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認定NPO法人ReBit
事業本部長

中島　潤

多
様
な
生
と
性
を

尊
重
す
る
た
め
に
、

私
た
ち
大
人
が
で
き
る
こ
と

「
今
ま
で
一
回
も
、
自
分
の
こ
と
、〝
女
の
子
〞
っ
て

思
っ
た
こ
と
な
い
っ
ち
ゃ
ん
」。
母
に
そ
う
告
げ
た
の

は
、
高
校
生
の
頃
。
突
然
の
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
に
、
母

は
涙
を
流
し
ま
し
た
。
今
考
え
て
み
る
と
、
何
も
情
報

が
な
い
中
で
の
急
な
出
来
事
に
驚
き
、
シ
ョ
ッ
ク
で
不

安
だ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
と
き
の
風
景
は
、

情
報
が
な
い
こ
と
で
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
を
す
る
側
だ
け

で
は
な
く
受
け
る
側
も
困
る
の
だ
、
と
い
う
気
付
き

と
、
だ
か
ら
こ
そ
全
て
の
人
に
情
報
が
必
要
だ
、
と
い

う
思
い
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
か
ら

十
年
余
り
、
今
、
私
は
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｒり

び

っ

と

ｅ
Ｂ
ｉ
ｔ

（
以
下
、
Ｒ
ｅ
Ｂ
ｉ
ｔ
）
の
職
員
と
し
て
、
各
地
の
教

育
現
場
や
行
政
、
企
業
で
の
研
修
を
行
っ
て
い
ま
す
。

「
多
様
な
性
の
あ
り
方
」
を
考
え
る

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」「
性
的
少
数

者
」「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
言
葉

を
想
起
さ
れ
る
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
回

は
あ
え
て
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
で
は
な
く
「
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
（
ソ

ジ
）」
と
い
う
言
葉
か
ら
ご
紹
介
し
ま
す
。

人
の
性
の
あ
り
方
（
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
）
は
、
次

の
四
つ
の
要
素
の
組
み
合
わ
せ
で
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

①
自
認
す
る
性
（
性
自
認
）

②
か
ら
だ
の
性
（
生
物
学
的
性
）

③
好
き
に
な
る
性
（
性
的
指
向
）

④
表
現
す
る
性
（
性
表
現
）

こ
の
う
ち
、③
性
的
指
向
（SexualO

rientation

）

の
Ｓ
Ｏ
と
①
性
自
認
（G

enderIdentity

）
の
Ｇ
Ｉ

を
つ
な
げ
た
言
葉
が
「
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
」で
、
全
て
の
人
の

性
の
あ
り
方
を
人
権
と
し
て
考
え
て
い
く
際
に
使
わ
れ

て
い
ま
す
。④
性
表
現
（G

enderExpression

）
を

加
え
て
、
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
Ｅ
（
ソ
ジ
イ
ー
）
と
す
る
場
合
も
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2

あ
り
ま
す
。
こ

の
言
葉
は
、
性

の
あ
り
方
は
、

特
別
な
一
部
の

人
に
だ
け
関
連

す
る
話
で
は
な

く
、
全
て
の
人

に
と
っ
て
自
分

事
で
あ
る
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
伝
え
る
の
に
も
有
効
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
Ｓ

Ｏ
Ｇ
Ｉ
に
関
し
て
、
少
数
派
と
さ
れ
る
人
を
指
す
の
が

「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
で
す
。

Ｌ
　
レ
ズ
ビ
ア
ン
　
女
性
同
性
愛
者

Ｇ
　
ゲ
イ
　
男
性
同
性
愛
者

Ｂ
　
バ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
　
両
性
愛
者

Ｔ
　
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
　
性
自
認
と
出
生
時
に
割

り
当
て
ら
れ
た
性
が
異
な
る
人

と
い
う
四
つ
の
単
語
の
頭
文
字
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。

発
信
の
際
は
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
、「
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ

ュ
ア
ル
（
異
性
愛
者
）」「
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
性
自
認

と
出
生
時
に
割
り
当
て
ら
れ
た
性
が
一
致
し
て
い
る

人
）」
と
い
う
単
語
も
紹
介
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
少
数
派
か
多
数
派
か

に
関
係
な
く
「
様
々
な
性
の
あ
り
方
の
名
前
」
と
し
て

横
並
び
に
紹
介
し
た
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
た
ち
は
、
困
り
や
す
い
こ

と
も
事
実
で
す
。
で
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
子
ど
も
た
ち

は
、
ど
ん
な
困
難
に
直
面
し
、
周
り
の
大
人
は
ど
ん
な

こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
子
ど
も
た
ち

私
が
、
自
分
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
自
覚
し
た
の

は
高
校
生
の
と
き
で
し
た
が
、
小
学
生
の
頃
か
ら
、
周

り
と
な
じ
め
て
い
な
い
違
和
感
が
あ
っ
た
こ
と
を
覚
え

て
い
ま
す
。
小
学
校
で
は
、
名
簿
上
の
性
別
で
学
用
品

な
ど
が
色
分
け
さ
れ
る
こ
と
に
、「
ど
う
し
て
勝
手
に

赤
に
さ
れ
る
ん
だ
ろ
う
？
」
と
思
っ
て
い
た
し
、
中
学

校
の
制
服
で
の
生
活
は
、
別
人
の
台
本
を
渡
さ
れ
て

「
一
日
う
ま
く
や
り
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う

な
感
覚
で
し
た
。
振
り
返
る
と
、
小
中
学
校
は
不
登
校

と
呼
ば
れ
る
状
態
で
、
私
に
と
っ
て
学
校
は
「
安
心
し

て
過
ご
せ
る
場
所
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
比
率
は
３
％
〜
10
％
と
も
言
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
い
じ
め
や
暴
力
を
受
け
た
割
合
が
高
く
、
不

登
校
の
経
験
も
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
社

会
の
仕
組
み
が
男
女
分
け
や
異
性
愛
を
前
提
と
し
て
い

る
た
め
に
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
が
「
い
な
い
も
の
」
と
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
課
題
と
、
周
囲
が
十
分
な
情
報
を
も
っ
て

お
ら
ず
、
当
事
者
が
何
気
な
い
発
言
に
傷
つ
き
、
悩
ん

で
い
て
も
相
談
先
が
見
つ
か
ら
な
い
状
況
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。
特
に
、
自
死
念
慮
を
抱
く
第
一
ピ
ー
ク
は
思
春

期
の
小
学
校
高
学
年
か
ら
高
校
の
頃
と
さ
れ
て
お
り
、

文
部
科
学
省
の
通
知
や
自
殺
総
合
対
策
大
綱
の
中
で
も
、

周
囲
の
理
解
向
上
が
必
要
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
学
習
指
導
要
領
に
「
多
様
な
性
」
に
つ
い
て

の
記
述
は
な
く
、
教
員
の
約
九
割
は
多
様
な
性
に
つ
い

て
学
ん
だ
こ
と
が
な
い
と
い
う
調
査
も
あ
り
ま
す
。

私
自
身
、
発
信
活
動
を
始
め
て
か
ら
、
小
中
学
校
時

代
の
先
生
方
と
再
会
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
が
、
先

生
方
か
ら
は
「
あ
の
頃
は
全
く
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
」

「
も
っ
と
早
く
知
っ
て
い
た
ら
」と
い
う
言
葉
を
聞
き
ま

し
た
。
先
生
方
に
は
、
見
た
目
で
は
分
か
ら
な
く
て
も

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
子
ど
も
た
ち
も
い
る
こ
と
、
大
人
の
行
動

が
子
ど
も
た
ち
の
安
心
に
つ
な
が
る
こ
と
を
知
り
、
次

の
行
動
に
つ
な
げ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

先
生
や
周
り
の
大
人
が
で
き
る
こ
と

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
、
周
り
の
大
人
や
先
生
が
で

き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①
多
様
な
性
の
あ
り
方
に
つ
い
て
知
り
、
考
え
る

ま
ず
は
書
籍
や
Ｗ
Ｅ
Ｂ
を
活
用
し
、
情
報
を
得
て
、

身
近
な
テ
ー
マ
と
し
て
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

② 

様
々
な
性
の
あ
り
方
を
前
提
と
し
た
言
動
と
環
境
づ

く
り
を
す
る

日
常
や
校
内
で
、
不
要
な
男
女
分
け
や
異
性
愛
を
前

【図】セクシュアリティの４要素
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道徳ジャーナル
106号

提
と
し
た
場
面
が
な
い
か
、
見
直
し
て
み
る
こ
と
も
有

効
で
す
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
が
必
要
な
と
き
に
自
分

で
情
報
に
ア
ク

セ
ス
で
き
る
よ

う
に
、
図
書
館

や
学
級
文
庫
に

多
様
な
性
に
つ

い
て
知
る
こ
と

が
で
き
る
書
籍

を
置
く
、
と
い

っ
た
工
夫
も
で
き
ま
す
。

③ 

「
相
談
し
て
ね
」
と
伝
え
、
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
を
受

け
と
め
る

環
境
づ
く
り
と
並
行
し
て
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
つ
い
て
否

