
１見開き目《道徳で学ぶ○○のとびら》
その学年で学習する内容項目（テーマ）を一覧できるページ。

（○○には、学年で学習するテーマの数が入る。）

３見開き目《道徳みちあんない》　
１年間で学習する全教材を見渡せるページ。

２見開き目《みんなで気持ちよく話し合うためのこつ》
対話や話し合いの「こつ」を押さえ、「やってみよう」でそれを確かめ
ながら、簡単な話し合い活動を行う。

上段に教材、下段に「道徳の学び方」（３年生以上）を提示。
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学習にわくわく感をもたせるのは大
事なことですから、「道徳が始まる
よ」は、とてもよい試みだと思いま
す。特に、《道徳みちあんない》のペー
ジは、双

すご

六
ろく

のようで楽しいですね。
例えば、教科書に登場するキャラク
ターのきらりん、こころん、もやも
やんをコマにして進め、止まったと
ころの教材を開いて、絵を見せたり、
話を想像させたりすると、学習への
期待を高めることもできます。
杉中　《道徳で学ぶ○○のとびら》や

《道徳みちあんない》のページは、
そんなわくわく感を高めるとともに、
道徳科が「継続的な学び」であると
意識させる役割もあります。私は、
道徳が、道徳「科」となったとき、
最も大きな変化は、「継続的な学び」
の視点がもてるようになったことだ
と考えました。１時間１時間が切れ
ているのではなく、年間35時間（1
年生は34時間）の大きな流れの中
で一つ一つの教材がつながっている。
このことを、これらのページを使っ
て、子どもたちに伝えてもらいたい
ですね。
中里　「継続的な学び」という視点は
大切ですね。それから、道徳科では、

物事を多面的・多角的に考えるため
にも、話し合う活動が欠かせません。

「道徳が始まるよ」の中の《みんな
で気持ちよく話し合うためのこつ》
というページでは、まずは相手を受
け止める、傾聴を大切にするなど、
学年に応じた「こつ」が示されてい
ます。
杉中　「こつ」を確認した後、すぐに

「やってみよう」というコーナーが
用意されています。実際に対話や話
し合いがしやすい、学年に応じた課
題を設定しています。例えば、3 年
生は、「ありがとう。」と言いたくな
るときについて話し合います。第２
教材以降に先駆けて、対話のトレー
ニングをすることができます。
中里　話し合いや対話の「こつ」は
当然、一朝一夕で身につくものでは
ありません。先生方も、折に触れて
指導されていると思います。そのポ
イントが、教科書の初めに提示され
ているのはよいですね。道徳科でも、
「学び方を学ぶ」ことは大切なこと
です。最初に学び方について意識さ
せ、日々、教師が評価して、定着さ
せていくことが大事ですね。
杉中　今、「学び方を学ぶ」という大

切な言葉が出ました。第１教材の「道
徳が始まるよ」の後、通常教材に入っ
ていくわけですが、第２教材では、
教材の下段で、「道徳の学び方」を
説明しています。実際の教材に取り
組みながら、どんなところに着目し
て読んだらよいか、自分にどのよう
に引き付けて考えればよいかを順に
説明しており、学習にスムーズに
入っていける設計になっています。
中里　1 年生については入門期なの
で、2 年生以上とは異なるページ作
りがなされています。第１教材の前
に置かれた 1 年生用の「どうとくが
はじまるよ」から第５教材にかけて、
道徳科で何を学ぶのかや、話し合い
の大切さなどを、先生が子どもたち
にじっくりと伝えられるようになっ
ています。
杉中　各学年、１年間の学習の始ま
りにあたって、道徳科が継続的な学
びであること、そして、どんな学び
方をしていくのかを、きちんと押さ
えられる設計になっていますね。何
より、道徳科への期待感が湧き上
がってくる、そんな紙面になってい
るのがよいですね。

