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求
め
ら
れ
る
指
導
と

評
価
の
あ
り
方
は

　
「
特
別
の
教
科 

道
徳
」
の
内
容
項
目
は
上
の

通
り
で
す
。

　
「
内
容
項
目
」
と
は
、
道
徳
的
価
値
を
含
む

内
容
を
簡
潔
か
つ
平
易
に
表
現
し
た
も
の
で
す
。

ま
た
、「
道
徳
的
価
値
」
と
は
、
よ
り
よ
く
生

き
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
、
人
間
と

し
て
の
生
き
方
の
礎
と
な
る
も
の
を
示
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
道
徳
的
価
値
を
理
解
さ
せ
る

た
め
、
問
題
解
決
的
な
学
習
や
体
験
的
な
学
習

な
ど
を
取
り
入
れ
た
、
多
様
で
効
果
的
な
指
導

方
法
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

評
価
は
、
数
値
で
は
な
く
、
記
述
に
よ
っ
て

行
い
ま
す
。
そ
の
際
、
他
の
子
ど
も
と
比
較
し

て
優
劣
を
決
め
る
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
自
身

が
ど
の
よ
う
に
成
長
し
た
か
を
積
極
的
に
受
け

止
め
、
励
ま
す
「
個
人
内
評
価
」
と
し
て
行
う

の
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
具
体
的
な
評
価

方
法
と
し
て
は
、
授
業
の
様
子
や
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
を
も
と
に
し

て
い
く
こ
と
な
ど

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ

と
は
、
授
業
ご
と

の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

な
ど
を
児
童
ご
と

に
個
別
に
フ
ァ
イ

ル
に
し
て
ま
と
め

た
も
の
で
す
。

　

な
お
、
通
知
表

の
評
価
も
記
述
式

で
行
い
ま
す
。

今回の学習指導要領の改訂では、子ども
たちがこれからの社会を切り拓いていくた
めの資質や能力を、より確実に身につけ
ていくことが目指されています。
その中で「特別の教科 道徳」として教科
化される道徳は、どのような役割をもって
いるのでしょうか。道徳研究の最前線に
立つ方々にお話を伺いました。

特集

「特別の教科 道徳」

取材・文●甲斐ゆかり（サード・アイ）　イラスト●あきんこ

「
特
別
の
教
科
」に
な
っ
て

何
が
変
わ
る
の
か

　

新
学
習
指
導
要
領
は
、
小
学
校
で
は
２
０
２

０
年
度
か
ら
全
面
実
施
さ
れ
ま
す
。「
特
別
の

教
科 

道
徳
」
は
、
先
行
実
施
の
一
環
と
し
て
、

そ
れ
よ
り
一
足
早
く
２
０
１
８
年
度
か
ら
ス

タ
ー
ト
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

授
業
は
、
週
1
コ
マ
、
年
間
35
回
（
１
年
生

は
34
回
）
実
施
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で

副
読
本
が
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
教
科
化
さ

れ
た
こ
と
で
、
他
教
科
と
同
様
に
検
定
教
科
書

を
使
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
と
も

な
い
、
し
っ
か
り
と
し
た
年
間
指
導
計
画
を
作

成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
授
業
の
あ
り
方
も
大
き
く
変
わ
り
ま

す
。
背
景
に
は
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
の
大
き
な

変
化
が
あ
り
ま
す
。
今
後
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

進
展
や
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
の
躍
進
な
ど
に

よ
っ
て
、
社
会
や
職
業
の
あ
り
方
そ
の
も
の
ま

で
も
が
大
き
く
変
化
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
時
代
に
は
、
高
い
志
や
意
欲
を
も
ち
、

自
立
し
た
人
間
と
し
て
周
囲
と
協
力
し
、
未
来

を
切
り
拓
い
て
い
く
力
を
も
つ
人
が
求
め
ら
れ

ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
こ
れ
か
ら
は
、
自
分
で
課
題
を

発
見
し
、
身
に
つ
け
た
知
識
や
技
能
を
組
み
合

わ
せ
て
、
よ
り
よ
く
課
題
を
解
決
で
き
る
力
が

大
事
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
課
題
の
解
決
の
た

め
に
、
他
の
人
と
協
力
し
た
り
話
し
合
っ
た
り

し
て
い
く
前
向
き
な
姿
勢
も
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
思
考
力
重
視
の
方
向
に
合
致
さ