定
的
な
発
言
に
は
毅
然
と
注
意
し
た
り
、
国
際
的
に
Ｌ

Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
理
解
や
応
援
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
六

色（
赤
・
橙
・
黄
・
緑
・
青
・
紫
）の
レ
イ
ン
ボ
ー
を
身

に
つ
け
た
り
す
る
と
、「
相
談
待
っ
て
る
よ
」
と
い
う

目
印
に
な
り
ま
す
。
も
し
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
や
相
談
を

受
け
た
ら
、
ぜ
ひ
次
の
ポ
イ
ン
ト
を
意
識
し
た
対
応
を

し
て
く
だ
さ
い
。

・
聴
く：

「
話
し
て
く
れ
て
、
あ
り
が
と
う
」
と
い
っ

た
言
葉
と
共
に
、
最
後
ま
で
本
人
の
話
を
聴
く
。

・
知
る：

何
に
困
っ
て
い
て
、
ど
う
し
て
ほ
し
い
の
か

を
知
り
、
一
人
一
人
の
ち
が
い
を
尊
重
し
て
共
に
考

え
る
。

・
つ
な
げ
る
・
つ
な
が
る：

個
人
で
の
対
応
が
難
し
い

場
合
や
他
の
つ
な
が
り
を
求
め
て
い
る
場
合
、
専
門

機
関
や
当
事
者
団
体
な
ど
に
つ
な
げ
る
。
先
生
自
身

も
一
人
で
抱
え
込
ま
な
い
。

・
決
め
つ
け
な
い：

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
推
測
し
た

り
、
決
定
を
強
要
し
た
り
し
な
い
。

・
広
め
な
い：

本
人
の
同
意
な
く
、
第
三
者
に
伝
え
る

こ
と
（
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
）
の
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。

④
伝
え
る
人
に
な
る

ぜ
ひ
授
業
で
「
多
様
な
性
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て

く
だ
さ
い
。
最
近
は
、
教
科
書
に
も
多
様
な
性
に
関
す

る
記
述
が
盛
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
し
、

後
述
す
る
教
材
キ
ッ
ト
な
ど
を
活
用
し
た
授
業
も
考
え

ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
学
校
は
保
護
者
の
方
を
含
め
、
地

域
の
大
人
に
対
す
る
発
信
拠
点
に
も
な
れ
ま
す
。

Ｒ
ｅ
Ｂ
ｉ
ｔ
で
は
、
行
動
し
た
い
と
思
う
先
生
た
ち

を
応
援
す
る
た
め
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ひ

と
つ
は
、
無
償
で
の
教
材
セ
ッ
ト
「Ally Teacher’s 

Tool Kit

（
以
下
、
Ａ
Ｔ
Ｔ
Ｋ
）」
の
提
供
で
す
。
中

学
校
版
と
小
学
校
高
学
年
版
の
二
種
類
が
あ
り
、
先
生

が
学
ぶ
た
め
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
、「
相
談
し
て
ね
」
を

伝
え
る
た
め
の
六
色
の
レ
イ
ン
ボ
ー
ス
テ
ッ
カ
ー
、
授

業
で
使
え
る
指
導
案
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い

ま
す
。
Ａ
Ｔ
Ｔ
Ｋ
は
皆
さ
ま
か
ら
の
ご
寄
付
に
よ
っ
て

学
校
現
場
へ
の
無
償
提
供
を
続
け
て
い
ま
す
。
先
生
が

主
体
と
な
っ
て
学
校
を
変
え
て
い
く
と
い
う
モ
デ
ル
や

そ
の
社
会
的
意
義
が
評

価
さ
れ
、
二
〇
一
九
年

に
グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞

を
受
賞
し
ま
し
た
。
ま

た
、
二
〇
二
〇
年
夏
に
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
Ｌ
Ｇ
Ｂ

Ｔ
に
関
す
る
情
報
を
得

ら
れ
る
セ
ン
タ
ー
の
開

設
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

「
自
分
も
何
か
し
た
い
」

と
感
じ
て
く
だ
さ
っ
た

方
は
、ぜ
ひ
Ｒ
ｅ
Ｂ
ｉ
ｔ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
つ
な

が
っ
て
く
だ
さ
い
。

大
人
が
十
分
な
情
報
を
も
つ
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
子
ど
も
の
背
景
を
想
像
し
、
そ
の
子
ら
し
さ
を

尊
重
す
る
た
め
の
引
き
出
し
を
増
や
し
て
い
く
こ
と

が
、
子
ど
も
た
ち
の
毎
日
を
変
え
て
い
き
ま
す
。
私
自

身
も
、
大
人
の
一
人
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
「
あ
な

た
の
ま
ま
で
大
丈
夫
だ
よ
」
を
伝
え
ら
れ
る
人
で
い
た

い
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
大
人
の
輪
が
広
が
り
、
Ｌ
Ｇ

Ｂ
Ｔ
に
限
ら
ず
、
全
て
の
子
ど
も
た
ち
に
「
あ
な
た
の

ま
ま
で
大
丈
夫
だ
よ
」「
人
と
ち
が
う
こ
と
は
い
け
な

い
こ
と
で
は
な
い
よ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
っ

て
、
あ
り
の
ま
ま
で
大
人
に
な
れ
る
人
が
増
え
る
こ
と

を
願
っ
て
い
ま
す
。

 

（
な
か
じ
ま
　
じ
ゅ
ん
）

「ふつう」ってなんだ？
LGBTについて知る本（学研プラス）

Ally Teacher’s Tool Kit
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児
童
が
経
験
す
る
学
校
生
活
に
は
様
々
な

道
徳
的
価
値
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら

と
自
己
と
の
関
連
を
深
く
意
識
す
る
こ
と
な

く
過
ご
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
を
補

充
・
深
化
・
統
合
す
る
の
が
道
徳
科
の
授
業

で
あ
り
、
自
己
を
見
つ
め
、
振
り
返
り
、
生

き
方
を
考
え
る
こ
と
こ
そ
が
道
徳
性
を
育
成

す
る
と
考
え
て
い
る
。

本
校
で
は
総
合
単
元
的
な
道
徳
学
習
を
計

画
し
、
児
童
に
意
識
の
連
続
性
を
も
た
せ
る

工
夫
を
し
て
き
た
。「
道
徳
の
授
業
＝
教
え

る
機
会
」
で
は
な
く
「
道
徳
の
授
業
＝
つ
な

げ
る
機
会
」
と
捉
え
る
こ
と
を
重
視
し
て
き

た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、「
生
き

た
道
徳
の
授
業
」
の
展
開
が
可
能
に
な
る
と

考
え
、
研
究
を
進
め
て
い
る
。

本
校
の
取
り
組
み

道
徳
科
で
の
指
導
と
教
育
活
動
全
体
で
行

う
指
導
が
行
き
交
い
、
深
ま
り
や
広
が
り
が

も
て
る
よ
う
に
計
画
を
立
て
る
こ
と
を
心
が

け
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
校
の
道
徳
教
育
の

全
体
計
画
に
基
づ
き
、
児
童
の
実
態
に
即
し

複
数
の
授
業
を
焦
点
化
し
た
学
習
計
画
を
学

期
に
数
回
作
成
し
て
い
る
。
こ
れ
は
別
葉
を

活
用
し
や
す
く
し
た
本
校
独
自
の
も
の
で
、

「
フ
ォ
ー
カ
ス
デ
ザ
イ
ン
」
と
呼
ん
で
い
る
。

ま
た
、
授
業
に
お
い
て
は
、
教
師
が
前
も

っ
て
用
意
し
た
内
容
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
ず
、

児
童
一
人
一
人
が
主
体
的
に
考
え
る
授
業
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

ノ
ー
ト
を
活
用
し
て

六
年
前
か
ら
書
く
活
動
に
つ
い
て
の
研
究

に
取
り
組
む
中
で
、
道
徳
の
授
業
で
学
ん
だ

こ
と
を
即
実
践
に
つ
な
げ
る
べ
き
だ
と
い
う

「
理
解
↓
実
践
」
と
い
う
自
分
の
イ
メ
ー
ジ

が
、「
理
解
↓
実
感
↓
実
践
」
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

児
童
に
と
っ
て
、
道
徳
の
授
業
で
学
習
し

た
こ
と
を
「
理
解
」
す
る
の
は
難
し
い
こ
と

で
は
な
い
が
、「
実
践
」
に
移
す
の
は
難
し

い
。「
あ
ん
な
に
い
い
意
見
を
言
っ
て
い
た

の
に
、
ど
う
し
て
こ
こ
で
一
歩
踏
み
出
せ
な

い
の
か
」
と
研
究
を
始
め
た
ば
か
り
の
こ
ろ

は
歯
が
ゆ
さ
を
感
じ
て
い
た
。

し
か
し
、
児
童
の
ノ
ー
ト
で
「
実
感
」
す

る
場
の
重
要
性
に
気
付
か
さ
れ
た
。
授
業
後

に
、
登
場
人
物
が
感
じ
て
い
た
気
持
ち
は
こ

れ
か
と
身
に
し
み
て
感
じ
て
い
る
児
童
が
い
た
。

ノ
ー
ト
に
書
い
た
「
実
感
」
を
機
会
あ
る
ご

と
に
読
み
直
し
、
徐
々
に
「
実
践
」
に
移
し

て
み
よ
う
と
す
る
気
持
ち
を
高
め
て
い
く
児

童
の
姿
も
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
私
は
「
理
解
↓
実
践
」
に
こ
だ