「道徳が始まるよ」
──継続的な学びと道徳科の学び方

杉中　教科書を開くと、「道徳が始ま
るよ」※１

　　という楽しそうなページが、
まず目に飛び込んできます。この
ページは、2 年生以上の第１教材と
して設定されていて、《道徳で学ぶ
○○のとびら》※２

　　、《みんなで気持ち
よく話し合うためのこつ》、《道徳み
ちあんない》※３

　　の３つの見開きペー
ジから成ります（下図版参照）。こ
こで、１年間の道徳科での学びを概
観することができます。
中里　新年度を迎えて新しい教室に
入ると、子どもは、不安や緊張を感
じるでしょう。しかし、新しいこと
に対する期待も抱いています。そん
な子どもたちに、１年間の道徳科の

道徳の学びが始まるよ

四天王寺大学教授（道徳教育学、教
育実践学）

『楽しく豊かな道徳科の授業をつく
る』（編著／ミネルヴァ書房）など著
書多数。光村図書小・中学校『道徳』教
科書編集委員。

杉中康平●すぎなか こうへい

神奈川県横浜市立笠間小学校校長
横浜市内の公立小学校勤務の後、横
浜市教育委員会等を経て、現職。光
村図書小学校『道徳』教科書編集委員。

中里純子●なかざと じゅんこ

［対談］

新版教科書では、学びを見通すこと、振り返ること、発問構成について、より丁寧な紙面を作りました。
その工夫と授業での生かし方について、編集委員の杉中康平先生と中里純子先生にお話しいただきました。

──学びの見通しと振り返り、発問構成の工夫

第１教材「道徳が始まるよ」（3年p.4-9） 第２教材「あいさつ名人」（3年p.10-13）
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いのち、しぜん
とのかかわり

1

やくそくやきまりの
大切さを考える

あいてを思いやり、
すすんで
親切にする

友だちと
しんじ合い、
たすけ合う

気高いものを
心にかんじる

いのちあるものを
大切にする

分けへだてを
しない

みんなで楽しいクラスや
学校をつくる

ほかの国の
ぶんかに親しむ

正しいと考えたことを、
どうどうと行う

自分できめた
めあてをやりぬく

自分について

社会との
かかわり

自分の
よいところを
のばす

あいてとの
かかわり

ど
う
と
く
で
は
、
今
よ
り
も
、
も
っ
と
よ
い
生
き
方
が

で
き
る
よ
う
、
考
え
た
り
み
ん
な
で
話
し
合
っ
た
り
し
て

い
き
ま
す
。
こ
こ
に
あ
る
、
20
の
と
び
ら
は
、
み
ん
な
の

生
き
方
を
よ
り
よ
く
し
て
く
れ
る
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

ど
う
と
く
で
学
ぶ

三
年
生
の
ど
う
と
く
が
、
始は
じ

ま
る
よ
。

い
っ
し
ょ
に
考
え
て
い
こ
う
ね
。

自分とちがう
考えを大切にする
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だれにでも、
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せっする
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しぜんや
どうしょくぶつを
大切にする
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しりょう ▶

ささえてくれて
いる人に、

かんしゃする

国や地いきを
大切にする

16

すすんで
みんなのために
はたらく家ぞくみんなで

楽しい家ていを
つくる

正直に明るい心で
生活する

ちょうどよい
生活をする

ど
う
と
く
が
始は

じ

ま
る
よ
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話し合いのときは、まず、「あいうえお」でこたえよう。

友だちの発
は つ

言
げ ん

を受
う

けて、話をつないでいこう。

わ
た
し
は
、
□
□
だ
と

思
っ
た
よ
。

さ
ん
の
考
え
と
に
て
い
て
、

わ
た
し
は
、
△
△
だ
と
思
っ
た
な
。

み
ん
な
で
気き

持も

ち
よ
く
話
し
合
う
た
め
の

や
っ
て
み
よ
う

「
み
ん
な
で
気き

持も

ち
よ
く
話
し
合
う
た
め
の 

こ
つ
」を
 

使つ
か

っ
て
、
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

❶❶

　

 

あ
な
た
は
、
ど
ん
な
と
き
に
、「
あ
り
が
と
う
。」と

言
い
た
く
な
り
ま
す
か
。
一
つ
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

❷❷

　

 

❶❶
で
考
え
た
、「
あ
り
が
と
う
。」と
言
い
た
く
な
る

と
き
を
、
グ
ル
ー
プ
の
み
ん
な
に
つ
た
え
ま
し
ょ
う
。

❸❸

　