せ
る
た
め
に
、
道
徳
の
授
業
は
「
考
え
、
議
論

す
る
道
徳
」
へ
の
転
換
が
目
指
さ
れ
て
い
ま
す
。

再度、基本から振り返る

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。

【道徳科の目標】

内容項目の例（３・４年生）

主として自分自身に関すること

主として集団や社会との関わりに関すること

主として人との関わりに関すること

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

①善悪の判断，自律，自由と責任
②正直，誠実
③節度，節制
④個性の伸長
⑤希望と勇気，努力と強い意志

⑪規則の尊重　⑫公正，公平，社会正義
⑬勤労，公共の精神　⑭家族愛，家庭生活の充実
⑮よりよい学校生活，集団生活の充実
⑯伝統と文化の尊重，国や郷土を愛する態度
⑰国際理解，国際親善

⑥親切，思いやり
⑦感謝
⑧礼儀
⑨友情，信頼
⑩相互理解，寛容

⑱生命の尊さ
⑲自然愛護
⑳感動，畏敬の念

＊資料はいずれも「小学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳編」（2015年文部科学省）をもとに作成。
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荒木 寿友先生

専門は道徳教育、教育方法学、カリキュラム開発、ワークショップなど。
対話やワークショップを核とした研究と共に国内外の教育・教師支援活
動を行う。近著は『ゼロから学べる道徳科授業づくり』（明治図書）。

立命館大学大学院教職研究科准教授

Araki Kazutomo

検
定
教
科
書
を
ど
う
使
う
か

　

来
年
度
か
ら
は
検
定
教
科
書
を
使
っ
た
授
業

に
な
り
ま
す
が
、
読
む
こ
と
よ
り
も
、
内
容
項

目
に
か
か
わ
る
部
分
を
し
っ
か
り
つ
か
め
る
よ

う
に
工
夫
し
て
く
だ
さ
い
。

　

教
科
書
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
題
材
を
見
て

い
く
と
、
読
み
物
教
材
が
も
っ
と
も
多
く
な
っ

て
い
ま
す
。
詩
な
ど
の
短
い
も
の
は
除
い
て
、

分
量
が
あ
る
も
の
を
丁
寧
に
読
ん
で
い
く
と
、

授
業
時
間
の
半
分
は
か
か
り
そ
う
で
す
。
残
り

の
時
間
で
「
考
え
、
議
論
す
る
道
徳
」
が
果
た

し
て
実
践
で
き
る
か
。
こ
れ
は
先
生
に
と
っ
て

課
題
の
ひ
と
つ
に
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
い
か
に
短
時
間
で
内
容
の
ポ
イ
ン

ト
を
つ
か
ま
せ
、
考
え
さ
せ
て
対
話
さ
せ
て
い

く
か
が
大
事
に
な
り
ま
す
。
素
材
文
を
先
生
自

身
が
読
み
聞
か
せ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
力
点
を
置
き
す
ぎ
て
し

ま
う
と
、
国
語
の
授
業
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

場
合
に
よ
っ
て
は
、
先
に
教
科
書
を
読
ん
で
く

る
よ
う
な
宿
題
を
出
し
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　

子
ど
も
に
読
ま
せ
る
場
合
は
、
文
章
の
細
部

の
表
現
に
子
ど
も
が
と
ら
わ
れ
、
授
業
が
違
う

方
向
に
い
か
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

読
み
進
め
な
が
ら
問
い
を
挟
む
、
と
い
う
従
来

型
の
場
面
発
問
の
方
法
も
、
国
語
の
内
容
に
傾

き
が
ち
に
な
る
の
で
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

発
問
を
ど
の
よ
う
に
工
夫
す
る
か

　

発
問
の
仕
方
は
非
常
に
大
切
で
す
。
例
え
ば
、

「
こ
こ
で
主
人
公
は
ど
う
思
っ
た
で
し
ょ
う
」

と
い
っ
た
場
面
発
問
ば
か
り
だ
と
、
子
ど
も
は

「
答
え
る
べ
き
望
ま
し
い
こ
と
」
が
だ
い
た
い

わ
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
れ
よ
り
も
、
実
は
子
ど
も
た
ち
が
心
の
中

で
う
っ
す
ら
考
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
な
か
な

か
口
に
は
出
し
に
く
い
「
よ
こ
し
ま
な
考
え
」

を
、
先
生
が
あ
え
て
言
っ
て
み
る
の
は
ど
う
で

し
ょ
う
。「
正
直
」
が
題
材
な
ら
、
例
え
ば

「
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
正
直
に
言
わ
ず
に
、
黙
っ

て
い
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
と

投
げ
か
け
て
み
る
。
そ
う
す
る
と
、
子
ど
も
は

心
の
中
を
見
透
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち

に
な
り
、「
正
直
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
考
え

始
め
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
時

に
は
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
こ
と
の
逆
を
言
う
な

ど
、
子
ど
も
の
心
を
ゆ
さ
ぶ
る
よ
う
な
臨
機
応

変
さ
も
必
要
で
す
。

　

