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小
学
生
、
中
学
生
の
頃
は
人
見
知
り
で
、

誰
か
と
話
す
と
き
は
両
親
に
頼
っ
て
い
ま
し

た
。
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
こ
と
が
苦

手
で
、
授
業
中
に
手
を
挙
げ
て
発
言
す
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

放
課
後
は
体
操
の
練
習
で
忙
し
く
、
友
達

と
遊
ぶ
こ
と
も
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
体
操
の
練
習
に
は
楽
し
く
取
り
組

ん
で
い
ま
し
た
。

　
性
格
的
に
は
、
新
し
い
も
の
に
興
味
が

移
っ
て
い
く
と
い
う
よ
り
は
、
気
に
入
っ
た

も
の
を
ず
っ
と
繰
り
返
す
タ
イ
プ
で
す
。
例

え
ば
映
画
で
い
う
と
、「
千
と
千
尋
の
神
隠

し
」
は
大
好
き
で
、
何
度
も
見
て
い
ま
す
。

好
き
に
な
っ
た
こ
と
を
ず
っ
と
飽
き
ず
に
続

け
ら
れ
る
性
格
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
学
校
の
授
業
で
は
、
音
楽
や
美
術
な
ど

個
性
が
発
揮
で
き
る
教
科
が
好
き
で
し
た
。

道
徳
の
授
業
は
覚
え
て
い
ま
す
が
、
道
徳

の
大
切
さ
に
気
づ
い
た
の
は
最
近
で
す
。

も
っ
と
学
ん
で
お
け
ば
よ
か
っ
た
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　
ス
ポ
ー
ツ
は
競
技
力
以
前
に
人
間
力
が

大
事
で
す
。
結
果
を
残
し
て
い
る
か
た
の

多
く
は
、
謙
虚
で
他
人
の
こ
と
を
考
え
ら

れ
る
人
で
す
。
私
は
体
操
か
ら
道
徳
を
学

ん
だ
と
い
う
感
覚
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　
体
操
は
人
と
ぶ
つ
か
る
競
技
で
は
な
く
、

お
互
い
を
認
め
合
う
競
技
で
す
。
人
に
よ
っ

て
得
意
種
目
や
技
が
違
う
の
で
、
周
囲
の

人
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
対

人
競
技
は
相
手
の
ス
キ
を
分
析
し
て
弱
み

を
握
っ
て
試
合
に
挑
む
こ
と
が
多
い
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
体
操
は
自
分
し
か

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

相
手
の
弱
み
を
分
析
し
て
も
意
味
が
な
い

の
で
す
。
そ
ん
な
時
間
が
あ
れ
ば
、
人
の

い
い
と
こ
ろ
を
見
て
自
分
も
成
長
し
た
ほ

う
が
よ
ほ
ど
い
い
結
果
が
得
ら
れ
ま
す
。
人

の
い
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
こ
と
は
体
操
か

ら
学
び
ま
し
た
。

　
先
生
に
し
て
も
仲
間
に
し
て
も
、
人
と
つ

な
が
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
人

と
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
い
ろ
い
ろ

な
失
敗
を
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
べ

ま
す
。
大
人
か
ら
だ
め
だ
と
教
わ
っ
て
も
、

自
分
で
失
敗
し
な
い
と
分
か
ら
な
い
こ
と

は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
子
供

た
ち
に
は
ど
ん
ど
ん
失
敗
し
て
ほ
し
い
で

す
。
感
情
が
動
く
ま
ま
に
行
動
で
き
る
の
は

小
学
生
、中
学
生
の
特
権
で
す
。
そ
の
時
期
、

そ
の
仲
間
を
す
ご
く
大
事
に
し
て
ほ
し
い

で
す
。

　
私
は
先
日
、
体
操
競
技
を
引
退
し
ま
し

た
。
引
退
を
決
断
す
る
の
に
時
間
は
か
か

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
現
役
の
頃
か
ら
、
周

り
か
ら
無
理
と
言
わ
れ
て
も
難
し
い
技
に

挑
戦
す
る
な
ど
、
自
分
が
や
り
た
い
こ
と

を
や
っ
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
引
退
の

と
き
も
自
分
で
決
め
ま
し
た
。
そ
し
て
引

退
試
合
を
迎
え
ま
し
た
。

　
ふ
だ
ん
の
試
合
は
あ
ま
り
緊
張
し
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
引
退
試
合
は
緊
張
し
ま
し
た
。

次
が
な
い
と
い
う
状
況
に
緊
張
し
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
結
果
と
し
て
、
自
分
の
中
で
は

何
の
後
悔
も
残
ら
な
い
試
合
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
引
退
試
合
に
向
け
て
ず
っ
と

練
習
し
て
き
た
の
で
、
緊
張
し
て
い
て
も
体

が
覚
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　
引
退
し
た
第
一
の
理
由
は
、
自
分
の
選
手

と
し
て
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
よ
り
、
自
分
の

経
験
や
感
情
を
後
進
に
伝
え
た
い
と
い
う
思

い
が
強
く
な
っ
た
か
ら
で
す
。
人
に
伝
え
る

仕
事
が
自
分
に
は
合
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に

し
て
き
た
結
果
で
す
。

　
私
は
、
十
七
歳
か
ら
六
年
間
、
日
本
代

表
に
な
る
と
い
う
貴
重
な
経
験
を
さ
せ
て

も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
経
験
や
情
報
を
学

生
た
ち
に
伝
え
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
そ

の
結
果
、
白
井
健
三
に
出
会
え
て
よ
か
っ
た

と
思
っ
て
く
れ
る
人
が
一
人
で
も
出
て
く
れ

た
ら
嬉
し
い
で
す
。
こ
れ
か
ら
や
り
た
い
こ

と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
今
は
と
て
も
充
実

し
て
い
ま
す
。い
い
先
生
に
な
れ
る
よ
う
に
、

こ
れ
か
ら
毎
日
勉
強
し
て
い
き
ま
す
。

つ
な
が
り
を
大
切
に
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よ
り
深
く
理
解
し
た
り
、
情
報
を
精
査
し
て
考
え
を
形
成

し
た
り
、
問
題
を
見
い
だ
し
て
解
決
策
を
考
え
た
り
、
思
い

や
考
え
を
基
に
創
造
し
た
り
す
る
こ
と
に
向
か
う
過
程
を

重
視
し
た
学
習
の
充
実
を
図
る
こ
と
。」
に
着
目
し
て
、
授

業
を
構
想
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
知

識
を
相
互
に
関
連
付
け
」「
情
報
を
精
査
」「
問
題
を
見
い

だ
し
て
解
決
策
を
考
え
」「
思
い
や
考
え
を
基
に
創
造
」
と

い
う
学
習
活
動
に
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
も
説

明
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
言
語
能
力
、
情
報
活
用
能
力
（
情
報
モ
ラ
ル