 

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
、「
あ
り
が
と
う
。」と

言
い
た
く
な
る
と
き
を
、
十
五
こ
集あ
つ

め
て
み
ま
し
ょ
う
。

❹❹

　

 

グ
ル
ー
プ
で
集あ
つ

め
た「
あ
り
が
と
う
。」と
言
い
た
く

な
る
と
き
は
、「
ど
う
と
く
で
学
ぶ
20
の
と
び
ら
」の
、

ど
れ
と
か
か
わ
る
か
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

ぼ
く
は
、
□
□
も

い
い
け
ど
、
○
○
だ
と

思
っ
た
よ
。

話
し
合
い
の
前
と
後
を
く
ら
べ
て
、

気
が
つ
い
た
こ
と
は
、
あ
る
か
な
。

「あいうえお」でこたえると、
話している人が、安

あん
心
しん
して

話せるよ。使
つか
ってみよう。

話している人が何を言いたいのかを、
考えながら聞こう。
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友だちと、もっとなかよく
するためには、どうすれば

いいのかな。

身
み
の回りの生き物

もの
を

さがしてみよう。

身
み
の回りの自

し
然
ぜん
や生き物

もの
とは、

どうやってかかわっていけば
いいのかな。

じょうほうと、上
じょうず
手に

向
む
き合うためには、どうすれば

いいのかな。

君
きみ
にとっての「美

うつく
しいもの」って、

どんなものかな。さがしてみよう。

君
きみ
のすきなものや、
とくいなことって、何かな。
考えてみよう。

どうとく

学
び
の

じ
ゅ
ん
び

学
び
の

じ
ゅ
ん
び
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ど
う
と
く
が

始は
じ

ま
る
よ
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生
き
て
い
る

仲な
か

間ま

2

あ
い
さ
つ
名
人

20

言
わ
な
き
ゃ

7友
だ
ち
屋や

4

日
曜
日
の

公
園
で

9

や
め
ら
れ
な
い

19

三
年
元
気
組

28
「
わ
た
し
ら
し
さ
」
を

の
ば
す
た
め
に
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よ
ご
れ
た
絵

3

き
ら
き
ら
カ
ー
ド

5

道み
ち

夫お

と
ぼ
く

8
15
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8教
え
て
あ
げ
る
？

持も

っ
て
あ
げ
る
？

　 3
10

マ
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド

21な
お
と
か
ら
の

し
つ
も
ん

13
か
ん
じ
よ
う

　い
の
ち

12ヤ
ゴ
き
ゅ
う
出

大
作さ

く

戦せ
ん

19
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目
の
前
は
青
空

14

た
て
わ
り
は
ん

そ
う
じ

15

大
切
な
も
の
は

何
で
す
か

10

9

18

16

黄き

ん金
の
魚

3

17

三
人
の
仕し

事ご
と

32

漢か
ん

字じ

に
思
い
を

こ
め
て

18

き
ま
り
の
な
い
国

13

11

4

4

12

22

モ
ン
た
ん
と
ケ
ロ
き
ち

2

23

と
く
ジ
ー
の

お
ま
じ
な
い

7

24

ふ
ろ
し
き

16

25ま
わ
り
を

見
つ
め
て20

26

マ
サ
ラ
ッ
プ

17

6

27

親
切
が
い
っ
ぱ
い

いろいろな人といっしょに
生きていくためには、
何が大切なのかな。

35

ス
ー
パ
ー

パ
テ
ィ
シ
エ

物も
の

語が
た
り

5

34

ヌ
チ
ヌ
グ
ス
ー
ジ

―
命い

の
ち
の
祭ま

つ

り
18

33

あ
り
が
と
う
の

気き

持も

ち
を
こ
め
て

7

14

31よ
わ
む
し
太た

郎ろ
う

1

30

ボ
ー
ル
の

き
ま
り11

29

学
校
の
ぶ
ど
う

15

1年間の流
なが
れを、いっしょに

たしかめよう。

おりこみの「学びの記
き
録
ろく
」には、

じゅぎょう中にできたことを
記
き
録
ろく
しよう。

101

おりこみの「学びの記
き
録
ろく
」を見わたして、

１年間考えてきたことをふり返
かえ
ろう。

11 10

考えたいことに気づく考えたいことに気づく

おんせい ▶

あ
い
さ
つ
名
人

2

「
あ
い
さ
つ
名
人
」を
も
と
に
、

ど
う
と
く
の
学
び
方
を
知
ろ
う
！

　
ぼ
く
は
、「
あ
い
さ
つ
名
人