わ
り
す
ぎ
て
い
た
。「
理
解
の
場
」
と
「
実

践
の
場
」
の
間
に
「
実
感
の
場
」
が
あ
る
の

だ
と
考
え
れ
ば
、
児
童
の
成
長
の
ペ
ー
ス
を

無
視
し
て
焦
る
こ
と
も
な
く
、
よ
い
距
離
感

で
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
な
っ
て
初

め
て
、
継
続
的
か
つ
他
分
野
へ
の
広
が
り
を

も
っ
た
道
徳
教
育
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。

ノ
ー
ト
を
活
用
す
る
こ
と
は
、
児
童
に
と

っ
て
日
常
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
意
識
的
に

過
ご
し
、「
実
感
の
場
」
を
生
み
出
す
き
っ

か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

今
後
も
身
の
回
り
の
生
活
体
験
を
通
し
て

実
践
に
つ
な
げ
る
「
理
解
↓
実
感
↓
実
践
」

の
流
れ
を
重
視
し
て
い
き
た
い
。

こ
れ
は
、
児
童
の
実
態
に
即
し
た
学
習
計

画
「
フ
ォ
ー
カ
ス
デ
ザ
イ
ン
」
を
大
切
に
す

る
こ
と
と
つ
な
が
り
、
即
ち
「
生
き
た
授

業
」
を
展
開
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

今
年
度
も
、
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
か
ら

の
学
び
を
大
切
に
、
児
童
と
教
師
で
共
に
考

え
、
共
に
つ
く
る
道
徳
授
業
を
研
究
し
て
い

き
た
い
。

 

（
と
よ
た
　
れ
い
か
）

九
年
間
の
研
究
か
ら
考
え
た
こ
と
、

十
年
目
の
研
究
に
生
か
し
た
い
こ
と

〜
ノ
ー
ト
を
活
用
し
て
〜

和
歌
山
市
立
岡
崎
小
学
校

道
徳
教
育
研
究
主
任

豊
田

　麗
香
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道徳ジャーナル
106号

は
じ
め
に

　
本
校
で
は
、
道
徳
授
業
の
重
点
と
し
て
①

課
題
の
可
視
化
・
共
有
②
対
話
の
あ
る
学
び

合
い
③
自
覚
を
深
め
る
書
く
活
動
の
三
つ
に

取
り
組
ん
で
き
た
。

授
業
の
概
要

〇
主
題
名
　
み
ん
な
が
気
持
ち
よ
く

〇
内
容
項
目
　
Ｃ
　
規
則
の
尊
重

〇
教
材
名
　
雨
の
バ
ス
停
留
所
で

（『
新
・
み
ん
な
の
道
徳
　
４
』
学
研
）

①
課
題
の
可
視
化
・
共
有

課
題
を
児
童
と
共
有
し
て
授
業
に
臨
む
こ

と
は
、
そ
の
授
業
で
何
を
み
ん
な
で
考
え
る

の
か
を
意
識
す
る
た
め
に
と
て
も
重
要
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
事
前
に
と
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト

の
結
果
を
児
童
に
見
せ
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な

が
き
ま
り
に
つ
い
て
ど
う
感
じ
て
い
る
の
か

を
確
認
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
か
ら
き

ま
り
は
大
事
な
も
の
だ
と
分
か
っ
て
い
る

が
、
な
か
な
か
守
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い

と
い
う
矛
盾
点
に
目
を
向
け
さ
せ
、〈
ど
う

し
て
き
ま
り
は
あ
る
の
だ
ろ
う
。〉
と
い
う

問
題
解
決
的
な
課
題
に
つ
な
げ
た
。

②
対
話
の
あ
る
学
び
合
い

　
多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
登
場
人
物
で
あ
る
よ
し
子
と
よ

し
子
の
お
母
さ
ん
の
気
持
ち
を
そ
れ
ぞ
れ
考

え
た
。
よ
し
子
に
は
よ
し
子
の
思
い
が
あ
っ

た
こ
と
を
全
体
で
話
し
合
っ
た
上
で
、
中
心

発
問
で
あ
る
《
バ
ス
の
中
で
怖
い
顔
を
し
て

立
っ
て
い
た
お
母
さ
ん
は
よ
し
子
に
何
を
考

え
て
ほ
し
か
っ
た
の
か
な
。》
を
児
童
に
問

い
か
け
た
。

個
人
で
考
え
る
時
間
を
と
り
、
そ
の
後
、

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
時
間
を
も
っ
た
。
グ

ル
ー
プ
用
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
は
、
よ
し
子
、

お
母
さ
ん
、
そ
し
て
他
の
お
客
さ
ん
の
挿
絵

を
載
せ
た
も
の
に
し
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
で

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。

そ
の
後
の
全
体
で
の
話
し
合
い
で
は
、

「
み
ん
な
は
順
番
に
並
ん
で
い
る
の
だ
か
ら

順
番
に
並
ん
で
ほ
し
い
。」「
き
ま
り
を
守
っ

て
ほ
し
い
。」
と
い
う
発
言
が
多
く
出
た
の

で
、
さ
ら
に
ね
ら
い
に
迫
る
た
め
に
、
揺
さ

ぶ
り
の
発
問
と
し
て
「
バ
ス
は
順
番
に
並
ん

で
待
つ
と
い
う
き
ま
り
は
ど
こ
に
も
書
い
て

い
な
い
け
ど
。」
と
問
い
か
け
た
。

す
る
と
多
く
の
児
童
か
ら
、「
書
い
て
な

い
け
ど
、
並
ん
で
待
つ
の
は
当
た
り
前
。」

「
み
ん
な
が
生
活
す
る
た
め
に
、
目
に
見
え

な
い
き
ま
り
が
あ
る
。」「
い
ろ
い
ろ
な
人
に

迷
惑
を
か
け
な
い
た
め
に
き
ま
り
が
あ
る
。」

「
み
ん
な
が
気
持
ち
よ
く
生
活
す
る
た
め
に

き
ま
り
が
必
要
。」
な
ど
と
い
っ
た
発
言
が

あ
っ
た
。〈
ど
う
し
て
き
ま
り
は
あ
る
の
だ

ろ
う
。〉
と
い
う
課
題
に
即
し
て
、
中
心
発

問
や
揺
さ
ぶ
り
の
発
問
を
通
し
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
た
。

③
自
覚
を
深
め
る
書
く
活
動

　
道
徳
の
授
業
で
は
、
自
分
の
今
ま
で
の
生

活
な
ど
を
考
え
る
た
め
に
振
り
返
り
の
時
間

を
多
く
確
保
し
て
い
る
。「
今
ま
で
き
ま
り

は
な
ん
と
な
く 

守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も

の
だ
と
思
っ
て
守
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
み
ん

な
が
気
持
ち
よ
く
生
活
し
て
い
く
た
め
に
き

ま
り
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
の

で
、
こ
れ
か
ら
は
し
っ
か
り
と
守
っ
て
い
き

た
い
。」
な
ど
と
記
入
し
て
い
た
。

お
わ
り
に

道
徳
の
授
業
で
は
、
教
材
を
通
し
て
自
分

た
ち
の
今
ま
で
の
行
動
を
振
り
返
っ
た
り
考

え
た
り
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の

た
め
に
、
土
台
と
し
て
な
ん
で
も
話
し
合
え

る
学
級
づ
く
り
が
大
切
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら

も
、
自
分
の
気
持
ち
が
伝
え
ら
れ
る
学
級
を

目
指
し
て
実
践
を
積
み
重
ね
て
い
き
た
い
。

 

（
お
か
も
と
　
ま
な
）

自
分
の
気
持
ち
が
伝
え
ら
れ
る

道
徳
授
業
を
目
指
し
て

石
川
県
中
能
登
町
立
鹿
島

小
学
校

　教
諭

　

岡
本

　茉
奈
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本
校
は
、
高
知
市
の
北
東
に
位
置
し
、
特