を
含
む
）、
問
題
発
見
・
解
決
能
力
等
の
学
習
の
基
盤
と
な

る
資
質
・
能
力
を
、
道
徳
科
の
授
業
の
中
で
育
成
し
て
い

く
こ
と
も
大
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
育
成

を
目
指
し
て
「
各
教
科
等
の
特
質
を
生
か
し
、
教
科
等
横

断
的
な
視
点
か
ら
教
育
課
程
の
編
成
を
図
る
も
の
」
と
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
道
徳
科
の
授
業
の
中
で
も
学
習
の
基
盤

と
な
る
資
質
・
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

学
習
の
基
盤
と
な
る
資
質
・
能
力
の
一
つ
と
し
て
示
さ
れ

て
い
る
「
情
報
活
用
能
力
（
情
報
モ
ラ
ル
を
含
む
）」
の
育

成
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
学
習
活
動
を
設
定
す
る
こ
と
で
、

効
果
的
な
指
導
が
期
待
で
き
ま
す
。

　
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

総
則
編
」
の
情
報
活
用

能
力
に
つ
い
て
の
説
明
を
読
む
と
、
先
に
示
し
た
深
い
学
び

と
の
関
連
が
深
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
深
く
思
考
す
る

た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
活
用
す
る
必
要
が
あ
る

た
め
で
す
。
そ
し
て
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
効
果

的
に
深
く
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

先
生
が
た
と
研
究
授
業
に
つ
い
て
相
談
す
る
際
に
、
私
は

必
ず
、「
先
生
は
、
こ
の
授
業
を
通
じ
て
、
児
童
・
生
徒
に

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
か
？
」
と
聞

き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、「
〇
〇
に
な
っ
て
ほ
し
い
。」「
〇

〇
を
感
じ
取
っ
て
ほ
し
い
。」「
〇
〇
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
ほ
し
い
。」
な
ど
と
、
そ
の
先
生
の
思
い
が
語
ら
れ

ま
す
。
そ
の
思
い
を
少
し
で
も
実
現
で
き
る
よ
う
、
授
業

の
工
夫
を
重
ね
る
こ
と
は
、
授
業
作
り
の
楽
し
さ
で
も
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
思
い
の
実
現
の
た
め
に
、Ｉ
Ｃ
Ｔ

は
役
立
ち
ま
す
。

　
「
こ
れ
ま
で
の
授
業
の
や
り
方
で
、
良
い
授
業
を
し
て
き

た
と
い
う
自
負
が
あ
る
。」「
鉛
筆
で
書
き
な
が
ら
自
分
に

向
き
合
い
、
考
え
る
こ
と
は
と
て
も
大
切
だ
。」
な
ど
、
従

来
か
ら
行
っ
て
き
た
授
業
の
実
績
や
良
さ
を
耳
に
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
豊
か
な
経
験
と
高
度
な
ス
キ
ル
に
裏
付
け

ら
れ
た
授
業
は
、
た
い
へ
ん
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
経
験
年
数
の
少
な
い
先
生
は
、
経
験
豊
か
な
先
生
か

ら
学
び
、授
業
力
を
高
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
従
来
の
授
業
方
法
だ
け
で
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、「
全
員
の
児
童
・
生
徒
の
意
見
を
取
り
上
げ
た
い

が
、
45
分
ま
た
は
50
分
の
授
業
時
間
で
は
で
き
な
い
。」
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
す
る
こ

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を

Ｉ
Ｃ
Ｔ
で
実
現
！
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と
で
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
前
時
の
児
童
・
生
徒
の
発
言
を
紙
に
印
刷
し
て

配
付
す
る
代
わ
り
に
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
使
っ
て
意
見
を
共
有
す
る

こ
と
で
、授
業
準
備
の
時
間
を
削
減
で
き
、授
業
構
想
に
も
っ

と
時
間
を
割
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。さ
ら
に
、

ク
ラ
ス
、
学
年
の
枠
を
越
え
て
、
意
見
を
交
流
さ
せ
る
こ

と
も
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
学
習
指
導
要
領
が
目
指
し
て
い
る
教
育
を
行
っ
て

い
く
と
い
う
視
点
で
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
有
効
で
す
。「
小
学
校
学

習
指
導
要
領
解
説　

総
則
編
」
P
・
25
に
、「
豊
か
な
心
や

創
造
性
の
涵
養
は
、
第
１
章
総
則
第
３
の
１
に
示
す
と
お

り
、
単
元
や
題
材
な
ど
内
容
や
時
間
の
ま
と
ま
り
を
見
通

し
た
、
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た

授
業
改
善
を
通
し
て
実
現
が
図
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

う
し
た
学
習
の
過
程
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
本
解
説
第
３

章
第
３
節
の
１
に
お
い
て
解
説
し
て
い
る
。」
と
書
か
れ
て

い
る
よ
う
に
、
道
徳
科
に
お
い
て
も
、「
主
体
的
・
対
話
的

で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改
善
」
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、「
主
体
的
・
対
話
的
に
つ
い
て
は
イ
メ
ー
ジ
が

で
き
る
が
、
深
い
学
び
に
つ
い
て
は
イ
メ
ー
ジ
し
づ
ら
い
。」

と
い
う
声
を
先
生
が
た
か
ら
よ
く
聞
き
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
私
は
、
第
３
章
第
３
節
の
１
（
P
・

76
）
に
示
さ
れ
て
い
る
「
各
教
科
等
の
特
質
に
応
じ
た
見
方
・

考
え
方
を
働
か
せ
な
が
ら
、
知
識
を
相
互
に
関
連
付
け
て

理
想
的
な
道
徳
科
授
業
は
？

「
主
体
的
・
対
話
的
で

深
い
学
び
」の
実
現
を
！

3

学
習
の
基
盤
と
な
る

資
質
・
能
力
の
育
成

4

（
知
識
・
技
能
）

情
報
と
情
報
技
術
を
活
用
し
た
問
題
の
発
見
･
解
決

等
の
方
法
や
、情
報
化
の
進
展
が
社
会
の
中
で
果
た
す

役
割
や
影
響
、情
報
に
関
す
る
法
･
制
度
や
マ
ナ
ー
、

個
人
が
果
た
す
役
割
や
責
任
等
に
つ
い
て
、情
報
の
科

学
的
な
理
解
に
裏
打
ち
さ
れ
た
形
で
理
解
し
、情
報
と

情
報
技
術
を
適
切
に
活
用
す
る
た
め
に
必
要
な
技
能

を
身
に
付
け
て
い
る
こ
と
。

（
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
）

様
々
な
事
象
を
情
報
と
そ
の
結
び
つ
き
の
視
点
か
ら

捉
え
、複
数
の
情
報
を
結
び
つ
け
て
新
た
な
意
味
を
見

出
す
力
や
、問
題
の
発
見
･
解
決
等
に
向
け
て
情
報
技

術
を
適
切
か
つ
効
果
的
に
活
用
す
る
力
を
身
に
付
け

て
い
る
こ
と
。

（
学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等
）

情
報
や
情
報
技
術
を
適
切
か
つ
効
果
的
に
活
用
し
て

情
報
社
会
に
主
体
的
に
参
画
し
、そ
の
発
展
に
寄
与
し

よ
う
と
す
る
態
度
等
を
身
に
付
け
て
い
る
こ
と
。

【
中
央
教
育
審
議
会
答
申 

別
紙
３
―
１
】

（「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

総
則
編
」P
・
51
）

1（
参
考
：
情
報
活
用
能
力
を
構
成
す
る
資
質
･
能
力
）

ＩＣＴの道徳科授業への
活用提案

長谷川元洋
金城学院大学教授

ー 特集ー



0607

　