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。」

「
こ
ん
に
ち
は
。」

　
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
、
勇ゆ

う

気き

が
い
る
け
ど
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
、
む

ね
が
ど
き
ど
き
す
る
け
ど
、
ぼ
く
は
、

い
つ
も
大
き
な
声
で
あ
い
さ
つ
を
す
る
。

　
同
じ
ク
ラ
ス
の
せ
い
や
く
ん
は
、

「�

と
お
る
く
ん
は
い
い
な
。
大
き
な
声
で

あ
い
さ
つ
が
で
き
て
。
ぼ
く
は
、
あ
い

さ
つ
が
苦に

が

手て

な
ん
だ
。」

 ●
い
い
な
と
思
う
と
こ
ろ
は
？

 ●
ど
う
し
て
か
な
、
問も

ん

題だ
い

だ
な

と
思
う
と
こ
ろ
は
？

 ●
自
分
と
く
ら
べ
て

気
が
つ
く
こ
と
は
？

読
む
と
き
に
は

ど
う
と
く
の
学
び
方

い
つ
も

自
分
に
問と

い
か
け
な
が
ら

考
え
よ
う
！大

き
な
声
で

あ
い
さ
つ
が

で
き
る
と
こ
ろ
が

い
い
な
。

せ
い
や
く
ん
は
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を

だ
ま
っ
て
見
て
い
た
と
き
、

ど
ん
な
こ
と
を

考
え
て
い
た
の
か
な
。

　
ぼ
く
は
、
大
き
な
声
で
、

「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。」

と
、
あ
い
さ
つ
し
た
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、

「
は
い
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。」

と
、
返へ

ん

事じ

を
し
て
く
れ
た
。
で
も
、
せ
い
や
く
ん
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
を
だ
ま
っ
て
見
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
、

「
足
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
で
す
か
。」

と
、
声
を
か
け
た
。

「�

ま
あ
、
あ
り
が
と
う
。
ち
ょ
っ
と
つ
ま
ず
い
て
ね
。
心し

ん

配ぱ
い

し
て
く

1

2

と
言
う
。

　
そ
う
言
わ
れ
れ
ば
、
せ
い
や
く
ん
は
、

は
ず
か
し
が
り
屋や

で
声
も
小
さ
か
っ
た
な
。

　
あ
る
朝
、
せ
い
や
く
ん
と
学
校
へ
行
く

と
ち
ゅ
う
、
近き

ん

所じ
ょ

の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に

会
っ
た
。

だれにでも、
ま心をもって
せっする

812

5

10

15

10

5

※1・2・3　「道徳が始まるよ」、《道徳で学ぶ○○のとびら》、《道徳みちあんない》の表記（漢字や○○の数字）は、学年によって変わります。



評価の視点を
示したシール

（3年）

巻末折込「学びの記録」（3年）

てびき「考えよう・話し合おう」
（4年「29　梨の実――アンリ=ファーブル」）

役割演技を取り上げた
「演じて考えよう」
（5年p.47）

思考ツールを取り上げ
た「図を使って考えよ
う」（5年p.76）

学びの記
き

録
ろく

 ●
ど
う
と
く
の
じ
ゅ
ぎ
ょ
う
で
で
き
た
こ
と
を
、
記き

録ろ
く

し
ま
し
ょ
う
。

 ●
次つ
ぎ

の
三
つ
の
シ
ー
ル
の
中
か
ら
、
自
分
が
で
き
た
と
思
う
も
の
を
、
は
り
ま
し
ょ
う
。

4月から8月
た
く
さ
ん
考
え
る
こ
と
が

で
き
た
。

友
だ
ち
の
話
を

よ
く
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

も
っ
と
考
え
た
い
、

や
っ
て
み
た
い
こ
と
が

見
つ
か
っ
た
。

9月から12月1月から3月
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〔 れい 〕

1

34

253年　　組
名前

153

り
、
ア
ン
リ
の
か
た
に
や
さ
し
く
手
を
乗
せ
ま
し
た
。

「�

ア
ン
リ
、
よ
く
言
っ
て
く
れ
た
ね
。
お
父と

う

さ
ん
は
う
れ

し
い
よ
。
あ
し
た
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
と
い
っ
し
ょ
に
、