別
支
援
学
級
四
ク
ラ
ス
を
含
む
、
二
十
ク
ラ

ス
五
百
四
十
五
名
の
、
高
知
県
で
二
番
目
に

大
き
な
学
校
で
あ
る
。

　
平
成
二
十
八
・
二
十
九
年
度
に
「
高
知
県

道
徳
科
研
究
指
定
校
事
業
」
の
指
定
を
受
け

て
道
徳
科
研
究
を
始
め
、
平
成
三
十
年
度
か

ら
三
年
間
、
道
徳
教
育
実
践
充
実
プ
ラ
ン

「
道
徳
教
育
拠
点
校
事
業
」
の
指
定
を
受
け

て
研
究
を
続
け
て
い
る
。

七
つ
の
取
り
組
み

本
校
で
は
、
生
徒
の
考
え
る
意
欲
を
生
か

し
た
、
主
体
的
に
考
え
、
学
ぶ
「
道
徳
科
」

の
授
業
を
実
践
す
る
た
め
に
、
以
下
の
七
つ

の
取
り
組
み
を
実
践
し
て
い
る
。

①

　22
の
鍵

　
ま
ず
は
生
徒
が
道
徳
科
の
時
間
に
ど
の
よ

う
な
こ
と
を
学
ぶ
の
か
を
分
か
り
や
す
く
す

る
た
め
に
、
文
部
科
学
省
『
心
の
ノ
ー
ト
　

中
学
校
』
の
「
い
ま
こ
こ
に
24
の
鍵
が
あ

る
」
を
参
考
に
「
一
宮
家
の
22
の
鍵
」
を
作

成
し
た
。
毎
年
道
徳
科
の
授
業
開
き
の
際
に

説
明
し
、
教
室
に
掲
示
も
し
て
い
る
。

②

　ワ
ー
ク
シ
ー
ト

　
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
は
、
中
心
発
問
に
関
す

る
考
え
と
、
授
業
で
学
ん
だ
こ
と
や
考
え
た

こ
と
を
書
か
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
中
心

発
問
に
つ
い
て
は
自
分
の
考
え
以
外
に
友
達

の
考
え
も
記
入
で
き
る
工
夫
や
、
友
達
の
意

見
や
教
師
の
言
葉
な
ど
印
象
に
残
っ
た
こ
と

を
メ
モ
で
き
る
工
夫
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
京
都
産
業
大
学
の
柴
原
弘
志
教
授

の
講
演
を
参
考
に
、「『
自
分
の
生
活
や
体
験

か
ら
考
え
た
こ
と
や
振
り
返
り
』『
他
の
人

の
意
見
を
聴
い
て
考
え
た
こ
と
や
振
り
返

り
』『
こ
れ
か
ら
の
自
分
の
生
き
方
に
触
れ

た
考
え
や
振
り
返
り
』
な
ど
を
考
え
な
が
ら

書
い
て
み
よ
う
」
と
い
う
投
げ
か
け
を
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
に
入
れ
て
い
る
。

③

　ア
ン
ケ
ー
ト

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
裏
面
を
ア
ン
ケ
ー
ト
と

し
て
活
用
し
、「
教
材
に
興
味
を
も
て
た
か
」

「
自
分
の
考
え
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
」

「
友
達
の
考
え
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
か
」

「
授
業
の
内
容
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
こ
と

が
で
き
た
か
」
や
「『
22
の
鍵
』
の
ど
の
鍵

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
」
に
つ

い
て
の
回
答
欄
を
設
け
て
い
る
。

ま
た
「
22
の
鍵
」
に
つ
い
て
は
毎
時
間
の

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
だ
け
で
な
く
、
毎
学
期
末
に

も
「
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
鍵
は
ど
れ

か
」
と
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、「
道
徳
科
の
授
業
で
印
象
に
残

っ
て
い
る
教
材
に
つ
い
て
」
や
、「
道
徳
科

の
授
業
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
学
ん

だ
か
」
の
記
入
欄
を
設
け
て
い
る
。

④

　一
宮
ス
タ
イ
ル
・
司
会
カ
ー
ド

教
師
向
け
に
「
考
え
る
」「
つ
な
ぐ
」「
深

め
る
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た
「
道
徳
科
時

間
の
一
宮
ス
タ
イ
ル
（
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
）」

版
を
作
成
し
た
。
こ
れ
は
、
畿
央
大
学
の
島

恒
生
教
授
や
、
大
阪
府
貝
塚
市
立
東
小
学
校

の
川
﨑
雅
也
校
長
の
お
話
を
も
と
に
し
て
い

る
。
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
の
時
に
活
用

で
き
る
「
司
会
カ
ー
ド
」
も
作
成
し
た
。

⑤

　授
業
の
「
流
れ
」

　
授
業
を
行
う
上
で
発
問
か
ら
発
問
へ
の

「
つ
な
ぎ
」
が
難
し
い
、
と
い
う
声
が
あ
る

の
で
、
参
考
と
し
て
授
業
の
「
流
れ
」
も
作

成
し
て
い
る
。

⑥

　ペ
ア
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
道
徳

　
二
、
三
人
の
教
師
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
一

つ
の
教
材
を
研
究
し
、
一
人
最
低
一
回
以
上

授
業
す
る
形
で
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
道
徳
を
実

施
し
て
い
る
。

高
知
県
高
知
市
立
一
宮
中
学
校

教
諭井

上
美
智
子

道
徳
科
で
求
め
ら
れ
る
授
業
実
践
に
関
し
て
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道徳ジャーナル
106号

⑦

　教
員
用
道
徳
ノ
ー
ト

　
生
徒
の
様
子
を
記
入
し
て
評
価
に
生
か
せ

る
教
員
用
ノ
ー
ト
を
作
成
し
た
。
裏
面
に
は

教
室
の
座
席
表
を
印
刷
し
、
机
間
巡
視
し
な

が
ら
、
生
徒
の
意
見
や
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記

入
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
メ
モ
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

実
際
の
授
業
で
の
悩
み

わ
が
校
の
職
員
室
で
は
、
毎
週
道
徳
科
の

授
業
後
、
そ
の
時
間
に
関
す
る
会
話
が
飛
び

交
い
、
笑
顔
が
絶
え
な
い
が
、
前
述
の
七
つ

の
取
り
組
み
を
実
践
す
る
な
か
で
、
次
の
よ

う
な
課
題
が
あ
げ
ら
れ
た
。

・
時
間
が
足
り
な
い
。

・ 

中
心
発
問
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

・
日
常
生
活
と
結
び
つ
け
る
の
が
難
し
い
。

・
価
値
の
押
し
つ
け
に
な
っ
て
い
な
い
か
。

・ 

生
徒
同
士
を
つ
な
げ
る
こ
と
が
難
し
い
。

（
教
師
と
生
徒
一
対
一
に
な
っ
て
し
ま
う
）

・ 

授
業
者
が
「
ね
ら
い
」
を
は
っ
き
り
さ
せ

て
お
か
な
い
と
道
徳
的
価
値
に
迫
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

・「
構
造
的
な
板
書
」
が
難
し
い
。

今
後
の
展
望

「
誰
も
が
」「
ど
の
ク
ラ
ス
で
も
」「
ど
の

教
材
で
も
」
で
き
る
よ
う
「
道
徳
科
の
一
宮

ス
タ
イ
ル
」
を
し
っ
か
り
浸
透
さ
せ
た
い
。

そ
し
て
生
徒
の
考
え
る
意
欲
を
生
か
し
た

主
体
的
に
考
え
、
学
ぶ
「
道
徳
科
」
の
授
業

づ
く
り
に
つ
い
て
、
今
後
も
学
校
全
体
で
研

究
を
続
け
て
い
き
た
い
。

 

（
い
の
う
え
　
み
ち
こ
）

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会カード 一宮家編 
１．「これから話し合いをはじめます。 

まず（次に）○○さん、自分の考えを発表してください。」 
話し手が話し終わったら、すぐに次の人の発表に移らず、話し合いを深めたり 

広げたりするために、次のようなことばを投げかけてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「他に意見や質問があればお願いします。」 

３．さいごに司会者が自分の考えを話します。「私はこのように考えましたが、みんなはどう思いますか？」 

話し手に 「もう少しくわしく教えてください。」 

「〇〇ということですか？」 

       「どうして、そう思ったのですか？」 など 

聞き手に 「さっき〇〇さんの意見を聞いて、どう思いますか。」 

       「〇〇さんの意見と似た考えの人はいますか？（自分の言葉で言ってください。）」 

       「〇〇さんの意見とは違う人はいますか？（それはどんな点ですか？）」 など 

「話し合いのルール」 

★相手にきこえる声ではっきりと！ 

★話し合い時間は 3～5 分。 

★司会は毎時間交代。 

★司会は、話し手・聞き手の 

聞く・つなぐに徹する。 

★グループ全員が話す。 

「道徳科」時間の「一宮スタイル」（スタンダード） 
導入 ３分以内。目標（何について考えるのか…）を出すときがあってもよい。 

 

展開 １ 範読 ８分～１５分 

教材が長い時などは朝読書で読ませておく。 

読み終わったら教材はできるだけ閉じさせる（答えを探さないように…）。 

 