で
は
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
ど
の
よ
う
に
活
用
す
れ
ば
よ
い
の
で

し
ょ
う
か
？　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
す
る
た
め
に
は
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
の

利
用
形
態
と
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
で
で
き
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
、
ま

ず
必
要
で
す
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
慣
れ
て
い
な
い
先
生
に
と
っ
て
は
、
不
安
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
科
で
Ｉ

Ｃ
Ｔ
を
活
用
す
る
状
況
に
な
る
と
、
児
童
・
生
徒
は
操
作

に
慣
れ
る
た
め
、
指
示
を
す
る
だ
け
で
よ
く
な
り
ま
す
。

も
し
も
、
先
生
が
困
っ
た
と
き
に
は
、
児
童
・
生
徒
に
助
け

を
求
め
る
こ
と
も
可
能
で
す
。Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
得
意
な
児
童
・
生

徒
の
活
躍
の
場
を
作
る
こ
と
も
授
業
デ
ザ
イ
ン
に
組
み
込
む

と
、
無
理
な
く
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
活
用
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

無
理
な
く
で
き
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
事
例
を
場
面
ご
と
に

示
し
ま
す
。
ま
ず
、
協
働
的
な
学
び
の
場
面
を
設
定
し
て

か
ら
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
す
る
場
面
を
考
え
る
こ
と
を
お
勧
め

し
ま
す
。
ま
た
、
児
童
・
生
徒
の
キ
ー
ボ
ー
ド
入
力
の
ス
キ

ル
が
低
い
場
合
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
や
ノ
ー
ト
に
書
い
た
文

章
を
写
真
に
撮
ら
せ
て
、
ク
ラ
ウ
ド
上
で
共
有
す
る
方
法

も
良
い
で
し
ょ
う
。Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
は
手
段
で
す
の
で
、
授
業

の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
最
優
先
し
て
、
活
用
す
る
こ

と
が
大
切
で
す
。

　

朝
の
読
書
の
時
間
や
学
活
、
宿
題
等
で
事
前
読
み
を
さ

せ
る
際
に
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
朗
読
機
能
を
使
っ
た
り
、

範
読
し
た
音
声
フ
ァ
イ
ル
を
児
童
・
生
徒
に
保
存
さ
せ
た
り

す
れ
ば
、
読
む
こ
と
に
困
難
が
あ
る
児
童
・
生
徒
の
学
習

を
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
自
分
で
読
め
る

児
童
・
生
徒
に
は
、
読
み
方
の
お
手
本
を
参
考
に
し
て
気

持
ち
を
込
め
て
読
む
練
習
を
さ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
理
解

が
深
ま
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。

　

事
前
読
み
を
さ
せ
た
と
き
や
、
範
読
の
後
の
確
認
の
場

面
、
前
時
か
ら
続
け
て
行
う
授
業
等
の
導
入
の
場
面
な
ど

で
、
ス
ラ
イ
ド
に
ま
と
め
た
あ
ら
す
じ
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

や
大
型
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
提
示
す
る
と
、
短
時
間
で
確
認
が

で
き
ま
す
。
な
お
、
残
し
て
お
き
た
い
情
報
は
黒
板
に
書
い

た
り
、
掲
示
し
た
り
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
と
ア
ナ
ロ
グ
を
効
果

的
に
使
い
分
け
る
と
良
い
で
し
ょ
う
。

　

一
人
一
人
の
意
見
を
、
教
育
用
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
上
に

書
か
せ
、
共
有
範
囲
を
班
や
学
級
全
体
、
学
年
全
体
等
に

設
定
す
る
こ
と
で
、
全
員
参
加
型
の
授
業
が
可
能
と
な
り

ま
す
。

　

思
考
ツ
ー
ル
を
背
景
に
し
た
画
面
を
共
有
し
、
意
見
を

書
き
込
ん
だ
テ
キ
ス
ト
ボ
ッ
ク
ス
や
付
箋
を
配
置
さ
せ
る
な

ど
の
活
用
が
で
き
ま
す
。

　
「
賛
成
、
反
対
」「
嬉
し
い
、
悲
し
い
」「
約
束
を
守
る
、

約
束
を
破
る
」「
行
く
、
行
か
な
い
」「
良
い
、
悪
い
」
な
ど

と
い
っ
た
対
立
す
る
立
場
の
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
か
を
記
し

た
画
面
の
上
に
、
名
前
を
書
い
た
テ
キ
ス
ト
ボ
ッ
ク
ス
や
付

箋
を
貼
ら
せ
る
こ
と
で
、
一
人
一
人
の
立
場
を
表
明
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
授
業
の
終
盤
で
、
も
う
い
ち

ど
考
え
さ
せ
、
考
え
が
変
わ
っ
た
場
合
は
移
動
さ
せ
る
こ
と

で
、個
々
の
考
え
の
変
化
も
学
級
で
共
有
で
き
ま
す
。
ま
た
、

画
面
を
画
像
デ
ー
タ
と
し
て
記
録
し
て
お
く
こ
と
で
、
事

前
と
事
後
の
比
較
も
可
能
と
な
り
ま
す
。
こ
の
際
、
二
択

で
は
な
く
、
中
間
地
点
に
配
置
す
る
こ
と
も
あ
り
と
し
て
、

微
妙
な
気
持
ち
を
表
現
さ
せ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
心
情
円
を
図
形
描
画
機
能
で
描
か
せ
、
そ
れ
を
ネ
ッ

ト
上
で
共
有
し
、
記
録
し
て
お
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

振
り
返
り
の
文
章
を
タ
ブ
レ
ッ
ト
P
C
で
書
か
せ
て
提
出

さ
せ
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
で
振
り
返
り
文
を
蓄
積
し
て
い
く

と
、
学
年
が
変
わ
っ
て
も
、
自
分
自
身
の
成
長
を
確
認
で
き

る
デ
ジ
タ
ル
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、児
童
・
生
徒
の
振
り
返
り
の
文
章
を
K
H
コ
ー
ダ
ー

（h
ttp
s://kh

cod
er.n

et/ 

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
。

W
indow

s

版
は
無
料
）
等
で
計
量
テ
キ
ス
ト
分
析
を
す
る

と
、
児
童
・
生
徒
の
考
え
を
視
覚
化
し
て
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
が
普
及
し
て
い
る
の
は
、

便
利
だ
か
ら
で
す
。Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
に
慣
れ
て
い
な
い
先
生
も
、