子
ど
も
同
士
が
議
論
す
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん

大
切
で
す
が
、
同
じ
世
代
、
同
じ
地
域
に
生
活

し
て
い
る
子
ど
も
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え

方
が
劇
的
に
違
う
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
見
ら

れ
な
い
こ
と
が
多
い
で
す
。
そ
こ
で
、
子
ど
も

が
気
づ
か
な
い
見
方
を
先
生
が
提
示
し
て
あ
げ

る
と
、
授
業
は
よ
り
豊
か
な
も
の
に
な
り
、
価

値
理
解
も
深
ま
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

授
業
を
ど
う
ま
と
め
る
か

　

授
業
を
「
き
れ
い
に
ま
と
め
る
」
こ
と
に
も
、

こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
授
業

は
1
コ
マ
で
す
が
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
長

い
ス
パ
ン
で
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
と
私
は
思
い

ま
す
。

　

教
科
書
の
題
材
は
基
本
的
に
1
コ
マ
45
分
内

に
ま
と
ま
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
作
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
子
ど
も
が
自
分
の
生
き
方
を
見
つ
め
、

道
徳
性
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
大
き
な
目
標
は

年
間
を
通
し
て
ど
の
題
材
で
も
共
通
し
て
い
る

こ
と
で
す
。
そ
こ
ま
で
心
配
す
る
必
要
は
な
い

で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
に
、
教
師
が
無
理
に
ま
と
め
よ
う
と
し

な
く
て
も
、
子
ど
も
は
自
分
な
り
の
答
え
を
見

つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
授
業
は
終
わ
っ

て
も
、
家
に
帰
っ
て
考
え
た
り
、
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
に
後
で
記
入
し
て
き
た
り
し
て
、
自
分
の
納

得
す
る
落
と
し
ど
こ
ろ
を
探
そ
う
と
す
る
で

し
ょ
う
。

　

価
値
理
解
に
つ
い
て
も
、
そ
の
学
年
な
り
の

理
解
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
と
ら
え
ま
す
。
道
徳

の
授
業
は
も
ち
ろ
ん
価
値
理
解
が
大
前
提
で
す

が
、
そ
こ
に
力
を
入
れ
す
ぎ
る
と
、
今
度
は
価

値
の
教
え
込
み
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
年
間

を
通
し
て
何
度
か
実
践
を
繰
り
返
し
て
い
け
ば
、

授
業
の
落
と
し
ど
こ
ろ
が
つ
か
め
て
く
る
は
ず

で
す
。

先生の工夫や努力によって
授業は大きく変わってきます

ここからは、道徳教育の先端的研究
に携わる先生方に、これからの道徳
教育の実践法について、具体的に
教えていただきました。
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道
徳
の「
評
価
」と

教
師
の「
見
る
目
」

　
「
特
別
の
教
科 

道
徳
」
の
評
価
に
つ
い
て
、

今
回
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
「
数
値
評
価

は
し
な
い
」「
個
人
内
評
価
を
す
る
」「（
評
価

文
は
）
認
め
励
ま
す
よ
う
な
表
現
に
す
る
」

「
個
々
の
内
容
項
目
で
は
な
く
、
大
く
く
り
な

ま
と
ま
り
で
評
価
す
る
」
と
い
う
4
項
目
で
す
。

と
り
わ
け
後
者
2
つ
が
今
回
の
ポ
イ
ン
ト
に
な

り
ま
す
。

　
「
認
め
励
ま
す
」
に
は
2
つ
の
方
向
が
あ
る

と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、「
こ
ん

な
に
成
長
し
た
ね
」
と
、
表
に
見
え
る
部
分
を

評
価
す
る
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
子
ど
も
た

ち
自
身
が
気
づ
い
て
い
な
い
部
分
、「
こ
ん
な

こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
ね
」
と
子
ど
も
た
ち
の

無
自
覚
の
部
分
を
評
価
す
る
こ
と
で
す
。

　

子
ど
も
は
、
自
分
が
ど
こ
ま
で
で
き
て
い
る

か
、
自
分
の
実
力
を
何
と
な
く
わ
か
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
先
生
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
こ
と