お
と
な
り
の
家
に
あ
や
ま
り
に
行
こ
う
。」

　
ア
ン
リ
は
、
こ
ら
え
切
れ
な
く
な
り
、
お
父と

う

さ
ん
の
む

ね
に
飛と

び
こ
ん
で
い
き
ま
し
た
。

　
ア
ン
リ
は
、
こ
の
日
の
こ
と
を
一
生
わ
す
れ
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

つ
な
げ
よ
う

ま
ち
が
い
を
す
な
お
に
改あ

ら
た

め
る
こ
と
は
、

ど
う
し
て
大
切
な
の
で
し
ょ
う
。

 ●
ア
ン
リ
が
、
梨な

し

の
実
が
い
っ
ぱ
い
取
れ
た
こ
と
を

よ
ろ
こ
べ
な
か
っ
た
の
は
、
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
。

 

ア
ン
リ
が
、
こ
の
日
の
こ
と
を

一
生
わ
す
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、

ど
ん
な
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

 ●
ま
ち
が
い
を
す
な
お
に
改あ

ら
ため
た
こ
と
は
、あ
り
ま
す
か
。

そ
の
と
き
、
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
か
。

考
え
よ
う
・
話
し
合
お
う

浅あ
さ

田だ 

俊と
し

夫お 

文 

◆ 

坂さ
か

口ぐ
ち 

友ゆ

佳か

子こ 

絵

正
直
で
い
る
の
が

い
い
と
分
か
っ
て
い
て
も
、

で
き
な
い
の
は
、

ど
ん
な
と
き
か
な
。
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 ●
こ
の
後
、「
ぼ
く
」は
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
、

ど
ん
な
こ
と
を
話
す
か
、
演え
ん

じ
て
み
ま
し
ょ
う
。

 ●
演え
ん

じ
て
い
る
人
の
表
ひ
ょ
う

情じ
ょ
うや
し
ぐ
さ
を
よ
く
見
、
言
っ
て
い
る
こ
と
を

よ
く
聞
い
て
、
人
物
の
気
持
ち
や
思
い
を
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