使
い
始
め
れ
ば
、
き
っ
と
、
そ
の
便
利
さ
に
気
づ
い
て
も
ら

え
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、

無
理
せ
ず
、
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
機
能
と
活
用
パ
タ
ー
ン

5

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
機
能
と
活
用
パ
タ
ー
ン

6

無
理
せ
ず
、で
き
る
と
こ
ろ
か
ら

7

金城学院大学教授, 博士（教育
学）, 専門分野は教育工学。東
京書籍「情報社会のモラル＆リ
テラシー」情報モラル監修。東京
書籍「新しい道徳」編集委員。

プロフィール
　はせがわ もとひろ

長谷川元洋

●
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
主
な
機
能

拡
大
縮
小
で
き
る
。

書
き
込
め
る
。

図
形
や
文
字
を
部
品
と
し
て
扱
え
る
。

多
色
マ
ー
カ
ー
が
利
用
で
き
る
。

消
せ
る
。

写
真
を
撮
れ
る
。

音
や
動
画
を
記
録
で
き
る
。

音
を
出
せ
る
。

動
画
を
再
生
で
き
る
。

情
報
を
送
り
合
え
る
。

情
報
共
有
で
き
る
。

共
同
編
集
で
き
る
。

123456789101112

事
前
読
み
で
の
活
用

１
導
入
の
場
面
で
の
活
用

2

振
り
返
り
の
場
面
で
の
活
用

6

個
々
の
考
え
を
共
有
す
る

場
面
で
の
活
用

3

多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
た
り
、

分
析
し
た
り
す
る
場
面
で
の
活
用

4
自
分
の
立
場
や
気
持
ち
を

表
明
さ
せ
る
場
面
で
の
活
用

5

参考：『無理なくできる学校のICT活用』学事出版
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たけもと ひろき

かん  べ

愛媛県西条市立神戸小学校
情報教育主任教諭

竹本 啓貴

多
様
な
考
え
に
触
れ
る

き
っ
か
け
づ
く
り
と
し
て
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用

実践１
小学校

09

道徳科では，相手の思いを根拠や理由を
踏まえながら深く知ることによって，ねら

いとする道徳的価値を多面的・多角的に捉えることができる
ようになります。ICT機器を
用いて対話のきっかけをつく
り，直接の対話を通して，
自分自身の考えを再構築して
いくことがICT機器を用いた
授業づくりを実践していくう
えで大切です。

タブレット端末を使用する場合，教科書と
ワークシートも同時に机の上にあります。

そのため，タブレット端末を使わないときは，机の中にしま
うことを徹底することが，ICT機器をよりよく使うために求め
られるスキルです。低学年の子供に限らず，余計なものが机
の上にあるとどうしても気になってしまい，触ってしまうこと
が多くなります。そのため，
今は何をする時間なのかを
明確にし，その都度使う道
具を机の上に出すよう指示
を出すことが，ICT機器を
効果的に使用していくうえ
でのポイントになります。

ポイント

ポイント

タブレット端末の機能で使いたいものが
あっても，使い方は一朝一夕に身に付くも

のではありません。日々の授業で少しずつ使ってみることに
よって，教師も子供たちも使い方を学習することができます。
ただ，子供たちは小さい頃からあたりまえにICT機器を使用
しているので，使いこなすまでにあまり時間はかかりません
でした。むしろ教師のスキルのほうが求められます。まずは
授業者が，どのような機能があるのかを知り，自分で使って
みることで，授業のイメージをもつことができます。多様な
機能から子供たちが使えそうなものを選び，日頃から使って
みることが効果的に使用する一つのポイントになります。

ポイント

1

2

3

本実践のように，全体の意見の傾向を電
子黒板等に映すと，少数派の子供たちが

意見を言いづらくなってしまうことが考えられます。その場
合は，少数派の子供たちの意見から聞くことや，教師がそ
の子供たちの気持ちに共感することによって，多様な意見を
出しやすい雰囲気づくりをすることができます。どの考えが
正しいのかを討論するのではなく，多様な考えがあることに
気づき，思いを伝え合うことを大切にしたいです。

ポイント 4

　

西
条
市
は
、「
２
０
１
８
日
本
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
ア
ワ
ー
ド
」

を
受
賞
す
る
な
ど
、
教
育
の
情
報
化
に
取
り
組
ん
で
き
ま

し
た
。

　

ま
た
、
本
校
は
、
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
三
年
間
、
ス

マ
ー
ト
ス
ク
ー
ル
実
証
校
と
し
て
、W

indow
s

タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
が
学
校
の
各
階
に
四
十
台
（
計
百
二
十
台
程
度
）

配
備
さ
れ
ま
し
た
。
本
実
践
は
、
ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
・
ス

ク
ー
ル
（
株
式
会
社LoiLo

）
を
活
用
し
て
い
ま
す
。

　

本
学
級
の
児
童
（
二
年
生
）
二
十
名
は
、
算
数
科
を
中

心
に
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
活
用
し
て
き
ま
し
た
。
道
徳
科

で
使
っ
た
の
は
、
本
実
践
が
初
め
て
で
し
た
が
、
子
供
た

ち
は
慣
れ
た
様
子
で
、
難
な
く
使
い
こ
な
し
て
い
ま
し
た
。

　

本
実
践
で
用
い
た
教
材
は
、「
お
れ
た
も
の
さ
し
」【
主

題
名
「
正
し
い
こ
と
は
進
ん
で
」（
Ａ（
１
）　

善
悪
の
判
断
、

自
律
、
自
由
と
責
任
）】
で
す
。
導
入
で
は
、
年
上
の
お

兄
さ
ん
た
ち
が
、
良
く
な
い
こ
と
を
し
て
い
た
と
き
ど
う

す
る
か
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ね
ら
い
と
す
る
道
徳

的
価
値
へ
の
方
向
付
け
を
し
ま
し
た
。

　

展
開
で
は
、
主
人
公
の
「
ぼ
く
」
の
気
持
ち
に
共
感
で

き
る
よ
う
に
授
業
を
進
め
ま
し
た
。
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を

使
用
し
た
場
面
は
、
主
人
公
の
気
持
ち
に
自
分
の
思
い
を

重
ね
、
自
分
の
立
場
を
表
明
す
る
と
き
で
す
。「
あ
な
た

が
『
ぼ
く
』
だ
っ
た
ら
、
同
じ
よ
う
な
行
動
が
で
き
る
で

し
ょ
う
か
。」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「
で
き
る
」
な
ら

「
赤
」、「
で
き
な
い
」
な
ら
「
青
」、「
迷
う
」
な
ら
「
黄
」

の
背
景
色
の
シ
ー
ト
を
送
信
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
立
場

を
表
明
し
ま
し
た
。
電
子
黒
板
に
全
体
の
傾
向
を
映
す
こ

と
で
、
多
様
な
考
え
に
触
れ
る
き
っ
か
け
づ
く
り
と
し
ま

し
た
。

　