   ２ 教材の内容の確認（簡単に…「どんな話だった？」） 

        

 

 

 

 

 

   ３ 中心発問に関わる発問を１～２つ（短めに） 

 

   ４ 中心発問（２０分～２５分で行けるように…） 

       発表は個人か班か生徒に選ばせてもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 ”ねらい”に迫る内容が出てきたらＯＫ。 

生徒の意見を「こういう意味だよね」と教師が説明しない。 

        教材から離れず、”ねらい”に迫る内容が出てこなければ、“ねらい”に迫る発問を足す。 

 

まとめ ５ 振り返り ７～８分（できれば１０分）。 

じっくりと書かせる。 

        「今日は２２の鍵のうち、どの鍵のことについて考えることができましたか？」 

    

    ６ 終わり方（教材から離れられるように…） 

        時間があれば…感じたこと、考えたことの発表。 

「今日は○○でよりよく生きる…ということについて考えましたね。」 

        教師の説話など（価値の押し付けにならないように…） 

おさえること 

  主人公（必要であれば他の登場人物） 

  出来事 

  どこで主人公の心が動いたか（ない場合も…） 
  

「深める」ためのキーワード 

   「それ、どういうこと？」 

「もう少し説明してくれる？」 

   「どうしてそう思うの？」 

   「～についてどう思う？」 

   「それってできる？」 

   「なぜできない？」 

   「もう少し具体的に言える？」 

「ちょっと隣の人と話してみて。」 

 

 

  

２０１９年度用  
畿央大学島恒生教授や貝塚市立東小学校川﨑雅也校長先生のお

話などをもとに作ってみました。またこれを基本にして、よりよい

ものに変えていきたいと思います。 

「つなぐ」ためのキーワード 

  「さっきの○○さんの意見、どう思う？」 

 「○○さんが言いたいこと、分かる？」 

 「だれかもう一回説明してくれる？」 

 「○○さんの意見をもう少しわかりやすく言える人？」 

   「○○さんの意見と似た考えの人？（自分の言葉で言ってみて）」 

 「○○さんの意見とは違う人？（どんな点で？）」 

   

  

～おおまかな流れ～ 

パクっとつかんで 

   ググッと迫って(深めて) 

      グッと自覚する 

      -川﨑先生よりー 

    

    

「生徒がワクワクする」キーワード 

  「なるほどー！」「よく考えたね！」「いい意見だね！」 

  「そうだねー！」「さすが！」「○○さん、すごいと思わん？」 

  「それは先生も気づかなかった！」「いいねえ！」 

  「いいこと言うねえ！」 

 

ワークシート裏面アンケート 教室にも掲示している「一宮家の22の鍵」

教科書

「道徳科」時間の「一宮スタイル」（スタンダード） 
導入 ３分以内。目標（何について考えるのか…）を出すときがあってもよい。 

 

展開 １ 範読 ８分～１５分 

教材が長い時などは朝読書で読ませておく。 

読み終わったら教材はできるだけ閉じさせる（答えを探さないように…）。 

 

   ２ 教材の内容の確認（簡単に…「どんな話だった？」） 

        

 

 

 

 

 

   ３ 中心発問に関わる発問を１～２つ（短めに） 

 

   ４ 中心発問（２０分～２５分で行けるように…） 

       発表は個人か班か生徒に選ばせてもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 ”ねらい”に迫る内容が出てきたらＯＫ。 

生徒の意見を「こういう意味だよね」と教師が説明しない。 

        教材から離れず、”ねらい”に迫る内容が出てこなければ、“ねらい”に迫る発問を足す。 

 

まとめ ５ 振り返り ７～８分（できれば１０分）。 

じっくりと書かせる。 

        「今日は２２の鍵のうち、どの鍵のことについて考えることができましたか？」 

    

    ６ 終わり方（教材から離れられるように…） 

        時間があれば…感じたこと、考えたことの発表。 

「今日は○○でよりよく生きる…ということについて考えましたね。」 

        教師の説話など（価値の押し付けにならないように…） 

おさえること 

  主人公（必要であれば他の登場人物） 

  出来事 

  どこで主人公の心が動いたか（ない場合も…） 
  

「深める」ためのキーワード 

   「それ、どういうこと？」 

「もう少し説明してくれる？」 

   「どうしてそう思うの？」 

   「～についてどう思う？」 

   「それってできる？」 

   「なぜできない？」 

   「もう少し具体的に言える？」 

「ちょっと隣の人と話してみて。」 

 

 

  

２０１９年度用  
畿央大学島恒生教授や貝塚市立東小学校川﨑雅也校長先生のお

話などをもとに作ってみました。またこれを基本にして、よりよい

ものに変えていきたいと思います。 

「つなぐ」ためのキーワード 

  「さっきの○○さんの意見、どう思う？」 

 「○○さんが言いたいこと、分かる？」 

 「だれかもう一回説明してくれる？」 

 「○○さんの意見をもう少しわかりやすく言える人？」 

   「○○さんの意見と似た考えの人？（自分の言葉で言ってみて）」 

 「○○さんの意見とは違う人？（どんな点で？）」 

   

  

～おおまかな流れ～ 

パクっとつかんで 

   ググッと迫って(深めて) 

      グッと自覚する 

      -川﨑先生よりー 

    

    

「生徒がワクワクする」キーワード 

  「なるほどー！」「よく考えたね！」「いい意見だね！」 

  「そうだねー！」「さすが！」「○○さん、すごいと思わん？」 

  「それは先生も気づかなかった！」「いいねえ！」 

  「いいこと言うねえ！」 
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令
和
元
年
度
、
金
沢
市
の
「
主
体
的
・
対

話
的
で
深
い
学
び
実
践
事
業
」
の
道
徳
部
会

の
研
究
に
参
加
し
た
。
そ
の
研
究
内
容
と
実

施
し
た
授
業
を
紹
介
す
る
。

研
究
テ
ー
マ
設
定
の
理
由

主
体
的
な
判
断
に
基
づ
い
て
道
徳
実
践
を

行
い
、
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
が
道
徳
科
の
目
標
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
多
様
な
価
値
観
の
存
在
を
前
提

に
し
て
、
他
者
と
対
話
し
協
働
し
な
が
ら
、

物
事
を
広
い
視
野
か
ら
多
面
的
・
多
角
的
に

考
察
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
様

様
な
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
、
自
分
と
の
関

わ
り
も
含
め
て
理
解
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て

内
省
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
生
徒
自
ら
が
問
題

意
識
を
も
ち
、
物
事
を
多
面
的
・
多
角
的
に

考
え
、
自
己
の
よ
り
よ
い
生
き
方
に
つ
い
て

考
え
を
深
め
る
授
業
づ
く
り
を
テ
ー
マ
と
し

て
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

研
究
の
重
点

重
点
１
　 

問
題
意
識
を
持
て
る
導
入
の
工
夫

導
入
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
ね
ら
い
と
す

る
道
徳
的
価
値
へ
の
方
向
付
け
を
し
、
現
在

の
自
分
を
見
つ
め
、
問
題
意
識
を
も
っ
て
主

体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
た
め
、
自
分
自
身
を
振
り
返
る
た
め
の

事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
や
全
体
で
共
有
す
る
具
体

例
の
取
り
上
げ
方
、
教
材
と
の
出
合
い
方
な

ど
を
工
夫
し
、
生
徒
が
問
題
意
識
を
も
っ
て

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

重
点
２
　
多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
る
た
め

の
工
夫

多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
る
と
は
、「
自

分
自
身
に
関
す
る
こ
と
」、「
人
と
の
関
わ
り

に
関
す
る
こ
と
」、「
集
団
や
社
会
と
の
関
わ

り
に
関
す
る
こ
と
」、「
生
命
や
自
然
、
崇
高

な
も
の
と
の
関
わ
り
に
関
す
る
こ
と
」
の
四

つ
の
視
点
を
踏
ま
え
て
学
習
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
本
研
究
で