も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
、「
自
分
も
他

人
も
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
」
を
評
価
さ
れ
て
、

果
た
し
て
子
ど
も
は
本
当
に
う
れ
し
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
よ
り
も
、「
自
分
で
は
気
づ
か
な

か
っ
た
け
れ
ど
、
先
生
が
こ
ん
な
こ
と
を
認
め

て
く
れ
た
」
と
い
う
部
分
が
あ
っ
た
ほ
う
が
、

ず
っ
と
う
れ
し
い
は
ず
で
す
。

　

教
師
の
「
人
を
見
る
目
」
と
い
う
の
は
、
他
の

人
で
は
見
え
に
く
い
と
こ
ろ
を
判
断
す
る
、
そ
の

力
に
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の

も
つ
価
値
を
見
抜
き
、
そ
れ
を
育
て
て
い
く
、

い
わ
ば
「
鑑
識
眼
」
と
言
う
べ
き
も
の
で
す
。

　

し
か
し
、
あ
く
ま
で
評
価
は
客
観
的
な
資
料

に
基
づ
い
て
行
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
な
ど
に
書
か
れ
た
内
容

を
「
証
拠
」
と
し
て
、
評
価
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

教
師
に
し
か
見
え
な
い
部
分
を
う
ま
く
子
ど

も
に
伝
え
て
い
け
ば
、
も
っ
と
深
く
「
認
め
励

ま
す
」
評
価
に
な
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

道
徳
で
評
価
す
べ
き

部
分
は
ど
こ
か 

　

ま
た
、「
大
く
く
り
な
ま
と
ま
り
を
踏
ま
え
た

評
価
を
す
る
こ
と
」
が
す
す
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
「
大
く
く
り
な
ま
と
ま
り
」
と
は
何
を
指

す
か
で
す
が
、
例
え
ば
学
期
間
・
学
年
間
と
い

う
時
間
的
な
区
切
り
、
あ
る
い
は
「
内
容
項
目
」

●
続
い
て
、
多
く
の
先
生
方
が
課
題
を
感
じ
て

い
る
「
評
価
」
に
つ
い
て
お
た
ず
ね
し
ま
し
た
。

道徳科における評価の基本的な考え方
評価とは、児童生徒の側から見れば、自らの成長を実感し、意欲の
向上につなげていくものであり、教師の側からみれば、教師が目
標や計画、指導方法の改善・充実に取り組むための資料となるも
の。

○道徳科の特質を踏まえれば、評価に当たって、
•	数値による評価ではなく、記述式とすること、
•	道徳科の学習活動における児童生徒の具体的な取組状況を一
定のまとまりの中で見取ることが求められる。その際、個々の
内容項目ごとではなく、大くくりなまとまりを踏まえた評価と
すること、
•	他の児童生徒との比較による評価ではなく、児童生徒がいかに
成長したかを積極的に受け止めて認め、励ます個人内評価（※）

として行うこと、
•	学習活動において児童生徒がより多面的・多角的な見方へと発
展しているか、道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で
深めているかといった点を重視すること、
に、留意する必要がある。

※	個人内評価……児童生徒のよい点をほめたり、さらなる改善が望まれる点
を指摘したりするなど、児童生徒の発達の段階に応じ励ましていく評価の
こと。

（2016年7月22日専門家会議より「道徳における評価のありかた」一部掲載）

道徳科における評価の在り方

の
Ａ
～
Ｄ
の
「
４
つ
の
視
点
」
な
ど
の
視
点
ご

と
の
区
切
り
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。 

　

注
意
し
て
お
い
て
ほ
し
い
の
は
、
道
徳
科
に

お
い
て
は
、「
観
点
別
評
価
は
妥
当
で
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、「
積
極
的
に
友

達
と
話
し
合
っ
て
い
る
か
」
な
ど
と
い
う
、
あ

る
態
度
に
つ
い
て
だ
け
を
取
り
出
し
て
評
価
し

て
も
、
不
十
分
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、

特
定
の
内
容
項
目
だ
け
に
つ
い
て
評
価
す
る
の

も
、
不
十
分
で
す
。
道
徳
に
お
い
て
は
、
活
動

全
体
を
通
し
て
、
子
ど
も
の
変
化
を
見
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
と
は
い
っ
て
も
、「
大
く
く
り
」

に
捉
え
る
こ
と
は
実
際
に
は
困
難
も
あ
り
ま
す

し
表
記
も
抽
象
的
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
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保
護
者
が
見
る
評
価
の
文
面
は
具
体
的
な
表
記