多
様
な
考
え
の
人
が
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
う
え
で
、

な
ぜ
そ
の
立
場
な
の
か
に
つ
い
て
、
ま
ず
自
分
自
身
と
対

話
す
る
時
間
を
つ
く
り
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
し
ま
し

た
。
そ
の
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
意
見
を
発
表
し
合

う
こ
と
で
、
多
様
な
考
え
の
根
拠
に
触
れ
る
他
者
と
の
対

話
の
場
を
つ
く
り
ま
し
た
。

　
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
使
う
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、

目
的
に
応
じ
て
手
段
と
し
て
使
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。」

と
い
う
こ
と
を
さ
ま
ざ
ま
な
研
修
等
で
耳
に
し
ま
す
。
し

か
し
、
子
供
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
使
っ
て
み
な
い
こ
と
に

は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
活
用
で
き
る
の
か
も
分
か
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
子
供
た
ち
と
い
っ

し
ょ
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
使
っ
て
み
る
と
い
う
こ
と
が
大
切

で
す
。
今
回
の
実
践
で
は
、「
多
様
な
考
え
に
触
れ
る
き
っ

か
け
づ
く
り
」
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
用

い
ま
し
た
が
、
子
供
た
ち
が
こ
れ
ま
で
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

を
使
用
し
て
き
た
経
験
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
こ
の
実

践
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
楽
し
み
な
が
ら
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
使
っ
て
み
る
。

そ
し
て
、
で
き
る
こ
と
が
増
え
て
き
た
ら
、
使
う
場
面
を

検
討
し
て
、
よ
り
効
果
的
に
使
え
る
よ
う
に
し
て
い
く
と

い
う
ス
モ
ー
ル
ス
テ
ッ
プ
で
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
取
り
入
れ

て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

実
践
の
概
要

１

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
て

２

●主題名：正しいことは進んで
●教材名：「おれたものさし」

（「新訂  新しいどうとく2」東京書籍）

●内容項目：A（１）善悪の判断，自律，自由と責任
●ねらい： 良いことと悪いことの区別をし，良いと
思うことを進んで行おうとする心情や態度を養う。

学習活動　 主な発問（　 ）　予想される児童の反応（・）

導
入

終
末

展
開

今日の学習で考えたことや思ったことを書きま
しょう。

お話の登場人物を確認しましょう。

のぼるがひろしにものさしを持たせているのを
見たとき，「ぼく」はどう思ったでしょうか。

（イラストを見せながら）こんなときどうしますか。
・怖いから注意できない。
・先生に相談する。

「ぼく」は胸がどきっとしたとき，どんなことを考
えていたでしょうか。（ペア→全体）

あなたが「ぼく」だったら，同じような行動がで
きるでしょうか。（中心発問）

正しい行動をした「ぼく」は，どんな気持ち
になったでしょうか。

〈できる〉･･･赤

〈できない〉･･･青

〈迷う〉･･･黄

・折ったのはひろしではないのに。
・ひろしは弱いから言われているんじゃないかな。

・間違ったことは許せないから。
・つらい思いをしてほしくないから。

・怖いから。
・自分がまた嫌な思いをするかもしれないから。

・怖いけど，止めないとひろしがかわいそう。
・止めたいけれど，のぼるが強いから止められない。

・注意ができてよかったなあ。
・のぼるも分かってくれてよかった。

・これを見逃したら，またつらい思いをする人が増
  えてしまう。
・「ぼく」が止めないといけない。
・怖いなあ，どうしよう。

・いけないことは，いけないとはっきり言えるよう
　になりたい。
・その場ではっきりと言えなくても誰かに相談
して，解決できるようにしたい。
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実践２
小学校
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本
校
は
全
校
百
十
八
名
、
六
ク
ラ
ス
の
小
規
模
学
校
で

す
。
地
域
の
協
力
・
理
解
が
あ
り
、
子
供
た
ち
は
温
か
な

雰
囲
気
の
中
で
学
習
で
き
て
い
ま
す
。　
　

　
本
校
で
は
、
数
年
前
よ
りW

indow
s

タ
ブ
レ
ッ
ト
五

十
台
、iPad

三
十
台
を
導
入
し
、
情
報
共
有
ツ
ー
ル
を

使
っ
た
学
習
や
、
東
京
書
籍
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
ド
リ
ル
等

を
使
っ
た
学
習
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
現
在
、
全
て
の

教
師
が
積
極
的
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
本
年
度
は
、Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
で
導
入
さ
れ

たChrom
ebook

の
本
格
稼
働
の
年
に
当
た
り
ま
す
。
一

人
一
人
の
端
末
を
学
習
で
効
果
的
に
生
か
す
た
め
に
は
、

ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て
い
く
の
が
よ
い
の
か
を
研

究
の
中
心
と
し
て
進
め
て
い
ま
す
。
国
語
や
算
数
と
い
っ

た
教
科
で
の
研
究
に
加
え
、「
特
別
の
教
科
　
道
徳
」
に

お
い
て
深
ま
り
の
あ
る
授
業
と
す
る
に
は
、
ど
の
場
面
で
、

ど
の
よ
う
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
す
る
と
よ
い
の
か
探
っ
て
み

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

子
供
た
ち
が
課
題
意
識
を
も
っ
て
道
徳

の
授
業
に
積
極
的
に
取
り
組
む
た
め
の

手
立
て
と
し
て
、
授
業
前
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
児
童
ア

ン
ケ
ー
ト
が
実
施
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
・
ス
ク
ー
ル
やG

oogle

のClassroom

やJam
board

の
機
能

を
使
え
ば
、
情
報
共
有
が
迅
速
に
で
き
、
議
論
が
深
ま
る

の
で
は
な
い
か
。授

業
の
最
後
に
書
い
た
子
供
の
感
想
・

振
り
返
り
の
文
章
を
Ａ
Ｉ
テ
キ
ス
ト
マ

イ
ニ
ン
グ
で
分
析
後
、
子
供
に
返
す
こ
と
で
、
授
業
後
に

さ
ら
に
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

道
徳
の
授
業
内
で
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
活
用
で
き

る
こ
と
に
加
え
、
授
業
後
の
通
信
や
事

後
指
導
で
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
（
道
徳
教

育
の
充
実
）。

　
小
学
生
の
発
達
段
階
を
考
え
る
と
、
低
学
年
、
中
学
年

に
お
い
て
は
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
多
機
能
な
も
の
を
使
う
の
で
は

な
く
、
シ
ン
プ
ル
な
も
の
が
好
ま
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
使
用
場
面
に
は
、
授
業
の
導
入
段
階
の
イ
メ
ー
ジ
共
有

や
、
比
較
し
な
が
ら
考
え
る
場
面
な
ど
が
想
定
で
き
ま
す
。

文
字
入
力
な
ど
に
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
と
、
議
論
す
る

時
間
が
少
な
く
な
り
、
本
来
の
授
業
目
的
が
達
成
で
き
ま

せ
ん
。
高
学
年
に
お
い
て
は
、
す
で
に
手
書
き
と
同
等
の

速
度
で
文
字
入
力
が
で
き
る
の
で
、
意
見
交
換
、
感
想
・

振
り
返
り
の
共
有
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

感
じ
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
は
、
事
後
の
情
報
共
有
・

分
析
等
の
デ
ー
タ
処
理
も
容
易
で
す
。
こ
う
し
た
メ
リ
ッ

ト
を
生
か
せ
た
ら
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　
道
徳
の
授
業
時
間
の
充
実
の
た
め
に
は
、
教
材
研
究
が