は
、
生
徒
の
多
様
な
価
値
観
の
存
在
を
前
提

と
し
て
ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
等
、
様
々
な
形
態

で
の
話
し
合
い
の
場
を
取
り
入
れ
る
。
ま
た
、

多
様
な
意
見
が
出
や
す
い
よ
う
に
、
発
言
に

対
す
る
問
い
返
し
や
発
問
を
工
夫
す
る
。

重
点
３
　
自
己
を
見
つ
め
、
よ
り
よ
い
生
き

方
を
考
え
る
た
め
の
工
夫

　
自
己
を
見
つ
め
、
よ
り
よ
い
生
き
方
に
つ

い
て
考
え
を
深
め
る
た
め
に
は
、
学
習
し
た

内
容
を
基
に
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
を
振
り
返

り
、
自
己
の
変
容
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
が
大

切
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
時
の
学
習
の

ね
ら
い
を
明
確
に
す
る
。
ま
た
、
振
り
返
り

の
場
面
で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
等
で
学
習
前
に

考
え
て
い
た
こ
と
と
本
時
で
学
ん
だ
大
切
な

こ
と
を
比
較
さ
せ
、
自
己
の
変
容
を
自
覚
で

き
る
よ
う
に
す
る
。
そ
し
て
、
道
徳
ノ
ー
ト

へ
の
記
入
に
よ
り
、
自
己
内
対
話
を
促
し
、

自
己
を
見
つ
め
、
よ
り
よ
い
生
き
方
に
つ
い

て
の
思
い
や
願
い
を
も
た
せ
る
。

実
際
の
授
業

〇
主
題
名
　
誠
実
な
生
き
方

多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
、

自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
授
業
づ
く
り

石
川
県
金
沢
市
立
北
鳴
中
学
校

教
諭北

村

　美
菜
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道徳ジャーナル
106号

〇
内
容
項
目
　
自
主
、
自
律
、
自
由
と
責
任

〇
教
材
名
　「
裏
庭
で
の
出
来
事
」（『
中
学

生
の
道
徳
　
明
日
へ
の
扉
　
１
年
』
学
研
）

〇
ね
ら
い
　
責
任
あ
る
行
動
と
は
自
ら
考

え
、
判
断
し
、
実
行
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と

に
気
付
き
、
判
断
す
る
力
を
育
て
る
。

〇
教
材
に
つ
い
て

本
教
材
は
、
裏
庭
で
ボ
ー
ル
遊
び
を
し
て

い
た
三
人
の
生
徒
の
言
動
を
通
し
て
、
ね
ら

い
に
迫
る
も
の
で
あ
る
。

遊
ん
で
い
た
と
き
、
猫
に
ね
ら
わ
れ
て
い

た
鳥
の
ひ
な
を
助
け
よ
う
と
し
て
、
ボ
ー
ル

を
投
げ
て
ガ
ラ
ス
を
割
っ
て
し
ま
う
。
一
人

が
先
生
を
呼
び
に
行
っ
て
い
る
間
に
、
残
り

の
二
人
が
ま
た
ガ
ラ
ス
を
割
る
。
二
人
が
先

生
に
正
直
に
伝
え
な
か
っ
た
た
め
、
三
人
の

関
係
が
こ
じ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
内
容
で
あ

る
。仲

間
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
周
囲
に
引
っ

張
ら
れ
ず
、
自
ら
を
律
し
、
責
任
あ
る
行
動

を
と
ろ
う
と
す
る
主
人
公
の
気
持
ち
の
変
化

に
着
目
し
て
指
導
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

【
導
入
】

「
い
け
な
い
と
わ
か
っ
て
い
る
の
に
、
つ

い
間
違
っ
た
行
動
を
し
た
経
験
は
あ
る
か
。」

こ
の
発
問
に
対
し
て
生
徒
か
ら
の
具
体
例

が
あ
ま
り
出
な
か
っ
た
た
め
、
教
師
が
中
学

生
だ
っ
た
頃
の
経
験
を
話
し
た
。
生
徒
は
真

剣
に
耳
を
傾
け
、「
そ
の
と
き
、
ど
う
思
っ

た
か
。」「
結
局
ど
う
な
っ
た
の
か
。」
な
ど

の
質
問
が
出
さ
れ
、
本
時
の
問
題
を
身
近
に

感
じ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
た
。

【
展
開
】

「
な
ぜ
健
二
（
主
人
公
）
は
、
大
輔
（
罪

を
隠
し
通
そ
う
と
し
て
い
る
友
達
）
や
先
生

に
怒
ら
れ
る
の
に
ガ
ラ
ス
を
割
っ
た
こ
と
を

言
い
に
行
こ
う
と
し
た
の
か
。」

こ
の
発
問
に
対
し
て
、「
ず
っ
と
モ
ヤ
モ

ヤ
し
た
気
持
ち
が
続
く
の
が
嫌
だ
か
ら
。」

と
い
う
意
見
が
出
た
た
め
、
モ
ヤ
モ
ヤ
し
た

気
持
ち
と
は
ど
ん
な
も
の
か
を
考
え
さ
せ
た
。

す
る
と
、「
自
分
も
悪
い
こ
と
を
し
た
の

に
、
正
直
に
言
い
に
行
か
ず
、
隠
し
通
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
感
じ
る
気
持
ち
。」

「
後
で
バ
レ
た
ら
、
言
い
に
行
く
よ
り
も
強

く
先
生
に
怒
ら
れ
る
の
が
恐
い
と
い
う
気
持

ち
。」「
雄
一
（
正
直
に
言
い
に
行
っ
た
友

達
）
だ
け
が
悪
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

雄
一
に
『
汚
い
』
と
言
わ
れ
た
ま
ま
で
過
ご

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
つ
ら
い
気
持

ち
。」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。

「
モ
ヤ
モ
ヤ
を
晴
ら
す
た
め
に
ど
う
す
れ

ば
い
い
か
。」
と
尋
ね
た
ら
、「
正
直
に
言
い

に
行
く
。」
と
答
え
た
た
め
、「
正
直
に
言
い

に
行
く
と
な
ぜ
モ
ヤ
モ
ヤ
が
晴
れ
る
の
か
。」

と
尋
ね
た
。
す
る
と
、「
自
分
の
気
持
ち
が

す
っ
き
り
す
る
。」「
後
悔
し
な
い
。」「
反
省

で
き
る
。」「
更
生
で
き
る
。」「
雄
一
と
の
友

達
関
係
が
取
り
戻
せ
る
。」「
自
分
が
正
し
い

こ
と
を
し
て
い
る
か
ら
、
大
輔
に
対
す
る
気

ま
ず
さ
も
減
る
。」
と
い
う
意
見
が
出
た
。

　
生
徒
は
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
の
立
場
に

立
っ
て
、
ま
た
自
分
自
身
の
立
場
に
立
っ

て
、
多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
る
こ
と
が
で

き
た
。

【
終
末
】

「
自
分
の
態
度
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
面
に
直
面
し
た
と
き
、
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
何
か
。」

・ 

何
が
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
白
黒
は
っ

き
り
さ
せ
、
自
分
の
意
見
を
も
つ
こ
と
。

・ 

他
人
の
意
見
を
聞
く
こ
と
よ
り
、
自
分
で

一
番
正
し
い
判
断
を
し
行
動
す
る
こ
と
。

・ 

本
当
に
自
分
の
た
め
に
な
る
の
か
を
し
っ

か
り
考
え
、
必
要
な
ら
反
省
す
る
こ
と
。

・ 
今
後
ど
う
な
る
か
を
予
想
し
て
、
ど
う
行

動
す
れ
ば
い
い
の
か
を
考
え
る
こ
と
。

・ 

後
悔
し
な
い
か
、
自
分
の
た
め
に
も
人
の

た
め
に
も
な
る
か
を
考
え
る
こ
と
。

・ 

自
分
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
言
動
に

よ
っ
て
周
り
の
人
に
ふ
り
か
か
る
影
響
な

ど
を
考
え
る
こ
と
。

・ 

物
事
を
い
ろ
い
ろ
な
方
向
か
ら
見
て
考
え

る
こ
と
。

本
時
の
問
題
を
自
分
事
と
し
て
捉
え
、
今

後
ど
う
行
動
し
た
い
か
を
各
自
で
考
え
る
こ

と
が
で
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
た
。

お
わ
り
に

本
時
で
は
三
つ
の
重
点
を
意
識
し
て
授
業

展
開
を
行
っ
た
。
重
点
１
に
つ
い
て
は
、
実

際
に
起
こ
っ
た
事
柄
を
挙
げ
る
こ
と
で
、
ね

ら
い
と
す
る
道
徳
的
価
値
へ
の
方
向
付
け
を

し
、
問
題
意
識
を
も
っ
て
主
体
的
に
学
習
に

取
り
組
も
う
と
す
る
姿
に
つ
な
が
っ
た
。
重

点
２
に
つ
い
て
は
、
特
に
葛
藤
が
あ
る
場
面

で
意
見
交
換
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
自
分
の
意

見
と
他
者
の
意
見
を
比
較
す
る
様
子
が
見
ら

れ
た
。
重
点
３
に
つ
い
て
は
、
終
末
で
振
り

返
り
の
時
間
を
取
る
こ
と
で
、
自
分
事
と
し

て
改
め
て
考
え
、
自
己
の
変
容
や
、
新
た
な

価
値
へ
の
気
付
き
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き

た
。今

後
も
よ
り
主
体
的
・
対
話
的
に
深
く
学

ぶ
た
め
に
ど
ん
な
授
業
展
開
が
有
効
で
あ
る

か
考
え
て
い
き
た
い
。

 

（
き
た
む
ら
　
み
な
）
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見
え
な
い
も
の
を
み
る（
み
と
る
）力