（
例
え
ば
「
○
○
を
扱
っ
た
授
業
で
は
～
で
し

た
」
な
ど
）
に
な
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
見
る
と
き
の

ポ
イ
ン
ト
と
は

　

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
評
価
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ

イ
リ
ン
グ
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で

フ
ァ
イ
リ
ン
グ
し
た
も
の
を
振
り
返
る
機
会
を

大
切
に
し
て
ほ
し
い
で
す
。
学
期
の
前
半
、
後

半
と
、
子
ど
も
が
た
ま
っ
た
フ
ァ
イ
ル
を
見
返

し
て
、
取
捨
選
択
を
し
、
自
分
が
何
を
残
す
か

を
理
由
付
け
し
た
り
し
て
い
く
こ
と
は
、
教
育

的
に
も
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
半
期
に
一

度
は
振
り
返
り
の
時
間
を
も
つ
こ
と
で
、
教
師

だ
け
で
な
く
子
ど
も
自
身
も
、
自
ら
の
変
化
を

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

子
ど
も
が
書
い
て
い
る
振
り
返
り
の
文
章
で

は
、
例
え
ば
自
分
た
ち
の
学
級
の
様
子
と
結
び

つ
け
て
い
る
記
述
が
あ
る
な
ど
、
日
常
生
活
と

道
徳
の
結
び
つ
き
を
子
ど
も
が
発
見
し
て
い
る

か
ど
う
か
が
、
評
価
す
る
と
き
に
注
目
し
た
い

ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

　

一
方
、
書
く
こ
と
が
苦
手
な
子
ど
も
も
い
ま

す
か
ら
、
そ
の
場
合
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価

や
エ
ピ
ソ
ー
ド
評
価
を
対
象
と
す
る
と
よ
い
で

し
ょ
う
。「
認
め
励
ま
す
」
評
価
を
す
る
に
は
、

子
ど
も
の
よ
い
所
を
発
見
す
る
こ
と
が
必
須
で

す
。

　

人
間
、
他
人
の
悪
い
と
こ
ろ
は
よ
く
見
え
ま

す
が
、
よ
い
点
を
見
つ
け
る
の
は
意
外
と
難
し

い
も
の
で
す
。
今
回
の
改
訂
で
、
こ
れ
ま
で
の

先
生
の
子
ど
も
へ
の
見
方
も
変
わ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

道
徳
の
授
業
と
他
教
科
の

意
外
な
つ
な
が
り

　

興
味
深
い
こ
と
で
す
が
、
道
徳
の
授
業
が
う

ま
い
先
生
は
、
教
科
の
教
え
方
も
う
ま
い
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
逆
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

道
徳
の
授
業
が
う
ま
い
先
生
は
、
子
ど
も
の

意
見
を
上
手
に
受
け
止
め
、
考
え
を
引
き
出
す

こ
と
に
長
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
学
級
経
営
の

手
腕
も
優
れ
て
い
ま
す
。

　

今
の
学
校
教
育
は
「
子
ど
も
が
主
役
」
と
言

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
「
教
え
る
」
と
い
う
行
為

は
、
実
際
に
は
教
師
が
主
役
で
あ
る
場
合
が
非

常
に
多
い
の
で
す
。
教
科
の
授
業
は
教
え
る
内

容
が
既
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
教
師
は
子

ど
も
の
意
見
を
引
き
出
す
工
夫
を
し
な
く
て
も
、

道
徳
の
授
業
が
う
ま
い
人
は
、

教
科
の
教
え
方
も
う
ま
い
。

子
ど
も
の
考
え
を
う
ま
く

引
き
出
す
力
に
長
け
て
い
ま
す
。

ほ
と
ん
ど
の
授
業
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

し
か
し
道
徳
に
お
い
て
は
、
教
師
は
主
導
的

な
役
割
よ
り
も
、
子
ど
も
の
心
の
動
き
や
状
況

を
見
な
が
ら
、
授
業
が
建
設
的
な
も
の
に
な
る

よ
う
に
働
き
か
け
る
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
役

割
を
強
く
求
め
ら
れ
ま
す
。
道
徳
の
授
業
の
流

れ
を
つ
く
っ
て
い
く
の
は
、
子
ど
も
自
身
な
の

で
す
。

　

道
徳
の
授
業
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
学
級
は
、

子
ど
も
た
ち
自
ら
が
過
ご
し
や
す
い
ク
ラ
ス
づ

く
り
を
進
め
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
そ
れ

は
学
期
が
進
む
と
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
っ
て

き
ま
す
。

　