い
ち
ば
ん
大
切
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
分
析
か
ら
、

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
強
み
を
生
か
し
た
実
践
を
す
る
こ
と
で
、
授
業

の
深
ま
り
が
増
す
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
学
校
全
体
で

道
徳
教
育
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、
効
果
的
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を

活
用
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
の
考
え
方

３

道
徳
教
育
の
充
実
の
た
め
の

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用

やまぐち

つらじま

まさひろ

岡山県倉敷市立

連島北小学校
校長

山口 雅弘

●授業後の児童アンケートの結果

実
践
の
概
要

１

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
に
向
け
て

２仮
説
１　

仮
説
２

仮
説
３

仮
説
４

授業の導入において，課題を意識させてか
ら授業を行うことで，子供たちはより自分

ごととして考えながら参加できたと感じます。このことは仮
説１の考えが生かされたと思います。

ふだんの道徳の授業では，挙手して積極
的に発表する子供も多数いますが，全員の

意見を迅速に知ることはできません。ICTを活用し，意見を
書き込む場面を設けたことで全員がしっかり考え，意見を出
せたことはよかったと思います。仮説２の情報共有の迅速化
はできました。しかし，議論の深まりについては，補助発問
など，どのような問い返しをするかが重要と考えます。教材
内の記述が不十分な点を深堀りした発問をすることが大切で
すが，全員の考えが見えるからこそ，書き込みに対する効果
的な問い返しが，授業をアクティブなものにすると思います。

ICTの活用は，従来の対話のある議論と併
せて効果的な展開の工夫が必要です。ま

た，黒板の活用も重要と考えます。授業で，子供の新たな
気づきや考えたことを共有し，学びを深められる視点が重
要と考えます。

ポイント

ポイント

ポイント

仮説３のAIテキストマイニングでは，子供
が感じたことが可視化されるので，授業者

にとっても，子供の思考がどの程度の深まりであったかを感
じ取ることができます。授業が内容項目と合致していたかも
分かります。この点は，教師側にとっては授業改善のツール
としても使えるのではないかと思います。本実践の授業後，
授業者と私で，子供の書いた文章を見ながら，改めて問い返
しを考える時間をとりました。授業者の道徳の授業の在り方
の意識を高めるきっかけとなったと感じます。

ポイント

５年生の授業では，Jamboardに子供が記
入したものをもとに，教師主導で問いを深

める授業を展開しました。多様な意見を積極的に交わすには，
書き込みを見ながら，適切かつ迅速に問い返しをすることが
課題だと感じます。
　６年生の授業では，Jamboardに各自の意見を記入した後，
互いの意見を読み合いました。その後，意見を聞きたい人を
自分で見つけ，次 と々聞いていくグループワークを行いました。
その際，授業者は，似た意見どうしだけでなく，自分と違う
人の意見も聞くよう指示を出して活動しました。ここでは積極
的に多くの友達と意見を交わす姿がありましたが，グループ
ワークの時間とその後の全体で考えを深める時間のバランス
を考えておく必要を感じました。仮説４については，今後検
証予定です。

ポイント

●教材名：5年「心のレシーブ」，6年「ばかじゃん！」
　　　　　　　　　　　  （「新訂  新しい道徳」東京書籍）

●内容項目：B（10）友情，信頼
●ICT 活用の流れ

実践の記録

（１）アンケート機能で授業前アンケートを実施し，
　　  自分たちの課題を提示する。
（２）授業内で，Jamboardに各自意見を記入する。
（３）アンケート機能に振り返りや感想を記入する。
（４）感想をAIテキストマイニングで分析し，学級通信
           でまとめる。

とても まあまあ ほどほど まったく

事前アンケートの結果を見て，授業への興味・関心が高くなった。

ICTを使わないときと比較し，たくさん意見を言えた。

 ICTを使わないときと比較し，友達の意見をたくさん聞けた。

 ICTを使わないときと比較し，友達の意見で自分の考えが深まった。

 ICTを使わないときと比較し，深く考えることができた。

ICTを使わないときと比較し，楽しく授業に参加できた。

質問①

質問②

質問③

質問④

質問⑤

質問⑥

1

2

3

4

5

質問① 質問② 質問③ 質問④ 質問⑤ 質問⑥

21.1

52.5

21.1

5.3

52.6

26.3

15.8

5.3

68.4

26.3

5.3

52.6

31.6

15.8

42.1

47.3

5.3
5.3

73.7

15.8

10.5



順を追ってねらいに迫る。

導入を工夫する。
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ひがし 　かつや

神奈川県横浜市立永田中学校
教諭

舘野泉さんのインタビュー映像
東 克也

　

本
実
践
は
中
学
校
二
年
生
、
内
容
項
目
Ａ（
４
）
希
望
と

勇
気
、
克
己
と
強
い
意
志
に
つ
い
て
の
授
業
で
す
。
教
材

は
、
「
左
手
で
つ
か
ん
だ
音
楽
」
を
使
用
し
ま
し
た
。

　

実
践
を
行
っ
た
ク
ラ
ス
で
は
、
自
分
自
身
の
目
標
に
向

け
て
頑
張
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
生
徒
も
た
く

さ
ん
い
ま
す
。
一
方
で
、
目
標
に
到
達
で
き
な
か
っ
た
と

き
に
、
大
き
く
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た
り
、
少
し
で
も
実

現
が
難
し
い
と
感
じ
る
と
す
ぐ
諦
め
て
し
ま
っ
た
り
す
る

よ
う
な
姿
も
見
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
自
分
自
身
の
努
力
や
、
諦
め
ず
に
取
り
組
ん

だ
こ
と
に
よ
る
成
功
体
験
が
少
な
い
こ
と
も
影
響
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
困
難
に
直
面
し
な
が
ら
も
、
そ
の
困
難
を
乗

り
越
え
た
主
人
公
の
舘
野
泉
さ
ん
の
姿
を
通
し
て
、
諦
め

ず
努
力
し
続
け
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
む
こ
と
を
ね
ら
い

と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
中
心
発
問
（
発
問
３
）
の
後
に
、
「
舘
野
さ
ん

は
な
ぜ
困
難
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。」

（
発
問
４
）
と
い
う
発
問
を
設
定
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
中

心
発
問
で
考
え
た
内
容
を
よ
り
深
め
、
ね
ら
い
に
迫
っ
て
い

く
こ
と
を
意
図
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
教
材
を
読
む
前
や
終
末
の
場
面
で
、
舘
野
さ
ん
の

演
奏
し
た
楽
曲
を
聴
く
こ
と
で
、
生
徒
が
興
味
を
も
っ
て
授

業
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。

 