学
校
現
場
で
は
「
特
別
の
教
科
　
道
徳
」

が
本
格
実
施
さ
れ
、
様
々
な
実
践
が
積
み
重

ね
ら
れ
て
い
る
。
生
徒
た
ち
の
よ
さ
や
成
長

の
様
子
を
的
確
に
捉
え
、
授
業
を
活
性
化
さ

せ
る
た
め
に
は
、
授
業
者
の
「
見
え
な
い
も

の
を
み
る
（
み
と
る
）
力
」
の
質
的
向
上
が

欠
か
せ
な
い
。

生
徒
の
よ
さ
や
成
長
の
様
子
は
、
簡
単
に

見
え
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
日
々
授

業
を
行
い
、
毎
日
生
徒
の
よ
さ
や
成
長
を

「
み
よ
う
（
み
と
ろ
う
）」
と
奮
闘
し
て
い
る

教
師
で
あ
れ
ば
、
理
屈
や
理
論
で
は
な
く
、

実
感
と
し
て
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
関
す
る
考

察
を
行
う
際
、「
目
に
見
え
な
い
生
徒
一
人

一
人
の
学
び
の
質
や
そ
の
変
容
を
、
授
業
者

が
い
か
に
捉
え
る
か
」
が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
。
そ
れ
は
道
徳
科
の
授
業
で
も
同
じ

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
は
思
考
を
深
め
れ

ば
深
め
る
ほ
ど
黙
る
生
き
物
だ
か
ら
で
あ

る
。
考
え
や
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
で
、
悩

み
、
沈
黙
し
、
自
分
の
思
考
を
巡
る
旅
を
す

る
。
こ
の
自
己
内
対
話
か
ら
、
学
び
の
楽
し

さ
や
発
見
す
る
喜
び
、
共
感
す
る
気
持
ち
よ

さ
が
生
ま
れ
る
。
授
業
者
に
と
っ
て
、
こ
の

部
分
を
ど
れ
だ
け
「
み
と
れ
る
か
」「
の
ぞ

け
る
か
」
が
勝
負
と
な
る
。

一
人
で
な
い
か
ら
こ
そ
生
み
出
せ
る
時
間

「
多
面
的
・
多
角
的
な
見
方
」
は
、
人
に

教
え
て
も
ら
う
も
の
で
は
な
い
。
授
業
で
触

れ
る
多
様
な
意
見
は
、
自
身
の
思
考
を
深
め

る
触
媒
に
す
ぎ
な
い
。
自
分
自
身
の
思
考
を

巡
る
旅
で
あ
る
自
己
内
対
話
に
こ
そ
、
学
び

の
面
白
さ
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。

一
人
の
生
徒
が
意
見
を
述
べ
る
際
、
聞
き

手
は
発
言
者
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
言
葉

の
奥
に
あ
る
も
の
を
想
像
し
、
感
じ
と
ろ
う

と
全
身
で
受
け
止
め
る
。
そ
の
際
、
相
手
の

目
を
見
て
う
な
ず
き
、
耳
を
傾
け
る
な
ど
、

非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
大
切
に
す

る
。
こ
の
姿
勢
を
皆
で
共
有
で
き
た
と
き
、

し
っ
と
り
と
し
た
極
上
の
時
間
が
生
み
出
さ

れ
る
。
こ
の
時
間
は
一
人
で
は
生
み
出
せ
な

い
。
共
に
考
え
る
友
人
が
い
る
か
ら
こ
そ
生

み
出
せ
る
静
か
な
時
間
で
あ
る
。

共
に
巡
り
思
考
す
る
楽
し
さ
を
味
わ
う

「
お
盆
が
来
て
、
何
年
か
経
っ
て
か
ら
お

母
さ
ん
に
手
紙
を
書
く
こ
と
で
、
お
母
さ
ん

は
こ
こ
に
は
い
な
い
け
ど
、
今
で
も
私
と
つ

な
が
っ
て
い
る
気
が
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
。」「
私
も
お
父
さ
ん
が
死
ん
じ
ゃ
っ
た
ん

で
す
け
ど
。
ち
ょ
っ
と
思
い
出
し
ち
ゃ
っ
て

…
…
す
み
ま
せ
ん
。
二
歳
の
と
き
だ
っ
た
か

ら
、
お
父
さ
ん
と
の
思
い
出
と
か
は
覚
え
て

な
い
ん
で
す
け
ど
。
い
ろ
ん
な
人
に
目
元
や

口
元
が
お
父
さ
ん
に
似
て
る
ね
と
言
わ
れ
る

の
で
。
絆
と
か
も
あ
る
の
か
な
っ
て
。」

こ
れ
は
、
家
族
愛
を
テ
ー
マ
に
し
た
授
業

で
、
生
徒
が
語
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
を

聞
き
、
私
は
自
分
の
両
親
を
思
い
出
し
、
考

え
、
想
う
こ
と
が
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
私

自
身
、
父
を
早
く
に
亡
く
し
て
お
り
、
生
徒

た
ち
の
言
葉
一
つ
一
つ
が
自
分
の
気
持
ち
と

共
振
し
た
。

そ
の
授
業
は
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い

る
。
生
徒
た
ち
の
語
る
言
葉
に
、
表
情
に
、

家
族
の
意
味
、
親
子
の
絆
、
存
在
が
心
の
中

に
生
き
続
け
る
こ
と
を
、
授
業
者
で
あ
る
私

が
教
わ
り
、
気
付
か
さ
れ
た
。
今
思
い
出
し

て
も
、
心
震
え
る
時
間
で
あ
っ
た
。

見
え
な
い
も
の
を
み
る
（
み
と
る
）
力
。

そ
れ
は
生
徒
に
共
感
し
、
共
に
思
考
す
る
教

師
自
身
の
心
を
み
る
（
み
と
る
）
力
で
あ
る
。

生
徒
と
共
に
考
え
や
思
い
を
巡
ら
せ
、
人

生
に
お
け
る
大
切
な
生
き
方
を
共
に
見
つ
け

る
極
上
の
時
間
を
、
こ
れ
か
ら
も
つ
く
っ
て

い
き
た
い
。 

（
お
か
だ
　
ゆ
き
ひ
ろ
）

思
考
を
深
め
、思
い
を
巡
る
旅
を

共
に
楽
し
む
授
業
づ
く
り

〜
見
え
な
い
も
の
を
み
る（
み
と
る
）力
〜

愛
知
県
弥
富
市
立
弥
富
北

中
学
校
教
頭

岡
田

　幸
博
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担
当
教
科
の
準
備
に
、

行
事
の
準
備
、
日
々
の

仕
事
で
道
徳
の
授
業
準
備
が

全
然
進
ま
な
い
〜
。

学
年
の
先
生
と

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
授
業
を

し
て
み
た
ら
？

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
授
業
っ
て

な
ん
だ
っ
け
。

「
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
授
業
」
は
、

学
年
の
先
生
た
ち
と
分
担
し
て
、

交
代
で
道
徳
の
授
業
を
行
う

取
り
組
み
の
こ
と
。

例
え
ば
こ
の
例

で
は
、
道
徳
の
授
業
を

学
年
四
ク
ラ
ス
で
、

同
一
の
曜
日
、
時
限
に

設
定
し
て
い
る
よ
。

一
人
の
先
生
が
同
じ
教
材
で

四
ク
ラ
ス
の
授
業
を

す
る
ん
だ
ね
！

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
授
業
を

す
る
と
、
こ
ん
な
効
果
が

あ
る
よ
。

①教材の検討など、
　授業の準備が
　じっくりできる
・多忙な業務を効率化できる
・生徒とゆっくり向き合える

分
担
し
て
い
る
か
ら
、

た
く
さ
ん
時
間
が

と
れ
る
！

連載 8 回　ローテーション授業編
マンガ・のはらあこ
監修・法政大学兼任講師 廣瀬仁郎先生

学
まなぶ

先生とくちゃん
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②次の授業で
　即改善できる

④生徒の新たな
　一面を発見できる

③みんなで取り組もう
　という気風が生まれ、

　組織的な
　指導体制が
　実現できる

・何度も同じ教材で授業を
　することで、指導力が
　向上する。

・学級担任が自分の
　クラスの授業を
　参観できる。
・別の教師から自分の
　クラスの生徒の評価を
　聞ける。
・組織的な評価活動に
　つながる。

年
間
指
導
計
画
の

実
践
に
も
役
立
つ
よ
。

⑤教師の専門教科や
　得意分野などを生かした
　授業ができる

理科

社会

体育演劇部

i
P
S
細
胞

が
…
…

外
国
と
日
本

の
…
…

イ
チ
ロ
ー
は
…

森
繁

久
彌

さ
ん

の
…

専
門
を

生
か
せ
る
！
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実
際
に
は
じ
め
る
と
き
は
、