 ●
演え
ん

じ
た
人
は
、
演え
ん

じ
て
い
る
と
き
に
感
じ
た
こ
と
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。

正ま
さ

志し

「
ぼ
く
」（
真し

ん

）

演え
ん

じ
て
い
る
人
の
言
葉
か
ら

演え
ん

じ
て
い
る
人
の
表

ひ
ょ
う

情じ
ょ
うや

し
ぐ
さ
か
ら

演え
ん

じ
て
い
る
と
き
に
感
じ
た
こ
と

演
じ
て
考
え
よ
う

友と
も

達だ
ち

が
演え

ん

じ
る
の
を
見
な
が
ら
、
考
え
よ
う
。

▶

しりょう

正ま
さ

志し

が「
■
■
■
■
。」と
言
っ
た
の
は
、

「
ぼ
く
」が「
□
□
□
□
。」と
言
う
の
を
聞
い
て
、

○
○
と
思
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

「
ぼ
く
」の「
□
□
□
□
。」と
い
う
言
葉
に
は
、

○
○
な
思
い
が
こ
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

「
ぼ
く
」は
、
△
△
な
表

ひ
ょ
う

情じ
ょ
うを

し
て
い
ま
し
た
。

○
○
な
気
持
ち
な
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

「
ぼ
く
」に「
□
□
□
□
。」と
言
わ
れ
て
、

○
○
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

 考 え る ヒント

み
ん
な
、
ぼ
く
ね
―
。

□
□
□
□
。

■
■
■
■
。
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 考 え る ヒント

図
を
使
っ
て
考
え
よ
う

図
を
使
っ
て
、
考
え
を
整
理
し
よ
う
。

188ページ 「 学びの道具箱」 を見よう

▶

しりょう

考えるときの場面や視
し
点
てん
を見出しにすると、

考えを出しやすくなるね。

考えたり話し合ったりするときに、
生かせるといいね。

魚の頭には、
課題になることを
書きます。

課題について
考える、場面や
視
し

点
てん

を書きます。

場面や視
し

点
てん

ごとに、
具体的に考えられる
ことを書きます。

考えを整理したり、広げたりするときは、
フィッシュボーン図を使うと便利だよ。

153

り
、
ア
ン
リ
の
か
た
に
や
さ
し
く
手
を
乗
せ
ま
し
た
。

「�

ア
ン
リ
、
よ
く
言
っ
て
く
れ
た
ね
。
お
父と

う

さ
ん
は
う
れ

し
い
よ
。
あ
し
た
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
と
い
っ
し
ょ
に
、

お
と
な
り
の
家
に
あ
や
ま
り
に
行
こ
う
。」

　
ア
ン
リ
は
、
こ
ら
え
切
れ
な
く
な
り
、
お
父と

う

さ
ん
の
む

ね
に
飛と

び
こ
ん
で
い
き
ま
し
た
。

　
ア
ン
リ
は
、
こ
の
日
の
こ
と
を
一
生
わ
す
れ
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

つ
な
げ
よ
う

ま
ち
が
い
を
す
な
お
に
改あ

ら
た

め
る
こ
と
は
、

ど
う
し
て
大
切
な
の
で
し
ょ
う
。

 ●
ア
ン
リ
が
、
梨な

し

の
実
が
い
っ
ぱ
い
取
れ
た
こ
と
を

よ
ろ
こ
べ
な
か
っ
た
の
は
、
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
。

 

ア
ン
リ
が
、
こ
の
日
の
こ
と
を

一
生
わ
す
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、

ど
ん
な
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

 ●
ま
ち
が
い
を
す
な
お
に
改あ

ら
ため
た
こ
と
は
、あ
り
ま
す
か
。

そ
の
と
き
、
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
か
。

考
え
よ
う
・
話
し
合
お
う

浅あ
さ

田だ 

俊と
し

夫お 

文 

◆ 

坂さ
か

口ぐ
ち 

友ゆ

佳か

子こ 

絵

正
直
で
い
る
の
が

い
い
と
分
か
っ
て
い
て
も
、

で
き
な
い
の
は
、

ど
ん
な
と
き
か
な
。

5

4 5 

「考えよう・話し合おう」
──対話の入り口としてのてびき

中里　ねらいとする価値を子どもた
ちにつかませるために、教師が教材
をどう料理していくか。これは大切
なことですけれども、経験の浅い先
生にとっては大変なことです。まず
大事なのは、毎時間、一定の水準の
授業を積み重ねていくことです。そ
のためには、教科書のてびきが、き
ちんと授業で使えるものになってい
ることが大切ですよね。
杉中　光村図書のてびきは、基本的
に３つの発問で構成されています。
それは、次の３つの観点に基づいて
います。
１　〈道徳的な課題を捉える発問〉
　　主人公の道徳的な問題は何か。
２　〈中心的な発問〉
　　�道徳的な課題に対して、主人公
はどのような気づきをしたのか。

３　〈まとめの発問〉
　　道徳的価値を自分と結び付ける。
１時間の授業を行うには、これらの
観点が不可欠です。てびきを一つの

「学びの記録」
──自己評価の大切さ

杉中　学びの見通しをもつこととと
もに、大切なのは振り返りです。教
科書の巻末には、折込で「学びの記
録」（下図版）があります。このシー
トに、１時間１時間の学びの振り返
りを記録していきます。学期末、学
年末に振り返り、自分の学びを一目
で見渡せるのは効果的です。まさに、
「継続的な学び」を実感できるのです。
中里　「学びの記録」も、学年に応じ
た工夫がなされていますね。1 〜 4
年生はシール、5、6 年生は一言感
想を主にしています。とてもいいと
思うのは、振り返りの視点がきちん
と示されていることです。1 〜 4 年
生は「たくさん考えた。」「よく聞い
た。」「もっと○○したい。」という
視点。5、6 年生は、「自分のことと
して考えることができた。」「友達の
考えを聞いて、自分の考えが深まっ
た。」「もっと考えたい、やってみた
いことが見つかった。」という視点
が挙げられています。