次
期
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
主
体
的
・
対

話
的
で
深
い
学
び
」
の
視
点
に
基
づ
い
た
授
業

改
善
を
求
め
て
い
ま
す
。
道
徳
の
授
業
を
工
夫

し
研
究
す
る
こ
と
は
、
一
見
関
連
が
薄
い
よ
う

に
見
え
て
、
結
果
的
に
は
教
育
活
動
全
体
で
主

体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
を
効
果
的
に
実
現

す
る
た
め
の
早
道
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

◦ポートフォリオ評価
➡	ワークシートやノートに振り返り
や感想を記しておき、その成果をフ
ァイリングして評価の材料とする

◦パフォーマンス評価
➡	問題解決的な学習を導入した際に、
問題場面をパフォーマンス課題と
設定して評価する

◦エピソード評価
➡	様々な場面における見取りの蓄積
で評価する

▽
評
価
の
方
法
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服部 敬一先生

大阪府大阪市立豊仁小学校校長。道徳授業
の評価について20年以上にわたって取り組む。
近著は『あなたが道徳授業を変える―ベテラン小
学校教師からの8つの提言』（学芸みらい社）。

Hattor i  Kei ichi

次に、実際の学校での授業について見
ていきます。今回は、大阪市立豊仁小
学校での取り組みについて、校長の服
部敬一先生からお話を伺いました。

授業の実践例に学ぶ

指
導
案
作
成
は
内
容
項
目

で
は
な
く
そ
れ
を
下
支
え
す
る

考
え
方
に
着
目
す
る

　

私
は
、
道
徳
科
に
お
い
て
も
1
時
間
で
達
成

で
き
る
具
体
的
な
ね
ら
い
を
設
定
し
、
そ
の
達

成
状
況
に
よ
っ
て
評
価
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
道
徳
の
授
業
は
、
一
度
の
授
業
で

達
成
で
き
る
即
効
性
を
目
指
す
も
の
で
は
な
く
、

時
間
が
経
っ
て
は
じ
め
て
表
れ
る
も
の
だ
と
言

わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
例
え
ば
算
数
の

「
三
角
形
の
面
積
の
求
め
方
」
の
授
業
で
は
、

い
く
ら
授
業
全
体
の
雰
囲
気
が
よ
く
て
も
、
面

積
の
求
め
方
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
ら
、
よ
い
授

業
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
道
徳
も
同
じ
で
、
教
師

は
た
と
え
小
さ
な
こ
と
で
も
、
１
時
間
の
中
で

子
ど
も
に
何
ら
か
の
変
容
が
起
こ
る
こ
と
を
期

待
し
て
授
業
を
設
計
し
て
い
る
は
ず
で
す
。

　

そ
こ
で
、「
ね
ら
い
」
の
設
定
が
重
要
に
な

り
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
内
容
項
目
を
下
支
え

す
る
考
え
方
に
着
目
す
る
こ
と
で
す
。 

今
ま

で
の
道
徳
は
、
内
容
項
目
が
そ
の
ま
ま
ね
ら
い

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。
例
え
ば
「
正
直
な
明
る
い
心
で
生
活
す

る
」
と
あ
れ
ば
、
ね
ら
い
は
「
～
と
い
う
心
情

を
育
て
る
」
と
な
り
ま
す
。
で
す
が
、
同
じ

「
正
直
、
誠
実
」
で
も
、『
金
の
お
の
』
で
は

「
正
直
な
人
と
う
そ
を
つ
く
人
に
対
し
て
抱
く

評
価
は
異
な
る
」、『
羊
飼
い
と
オ
オ
カ
ミ
』
で

は
、「
う
そ
を
つ
く
人
は
信
用
を
失
う
」
と
い

う
よ
う
に
、
教
材
に
含
ま
れ
て
い
る
考
え
方
は

異
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
内
容
項
目
を
下
支
え
す

る
考
え
方
を
授
業
の
ね
ら
い
に
す
れ
ば
、
1
時

間
の
目
標
が
非
常
に
明
確
に
な
っ
た
指
導
案
が

作
成
で
き
ま
す
。

ね
ら
い
を
達
成
で
き
た
か
は

道
徳
ノ
ー
ト
の
書
き
方
で
わ
か
る

　