「
左
手
で
つ
か
ん
だ
音
楽
」
は
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
舘
野
泉
さ
ん

に
ま
つ
わ
る
文
章
で
す
。
実
在
の
人
物
に
つ
い
て
の
内
容
で

あ
る
た
め
、
舘
野
さ
ん
の
苦
悩
や
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と

に
つ
い
て
考
え
や
す
い
教
材
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
一
方
で
、
実
在
の
人
物
を
扱
う
教
材
の
場
合
、
そ

の
人
物
の
こ
と
を
知
ら
な
い
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
、
臨
場

感
が
わ
か
ず
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
の
話
と
変
わ
ら
な
い

捉
え
方
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
今
回
の

舘
野
さ
ん
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
し
た
。

　

東
京
書
籍
の
教
科
書
に
は
、
教
材
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま

な
映
像
資
料
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
左
手
で
つ
か
ん
だ

音
楽
」
に
つ
い
て
も
、
舘
野
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
映
像

（
本
ペ
ー
ジ
左
下
画
像
）
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
授
業
の
中
で
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
映
像
を
活
用

す
る
こ
と
で
、
生
徒
は
臨
場
感
を
も
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
し
た
。
実
際
に
は
、iPad

で
二

次
元
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
テ
レ
ビ
に
映
し
て
ク
ラ
ス
で
視

聴
す
る
形
を
と
り
ま
し
た
。

　

本
実
践
で
は
、
先
ほ
ど
述

べ
た
発
問
４
の
意
図
を
よ
り

実
現
し
や
す
く
す
る
た
め

に
、
中
心
発
問
の
後
、
舘
野

さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
映
像

を
視
聴
し
ま
し
た
。

　

実
際
の
舘
野
さ
ん
の
姿
や

肉
声
に
触
れ
る
こ
と
で
、
生

徒
は
よ
り
臨
場
感
を
も
っ
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。

13

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
映
像
を
利
用
し
た

授
業
実
践

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
て

２

●主題名：あきらめない気持ちで
●教材名：「左手でつかんだ音楽」
　　　　　　　　　　　（「新訂 新しい道徳 2」東京書籍）

●内容項目：A（4）希望と勇気，克己と強い意志
●ねらい：主人公の気持ちの変容を考えることを通し
て，希望と勇気をもって夢や理想を実現していこうとす
る心情を育む。

　導入部分では，今回の内容項目について自分ごととし
て捉える契機としました。自分が諦めてしまったことを
素直に表現している生徒も多く，そこから，本時の学習
テーマにつなげることができました。
　また，教材を読む前に，舘野さんの演奏した楽曲の
CDを視聴しました。楽曲は NHK 大河ドラマ「平清盛」
のオープニングテーマです。舘野さんが演奏しているピア
ノの部分に着目させ，視聴後，「実は舘野さんは左手の
みで演奏しているピアニストです。」という紹介を行いま
した。「えっ，ほんとに？」「全然分からなかった！」と
いう声も聞かれました。こうした工夫をすることで，生
徒たちが舘野さんに興味をもち，教材に触れることがで
きたように思います。

　道徳的価値をつかみ，ねらいに迫っていくために，発
問２～発問４を設定しました。発問２は道徳的価値に迫
るために舘野さんの葛藤に着目させる発問です。発問３
は舘野さんが価値を実現している箇所に着目します。発
問４は道徳的価値を一般化する発問です。発問３で考え
た内容をより深め，ねらいに迫っていくことを意図してい
ます。
　そして，発問３の後には舘野さんのインタビュー映像
を視聴しました。「この人なんだ！」という声も聞かれ，
生徒たちは真剣にインタビュー映像を見たり，メモを取
りながら聞いたりする生徒も多くいました。
　そして，発問４では，「左手だけでも大好きなピアノを
弾けるという希望をもった。」「自分を待ってくれている人
がいて，またみんなを喜ばせることができると思ったか
ら。」というように，ねらいに迫る内容をワークシートに
記入している生徒もいました。

導
入

終
末

今までの自分を振り返る。

教材を読んで次のことについて話し合う。2

展
開

1

・諦めずに努力したから。
・挑戦し続けたから。
・だいじに取り組んできたから。

舘野さんのインタビュー映像を見る。3

4 今の自分を振り返り，次のことについて話し
合う。

5 舘野さんの演奏を聴く。

舘野さんはなぜ困難を乗り越えることができたの
だろう。（発問４）

教材を通して学んだことと照らして，今の自分は
どうだろう。（発問５）

いっこうに回復する兆しがなかったとき，舘野
さんはどのように感じていただろう。

自分が取り組むべきことを諦めてしまったことは
あるか。（発問１）

・感謝。
・新しい世界に出会えた喜び。

（発問２）
・やはりだめなのだろうか。
・諦めたほうがいいのか。

【今日の学習のテーマ】困難や失敗を乗り越えて
いくためには，どのような考えが必要なのだろう。

【教材を通して学んだこと】困難なことにも諦めず，
努力し挑戦し続けようとすることが大切だ。

ヤンネさんから送られた「左手のための三つの
即興曲」を弾いた舘野さんはどのような気持ち
になっただろう。（発問３：中心発問）

実
践
の
概
要

１ポイント 1

ポイント 2

中学校
実践１

学習活動　 主な発問（　 ）　予想される生徒の反応（・）
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生
徒
の
思
考
を
高
め
る
手
段
と
し
て
の

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用

中学校

15

●主題名：本当の思いやりとは
●教材名：「思いやりの日々」
　　　　　 　　　　　 （「新訂 新しい道徳１」東京書籍）

●内容項目：B（6）思いやり，感謝
●ねらい：障がいをもつ人と関わった主人公の気持ち
を考えることを通して，本当の思いやりとは何かを理
解し，温かい人間愛を深め，誰に対しても思いやりの
心をもってともに生きようとする心情を育てる。

　

情
報
化
社
会
を
迎
え
、
情
報
の
収
集
が
簡
単
に
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
は
さ
ら
に
そ
の
上
を
い
く
時
代

と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
生
徒
の
道
徳
性
を
高
め
る
に

は
、
道
徳
科
の
時
間
に
お
い
て
、
し
っ
か
り
と
思
考
す
る

過
程
が
必
要
不
可
欠
と
考
え
ま
す
。

　

生
徒
の
思
考
を
高
め
る
の
に
必
要
な
情
報
を
、
授
業
の

ね
ら
い
や
生
徒
の
思
考
に
沿
っ
て
、
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
量

や
内
容
を
調
節
し
な
が
ら
提
供
で
き
る
の
は
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
活

用
の
長
所
で
す
。
長
い
教
材
も
、
生
徒
の
抵
抗
が
軽
減
で

き
る
よ
う
に
調
整
で
き
ま
す
。
私
は
、プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
ソ
フ
ト
を
用
い
、
教
室
等
の
モ
ニ
タ
ー
で
い
っ
し
ょ
に