杉中　振り返りに時間をかけずに、
無理なくできるのがよいですね。「友
達の考えを聞いて、自分の考えが深
まった。」という視点が入っている
のは、第１教材の「道徳が始まるよ」
で重視した「みんなで気持ちよく話
し合うためのこつ」とリンクしてい
て、効果的です。
中里　子ども自身にとって、自己評
価はとても大事なことです。「自分
は○○ができている」と感じること
は、自分の成長を感じ取ることにほ
かなりません。例えば、学期の区切
りの振り返りでは、心に残っている
教材は何か、その教材ではどんな学
習をしたのかと教師がきいてあげる。
学年末の振り返りでは、道徳科の学
びを通して、１年間で成長したのは
どんなところかときいてあげる。少
し大きな視点から、自分自身を評価
することが大事です。１年間の振り
返りで「学びの記録」が完成したと
き、子どもは充実感を覚えるでしょ
う。こんなにたくさんのことを１年
間学んできたんだ、心も成長してい

るんだ、と。そんな振り返りの時間
を、教師が意識して設定することが
大事です。
杉中　教師は、ずっと同じ子どもた
ちに付き合うことはできません。共
に学びを続けて、子どもたちがそれ
ぞれ巣立っていくそのときまでに、
自分で自分の生き方や在り方をしっ
かり考えることができる子にしてあ
げたい。子ども自身が自分の生き方
をしっかり考えること、それが自己
評価の本質です。教師が子どもに評
価を伝えるというのも、子ども自身
の心を肥やすための一つの方法です。
中里　そうですね。子どもにとって、
自己評価は、自らの成長を感じ、自
信をもち、そして、気持ちがいいな
と思えることです。子どもが自己評
価できたときに、教師はすかさず、

「自分のことをよく考えられたね。」
と言ってあげたいですね。そんな教
師とのやり取りの中で、子どもは自
己評価ができるようになっていくも
のだと思います。

柱にして、さまざまに授業展開を考
えてほしいと思います。
中里　ねらいに迫るための基本的な
発問をもとに、「揺さぶり」や「問
い返し」の補助発問を入れるなど、
目の前の子どもたちに適した問い方
をアレンジしてほしいですね。
杉中　そうですね。てびきの発問は、
子どもたちの主体的な議論の入り口
です。入り口からさらに話し合って
いけるように、教師が適切な二の矢、
三の矢の、追発問を重ねていくこと
が大切です。教科書のてびきが一定
水準の授業を保障するものとはいえ、
教科書どおりの発問をそのまま提示
すれば授業が成立するほど、道徳科
の授業は甘くありません。子どもど
うしの主体的な対話を、どう展開し
ていくかは、教師が経験を積みなが
ら試行錯誤し、作り上げてほしいと
ころです。そして、そこが、まさに
道徳科のおもしろいところでもあり
ます。
中里　新版教科書には、通常のてび
きの他にも、子どもの対話や思考を

促す工夫が随所に見られます。幾つ
かの教材では、思考ツールや役割演
技、話し合い活動の例（下図版）な
どが示されていますね。誤解を恐れ
ずにいうと、道徳科の授業はマンネ
リ化しがちなところもあります。そ
んな中で、こうしたツールや活動を
紹介してくれるのは、意欲的な先生
にとっては、助けになると思います。
杉中　教科書に載っているそれらの
活動をヒントに、新しいアイデアが
ひらめくかもしれませんよね。全国
の先生方が新しい試みを共有してい
けば、道徳科の学びがますます豊か
なものになると思います。
中里　子どもたちの成長に資する教
科書であると同時に、教師も力をつ
けることができる教科書になってい
ますね。
杉中　全国の教室で、よりよい道徳
科の時間が実現するよう、お互いが
んばりましょう。