授
業
で
は
毎
時
間
の
最
後
に
、
子
ど
も
た
ち

に
「
道
徳
ノ
ー
ト
」
を
書
か
せ
て
い
ま
す
。
1

時
間
の
う
ち
、
何
で
も
よ
い
か
ら
「
わ
か
っ
た

こ
と
」
を
書
く
よ
う
に
指
示
を
し
て
い
ま
す
。

書
い
て
あ
る
内
容
で
、
授
業
の
ね
ら
い
が
達
成

で
き
た
か
ど
う
か
が
わ
か
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
「
正
直
、
誠
実
」

の
授
業
で
、
子
ど
も
が
「
正
直
で
明
る
い
こ
と

は
よ
い
こ
と
だ
と
わ
か
っ
た
」
と
書
い
て
い
た

と
し
ま
す
。
一
見
よ
さ
そ
う
に
見
え
ま
す
が
、

こ
れ
は
授
業
が
弱
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
、
内
容
項
目
に
触
れ
て
い
る
だ

け
で
、「
ね
ら
い
」
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
な

い
か
ら
で
す
。

『
金
の
お
の
』
で
あ
れ
ば
、「
正
直
に
生
き
て

い
る
と
、
他
人
も
ほ
め
て
や
り
た
い
と
い
う
気

持
ち
を
も
つ
」
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

授
業
で
最
も
大
事
な
の
は
、「
ね
ら
い
」
が

達
成
で
き
た
か
ど
う
か
で
す
。
活
発
だ
っ
た
と

か
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
だ
っ
た
等
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

授
業
の
ね
ら
い
が
達
成
で
き
た
上
で
「
主
体
的
、

対
話
的
」
で
あ
っ
た
ら
よ
い
の
で
す
が
、「
主

体
的
、
対
話
的
」
で
「
浅
い
学
び
」
で
は
困
り

ま
す
。「
浅
い
学
び
」
と
は
、「
も
と
も
と
わ

か
っ
て
い
る
こ
と
（
正
直
で
明
る
い
こ
と
は
よ

い
こ
と
）
を
学
ん
だ
」
だ
け
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
う
で
は
な
く
て
、
正
直
が
な
ぜ
善
い
こ
と

な
の
か
、
そ
の
理
由
や
根
拠
に
気
づ
か
せ
る
授

業
を
目
指
し
て
ほ
し
い
。
子
ど
も
た
ち
が
今
ま

で
考
え
も
し
な
か
っ
た
こ
と
が
出
て
き
た
り
、

「
な
る
ほ
ど
！
」
と
腑
に
落
ち
る
よ
う
な
学
び

が
で
き
た
り
す
れ
ば
、
子
ど
も
に
と
っ
て
必
ず

そ
れ
は
「
深
い
学
び
」
と
な
る
で
し
ょ
う
。

子
ど
も
に
は
一
時
の
感
情
に

流
さ
れ
な
い
本
質
を
見
抜
く
力
を

身
に
つ
け
て
ほ
し
い

　

評
価
に
つ
い
て
迷
う
先
生
方
も
多
い
で
す
が
、

大
前
提
と
し
て
、「
そ
の
時
間
の
中
で
何
が
で

き
た
か
」
に
つ
い
て
評
価
を
す
る
こ
と
が
重
要

で
す
。
子
ど
も
が
も
と
も
と
も
っ
て
い
る
性
格

や
生
活
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
人
格
と
、
日
ご
ろ

の
指
導
で
育
っ
た
力
と
は
区
別
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
授
業
ご
と
の
ね
ら
い
が
明
確
に
あ
れ

ば
、
教
師
と
し
て
何
を
子
ど
も
に
伝
え
ら
れ
た

か
、
ど
ん
な
変
容
を
子
ど
も
に
起
こ
す
こ
と
が

で
き
た
か
を
見
取
れ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
で

し
ょ
う
。

　

こ
れ
か
ら
の
社
会
は
非
常
に
不
透
明
で
す
。

未
来
を
予
測
で
き
な
い
社
会
で
生
き
抜
く
子
ど

も
の
将
来
を
考
え
れ
ば
、「
決
ま
り
は
大
事
だ
」

と
価
値
を
教
え
込
む
こ
と
よ
り
も
、「
決
ま
り

が
な
ぜ
大
事
な
の
か
」
と
問
わ
れ
た
と
き
に
、

他
者
を
納
得
さ
せ
ら
れ
る
言
葉
を
ど
う
身
に
つ

け
さ
せ
る
か
が
重
要
だ
と
い
え
ま
す
。

　
「
正
し
い
の
は
こ
う
い
う
理
由
が
あ
る
か
ら

だ
」
と
い
う
、
価
値
を
下
支
え
す
る
考
え
方
を

教
え
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
頭
の
中
に
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
で
き
、
自
分
で
考
え
て
判
断

