのよさを知り，みんなのために
働くこと。 4- ⑵ 　働くことの大切さを知り，進んでみんな

のために働くこと。 4- ⑵

家族愛，家庭
生活の充実

　父母，祖父母を敬愛し，進んで家の手伝
いなどをして，家族の役に立つこと。 4- ⑶ 　父母，祖父母を敬愛し，家族みんなで協

力し合って楽しい家庭をつくること。 4- ⑶

よりよい学校
生活，集団生活
の充実

　先生を敬愛し，学校の人々に親しんで，
学級や学校の生活を楽しくすること。 4- ⑷

　先生や学校の人々を敬愛し，みんなで協
力し合って楽しい学級や学校をつくるこ
と。

4- ⑷

伝統と文化の
尊重，
国や郷土を愛
する態度

　我が国や郷土の文化と生活に親しみ，愛
着をもつこと。 4- ⑸ 　我が国や郷土の伝統と文化を大切にし，

国や郷土を愛する心をもつこと。
4- ⑹

4- ⑸

国際理解，
国際親善 　他国の人々や文化に親しむこと。 ★新 　他国の人々や文化に親しみ，関心をもつ

こと。 4- ⑹

Ｄ　

主
と
し
て
生
命
や
自
然
、

崇
高
な
も
の
と
の
関
わ
り

に
関
す
る
こ
と

生命の尊さ 　生きることのすばらしさを知り，生命を
大切にすること。 3- ⑴ 　生命の尊さを知り，生命あるものを大切

にすること。 3- ⑴

自然愛護 　身近な自然に親しみ，動植物に優しい心
で接すること。 3- ⑵ 　自然のすばらしさや不思議さを感じ取

り，自然や動植物を大切にすること。 3- ⑵

感動，
畏敬の念

　美しいものに触れ，すがすがしい心をも
つこと。 3- ⑶ 　美しいものや気高いものに感動する心を

もつこと。 3- ⑶

よりよく生き
る喜び
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「特別の教科  道徳」　ポイント解説資料

　この数か月、ずっと気にかかっていたことがあり
ました。
私が住んでいる高層住宅の3階の踊り場から見える
支柱の上に直径1㎝強の白い球が数個見られたのです。
そして、その白い球は日を追うごとに次第に数が増え
ていったのです。子供がやりそうなことですが、ハシ
ゴもなしに行けるところではありませんし、たとえハ
シゴがあったとしても危険この上ないところです。そ
んなところに誰がわざわざ球を置くのか、ずっと気に
なっていました。その謎が先日、氷解しました。
私が階段を上がって行った時、白い球のところにい
た一羽のカラスが私に驚きあわてて飛び去っていった
のです。犯人はカラスだったのです。その日はスニー
カーを履いていて靴音が聞こえなかったのでしょう。
ちょうど、新しい球を拾ったカラスがコレクションに
加えようと飛んで来たところに出くわしたようです。
以前からカラスがゴルフ場でプレイ中のゴルフボー
ルを持って行って困る、という話が各地で聞かれまし
たが、鳥の中では抜群に知能が高いことで知られるカ
ラスです、気に入ったものを集めるという趣味を持っ
ていても不思議ではありません。また、自分では到底
割れないような硬い木の実を道路上に置き、通過する
車にひかせて割って中身を食べるもの、枯れた木の穴
の奥深くに潜んでいるイモムシを木の枝を突っ込んで
引き出して食べるもの、などなど道具を使う賢いカラ
スもたくさん知られています。
賢くて興味深い行動をする面白い鳥なのですが、黒
い姿が不吉を連想させるせいか、昔から嫌われもので
した。現代のカラスはゴミを散らかす元凶として嫌わ
れているようです。しかし、これは人がきちんとした
対策をとり、ゴミの取り扱いのルールを守れば防げる
ことだと思います。カラスが人のルール違反を押し付
けられているような気がしてなりません。
人を襲うことがあるのもカラスが嫌がられる原因で

しょう。しかし一年中カラスが人を襲っているわけで
はありません。カラスにとってとても大事な子育ての
時期にそんなトラブルが起こるのです。我が子が一番
大切なのはカラスも人も同じです。それに不意打ちで
人を襲うわけではありません。きちんと前もって「こ
こには私達の巣があって可愛いヒナがいるから近付か
ないでね」と警告をしているのです。

ヒナの世話をするカラスの親鳥　（写真：PIXTA）

都会に多いハシブトガラスの場合、警告する時には
普段の澄んだカァカァではなく、濁ったガァガァとい
う声で鳴きます。それでも人が近付くととまっている
電線や枝でクチバシを研ぐような仕草をします。これ
は威嚇行動です。それでも人が巣に近付くと、その電
線や枝を激しくつついたり、近くの木へ飛んで行って
葉のついた小枝を折って下へ落としたりといった行動
をします。これなど究極の威嚇行動なのです。このよ
うに人が近付く段階に応じた威嚇行動をしているので
すが、残念ながら人はそれを知りません。気付かずに
ヒナのいる巣に近付き過ぎてしまいカラスが攻撃せざ
るを得なくなるのです。
この号が皆さんのお手元に届く頃、カラスの子育て

は終わっていることでしょう。人とのトラブルもなく、
「七つの子」たちが各地で無事に巣立ってくれたこと
を祈るばかりです。

元天王寺動物園長

カラスなぜ鳴くの？

長瀬健二郎
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「特別の教科　道徳」……………… 島恒生／たら子

解説マンガ

道徳科は何を目指すのか………………… 藤永芳純
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学校教育法
施行規則
一部改正

学習指導要領
一部改正

平成27～29年度 移行期間※2

編集 検定 採択

平成27～30年度 移行期間※2

編集 検定 採択

「特別の教科　道徳」
ポイント解説資料