画
面
を
見
な
が
ら
授
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

画
面
か
ら
離
れ
て
、
教
材
文
を
読
ん
だ
り
、
絵
本
を
読
み

聞
か
せ
た
り
し
て
、
生
徒
と
の
対
話
を
楽
し
む
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、「
新
訂 

新
し
い
道
徳
１
」
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
教
材
を
用
い
た
実
践
を
紹
介
し
ま
す
。
実
践
の
ポ
イ

ン
ト
と
し
て
、①
挿
絵
等
を
有
効
に
活
用
、②
教
材
を
コ
ン

パ
ク
ト
に
提
示
、③
関
連
す
る
教
材
の
追
加
、
の
三
点
を

ま
と
め
ま
し
た
。
準
備
と
し
て
は
、
ポ
イ
ン
ト
①
〜
③
の

材
料
を
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
に
取
り
込
み
、
授
業

の
ね
ら
い
や
生
徒
の
思
考
に
沿
っ
て
配
列
を
し
て
い
き
ま

す
。
配
列
す
る
段
階
で
、
情
報
を
割
愛
し
た
り
、
追
加
し
た

り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
写
真
や
テ
キ
ス
ト
に
限
ら
ず
、

さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
が
使
用
で
き
、
そ
の
情
報
を
一
元
化

で
き
る
の
は
強
み
で
す
。
生
徒
が
、
ど
の
よ
う
な
表
情
を
見

せ
る
の
か
、
何
を
考
え
て
く
れ
る
の
か
と
、
期
待
し
な
が
ら

構
成
し
て
い
く
ひ
と
と
き
は
、
時
間
が
な
い
中
で
厳
し
い
部

分
で
も
あ
り
、
楽
し
み
に
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　

一
人
一
台
端
末
の
最
大
の
特
徴
は
、
個
別
最
適
化
さ
れ

た
学
び
と
、
学
習
内
容
の
共
有
・
交
流
で
す
。
道
徳
授
業

に
な
じ
む
の
か
ど
う
か
、
疑
問
に
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
が
、
板
書
よ
り
は
る
か
に
早
く
意
見
や
感
想
の
交
流
が

で
き
ま
す
し
、
教
師
が
意
見
を
つ
な
い
だ
り
、
グ
ル
ー
プ

分
け
を
し
て
の
話
し
合
い
に
つ
な
げ
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
授
業
の
ね
ら
い
を
達
成
す
る
た
め
に
、
効
果
的

と
思
わ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
ど
ん
ど
ん
利
活
用
す
べ

き
と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
さ
ら
に
詳
し
く
調
べ
た
い
生
徒
に
向
け
て
、
教

科
書
に
二
次
元
コ
ー
ド
等
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
補
充
・

発
展
的
な
取
り
扱
い
が
期
待
で
き
そ
う
で
す
。

　

生
徒
の
思
考
を
高
め
る
た
め
に
は
、
生
徒
が
思
わ
ず
考

え
た
く
な
る
よ
う
な
「
発
問
」
が
必
要
な
こ
と
は
言
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
教
材
に
関
す
る
内
容
を
段
階
的
に
提

示
す
る
と
、
数
多
く
の
「
問
い
」
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

そ
の
「
問
い
」
を
「
発
問
」
と
し
て
、
生
徒
に
ぶ
つ
け
て

み
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
道
徳
科
の
授
業
は
、
授
業
者

の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
、
児
童
生
徒
へ
の
思
い
が
反
映

さ
れ
る
授
業
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
と

合
わ
せ
、
生
徒
の
思
考
が
高
ま
る
よ
う
な
授
業
づ
く
り
が

な
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

導
入

終
末

教材前半（89頁12行）までの内容を示す。
その後，下の挿絵を提示する。

2

展
開

1

5

6

和威さんが考えるようになった思いやりとは
何でしょうか。

教材を見せずに考えさせる。

ＡＣジャパンの広告「思いやり算」を視聴
させて，感想の時間とする。

学習活動　 主な発問（　 ）   指導上の留意点等（　 ）

道
徳
授
業
に
お
け
る

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用

１

一
人
一
台
端
末
の

時
代
を
迎
え
て

２

終
わ
り
に

３

おがた しげる

長崎県佐世保市立清水中学校
校長

緒方 茂

　教科書には，台所での和威さんと喜美世さんの様子，

介護サービスにおける和威さんと中村さんの様子の挿絵

があります。教材に登場する人物がイメージできます。

前者を で，後者を でモニター画面に提示しました。

生徒の間では，いろいろな発想の発言が飛び交いました。

二人のやりとりを吹き出しで示すと，場面のイメージがで

きたようです。 では，空白の吹き出しを入れて，書

き込ませてから役割演技をさせました。

挿絵等を有効に活用する。

挿絵（89頁）を提示し，教材に意識をもた
せる。
気づいたことはありませんか。

ポイント 1 実践2

・・・・・・。

1 3

4

　この授業を実施するにあたって，ＮＨＫ「道徳ドキュメン

ト」はもとより関連する語句をネット検索しました。関

連する教材を活用して本教材を補うこともありますし，

本教材と差し替えることもあります。本実践では，ＡＣジャ

パンの広告「思いやり算」を終末 で採用しました。

　ＩＣＴを活用した場合，授業が終わると生徒の手元に

教材等が残りません。家庭等での共有を考えると，生

徒が振り返ることができるようにしておきたいものです。

教科書教材の場合は，終末段階で「今日の授業は，教

科書 88～ 91 頁にある『思いやりの日々』でした。」と

紹介しておきました。自作教材等の場合は，印刷物とし

て用意し，タイミングをみて配付するようにしています。

関連する教材を追加する。ポイント 3

　教科書の教材は４ページほどですが， では，和威

さんと喜美世さんのこれまでの経過を，箇条書きにして

提示しました。そうすることで，生徒にとって必要な情

報をタイミングよく提示できます。

例：和威さんと喜美世さん

「仲良しの夫婦。」「喜美世さんが意識を失い，手術を受

ける。」「退院したものの，ほぼ寝たきりの生活。」「和

威さんが介護。」「回復し，自分の力で歩けるようになっ

た。」

　挿絵と合わせるとなお分かりやすくなります。ポイント

①と同様，プレゼンテーションソフトを使いました。

では，教材の後半を範読した後に挿絵を提示することで，

読解力に課題のある生徒も参加することができます。

教材はコンパクトに提示する。ポイント 2

2

3

挿絵の「私も，手伝おうかしら。」から後の
会話の続きを考えさせる。

和威さんと喜美世さんは，どのような会話を続け
るのでしょうか。

道子さんは，どんな言葉を和威さんに返したで
しょうか。

挿絵（90 頁）を提示する。

「和威さんは，なぜ後悔したのでしょうか。」と
問いかけながら，教材後半（90頁5行～ 91
頁 10行）を読み聞かせる。

4

3

喜美世さんが黙ってしまったのはなぜでしょうか。

いいよ，
いいよ。
ぼくが
全部やるから。

私も，
手伝おうかしら。

6