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
汎
用
性
の
あ
る
事
柄
を
学
ば
せ
る

こ
と
が
大
切
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。

「なぜ」を教えることが 
未来を生きる力につながる
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＊	「指導と評価の一体化」の立場から、１時間で
達成可能な具体的なねらいを設定し、ねらい
の達成によって評価を行う。

＊	公開授業は特別なものではなく、毎週行って
いるものと同じようなものとして実施する。

＊	内容項目は「特別の教科	道徳」の内容を用い
る。

正
直
に
話
し
て
く
れ
た
時
に
感
じ
る
気
持
ち
と
、

う
そ
を
つ
か
れ
た
時
に
感
じ
る
気
持
ち
を
引
き
出
す
。

正直なきこり
に３つ全ての
おのを与えた
くなったのは
どう思ったか
らでしょう。

となりの男に
１つもおのを
与えたくなく
なったのは、
どう思ったか
らでしょう。

失敗したことを認めた
ことが立派だと思った
から。

わざとおのを落とす
なんて悪いやつだ。

欲に負けず正直に話し
たことをえらいと思っ
たから。

うそをつくなんて
悪いやつ。

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。

学習活動 主な発問と児童の思考の流れ 指導上の留意事項
1�金、銀のイメージ
について考える。

（金・銀・銅メダルを見せながら）どれが
良いですか。またそれはなぜですか？

•		お話の中に出てくる金が高価なもの
で、皆が欲しがる価値のあるものだと
いうことをおさえておく。

2�「金のおの」を読ん
で話し合う。

①	正直な木こりの気
持ちについて。

おのを落とした時、正直な木こりはどん
な気持ちだったでしょう。

•		動作化を取り入れて、木こりにとって
おのは暮らしていくのに重要なもの
だったこと、大きな失敗であったこ
と、わざとではないことをおさえる。
•		木こりがうっかりおのを池に落とし
たことをおさえる。

②	となりの男の気持
ちについて。

おのをわざと落とした時、となりの男は
どんな気持ちだったでしょう。

•		役割演技を取り入れ、大声の内容を考
えさせ、そのときの気持ちを問うこと
で本心に気づかせる。
•		男がわざとおのを池に投げ込んだこ
とをおさえる。

③	神様の二人に対す
る違いについて。

	正直な木こりに３つ全てのおのを与え
たくなったのはどう思ったからでしょ
う。
	となりの男におのを１つも与えなかっ
たのはどう思ったからでしょう。

•		神様の行動面をおさえた上でそれに
ついてどう思ったのかを引き出す。

④	二人の今後の生き
方に向けて込めら
れた神様の思いに
ついて。

神様は二人に、今後どのようになってい
って欲しいと考えたでしょう。
•		ほうびを与えることでこれからも正
直に生きて欲しいと願った。
•		こらしめることでこれからは正直に
生きて欲しいと願った。

3道徳ノートを書
く。

今日の学習でわかったことを書きまし
ょう。

•		本時の学習でわかったことを書かせ
ることで自分の学習について振り返
らせ、自分の学びを整理させる。
•	評価の資料とする。

正直者についてほめてやりたい、
うそつきにはこらしめてやりたい
と感じることに気づかせる。

成果

本時のめあてを「神様がうそと正直を
どう感じるか」と設定したことで、神
様の考えを主に置いた授業になり、う
そから感じる不快、正直から感じる潔
さに気づくことができた。
役割演技を取り入れることで動きの
ある授業となり、児童が心情などを読
み取るための手助けとなった。

課題

正直者には良いことが起こり、うそつ
きには嫌なことが起こると書くだけ
の、ねらいに十分達成できていない児
童がいた。神様がうそと正直から感
じた気持ちを役割演技させるなど、さ
らに発問の仕方を工夫するなどの手
立てが必要だった。

●公開授業の方針（一部）

●発問の例

▼中心発問

●成果と課題

●道徳ノートと評価

●学習指導過程

▼主題名 ▼内容項目［Ａ-②］ ▼ねらい

しょうじき・うそつき
（資料名「金のおの」）

「金のおの」の学習を
通して、正直に話さ
ないと相手の心にき
ずをつけてしまうこ
とを理解しました。

「金のおの」の学習を
通して、自分自身が
正直な人のことが好
きで、うそつきはき
らいだということに
気づきました。

「金のおの」の学習を
通して、うそをつく
と相手が嫌な気持ち
になることがわかり
ました。

2年生の
実践例