こ
ん
な
こ
と
に

注
意
し
て
み
て
ね
。

・毎回行うのでなく
、年に数回程度にす

る。 

・やりっぱなしにな
らないように、

　授業後に振り返り
の時間を取る。

・生徒の学習状況な
どの情報交換をする

。

・お互いの授業を参
観できるようにし、

　指導法も高め合え
るようにする。

・校長、教頭、養護
教諭なども

　巻き込んで行うと
効果的。

次
の
学
年
会
で

提
案
し
て
み
る
よ
！

次
回
は

「
い
じ
め
問
題
を

意
識
し
た

授
業
づ
く
り
」

に
つ
い
て
ご
紹
介
。
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ナウイルス発生当初は、私たちにとって遠くで起きた出来
事だったと思います。それがじわじわと広がっていく様子
を知ることで徐々に自分の生活にも影響があると気付き、
そこから向き合い方が変わっていったのではないでしょう
か。そして自分の意思決定とは関係のないところで行動制
限や休校が決定され、状況が深刻であるという認識をもち、
気付いた時点で、人々の行動が変わっていったと思います。
これが一つの「自分事化」のプロセスでしょう。
　「自分事化」について、SDGsに関して言うと、学校に
通えない子どもたちがいることを扱った教材で、子どもた
ちが家族を支えるために片道２時間かけて15リットルの
水をくみに行っているという話をするとします。児童生徒
たちにその大変さをイメージできない場合は、実際にポリ
タンクに15リットルの水を入れて運び、それがどれだけ
大変な作業なのか体感してもらうことで、一気に自分の身
の回りの生活につなげることができます。

水を運ぶ作業を通して、遠くの世界の話が自分事になる。

　気候変動対策のためにゴミを何トン減らす、と言われて
もイメージができないのであれば、実際に普段出している
ゴミがどのくらいの重さなのか、それは多いのか、どれだ
け減らすことができるかといったことを視覚的に見せたり、
体感させたりするような工夫が大切です。ストリートチル
ドレンが普段遊んでいる、コインをめんこのように投げる
ゲームを実際に行ってもらい、感想を聞いた後に「あなた
たちはこれを一日中、365日できますか？　これが今路
上に生きている子どもたちの生活なのです」と投げかける
ことで、遠くの世界の話が一気に自分の目の前に来る機会
になります。
　気候変動にしても、貧困問題にしても、国内外の課題は、
見えていないけれども実はつながっています。私たちが安
易に安いものを求めて購買行動をするといったことが原因
で、子どもたちが安い賃金で働かされ、貧困を生み出す仕
組みが作られています。気候変動は、私たちの日々の生活
における温室効果ガス排出量が多いことが、大きな要因の
一つになっています。そしてその被害を最も大きく受ける
のは先進国に住む私たちより、脆弱な環境に暮らす人々で
あることが往々にしてあります。
　私たちの行動が何かを引き起こす「原因」であるならば、
授業を通じて、遠くの世界にあることを少しでも「自分
事」として捉え、ポジティブな「原因」となるように行動
する意識をもたせることが大切です。

　道徳の指導法に悩む先生は多いかと思います。それは模
範となる解答がないということも理由の一つではないで
しょうか。決まった形の指導法もありません。そこで、
SDGsに関しては「教える」という意識をいったん横に置
き、先生方も一人の学習者として「共に学ぶ」という姿勢、
学びをリードしていくファシリテーター的な役割を意識し
てほしいと思います。道徳は自己の内省を導く問いで溢れ
ています。答えられないこともたくさんあります。だから
こそ、「先生もわからないから一緒に考えてみよう」と、
本音を語れるような場をつくることが大切です。SDGsを
授業で扱うことが、その助けになればうれしく思います。

調査・研究統括
一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト（GiFT）

木村大輔

次回、道徳を通じたSDGs教育のカリキュラムマネジ
メントや、ESDカレンダーなどの実践についてご紹
介します。

●授業での指導について
iii
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ということを授業で扱ってください。SDGsに関係してい
ないテーマでも同様に扱うことで、道徳がSDGs達成に向
けた意識づくりに大きく寄与することを体感できるでしょ
う。

　自分一人では解決できない複雑なこともたくさんありま
す。しかし、そこで諦めるのではなく、一人一人が課題に
向き合い、小さな行為・行動変容を起こしていくことで、
大きな動きとなり、環境が変わるきっかけになり得ます。
義務教育の時期にこうした思考を身につけること、他者を
思いやる意識、社会感情スキルと言われる領域を扱うこと
で、その後の人生に大きな変化が生まれるという調査結果
もあります（OECD）。一回で完結する学びではなく、授
業を通して常に問いかける仕掛け作りが重要です。
　例えば、貧困の話題を扱った授業の次に、地球環境とゴ
ミの問題を扱うとします。どれも遠くの話に感じることで
すが、常に自分事にする問いかけをし、最後には「あなた
はこの問題について何をしたいか、何ができるだろう
か？」という問いを投げかけてみてください。最初は何も
出てこないかもしれません。しかし道徳の授業で児童生徒
同士の対話を重ねていくと、児童生徒一人一人が友人の意
見を聞いて感じ取ったことから何かしらできることを見い
だすようになります。先生からの、「こうした方がいい」
という言葉よりも、同世代や同じクラスの友人から受ける
刺激の方が、意識や行動変容に与える影響は大きい場合も
あります。同調するのではなく、共有を通じて一人一人の
人格や価値観に触れていく、そうしたプロセスを意識して
みてください。

　二つ目は、SDGsのゴールが相互につながっていること
への気付きを促すことです。
　授業で扱うテーマが地球環境だとしても、その背景には
経済や社会動態など様々な事象が関係しています。「どう

（ユネスコ：グローバルシチズンシップ教育の学習目標）

●SDGsのゴールは一つ一つが
相互につながっている

したら平和な社会がつくれるのだろう」という大きなテー
マは、限られた資源を争う＝生活がかかっているが故の競
争や教育格差、飢餓、貧困、不平等にも関連しています。
「どうしたらいじめのないクラスがつくれるだろう」とい
う課題も本質的には個々の意識の問題にかかっています。
　特定のゴールについて理解することも学習目標の一つで
すが、そのゴールが他のゴールとどのようにつながってい
るのか気付かせることも意識してください。そして最も重
要なこととして、グローバルなことと国内のこと、クラス
（社会・コミュニティ）のことを分けて考えず、全てが相
互に関連していることをまず認識した上で、そのつながり
が自覚できるような問いを用意してください。児童生徒か
らはたくさんの視点や考え方が出てくるのではないでしょ
うか。

SDGsのゴールは、相互に関連している。

　三つ目は、それぞれの課題を「自分事」として捉える工
夫をすることです。
　自分の知らないことに対して「自分事」として捉えるの
は非常に難しいことです。しかし、地球規模の課題は、直
接的・間接的に私たちの行動が原因になっているものばか
りです。ただ、あまりに遠すぎて実感が湧かなかったり、
自分たちの行動がどう結びついているのかイメージがつき
にくかったりすることも多いのではないでしょうか。
　一方で、自分の周囲で起きていることに対しては誰もが
自分事として捉えやすいものです。その「周囲」の認識を
広げていく機会としてSDGsを通した学習活動を進めて
いってください。私たちが今まさに渦中にいる新型コロナ
ウイルスの世界的蔓延も、これから世界で足並みをそろえ
ていかねばならない地球規模の課題の一つです。新型コロ

●自分事にするための工夫をする
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　第１回で紹介した、SDGsを教育現場で扱う上で意識し
たい三つの点について、今回は詳しく説明していきます。
SDGsとは、世界がより持続的に発展でき、平和な社会に
なるための17のゴールです。その達成には、一人一人が
何を大切にして生きるか、他者・環境とどう共生していく
のかという指針を自らつくること、そして行動の基準とな
る道徳的な判断力を身につけることが基盤となります。

　この基盤を学習活動につなげる上で意識してほしいこと
が三つあります。一つ目は「学習者の行動変容」をもたら
すことです。「学習者の行動変容」をもたらすために、次
の三つの領域を意識した問いが大切です。
①認知領域（知識・思考力）

●「学習者の行動変容」をもたらす

②社会・情動（感情）領域
③行動・行為領域
　これらは道徳の授業にも関連する領域であり、道徳的問
いが重要であるということです。また、行動変容のために
は、児童生徒自らの心から湧き出る自己の感情や気付きを
扱うことが重要です。
　教材を通して、
・世界で起きていることについて理解を深める。（知識）
・なぜこうした課題があるのか原因を考える。（思考力）
・ 当事者の立場を想像し、自分に置き換えてみる。（感情
や価値観といった社会感情面）
・多様な意見や感情を共有する。（対人関係構築能力）
・ 自分は課題に対して何ができるか考え、行動に移す。（行
動面）

話題のSDGs。中学校の学習指導要

領にも盛り込まれています。

SDGsの解説をはじめ、「取り入れ

たい！」と思えるような学校現場に

おける実践などを、連載でご紹介し

ていきます。

SDGsを教育現場で扱う上で
意識したいこと

第２回連載
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