
第２学年７組 道徳科学習指導案 

  

 

１ 主題 「他者を思いやって行動する」            内容項目 B-6「思いやり・感謝」 

                 （出典：「地図のある手紙」 新あすをいきる２ 日本文教出版） 

２ 具体的構想 

（１）主題について  

「思いやり」とは、自分とは異なる他者の状況や、その人にとって最適だと思うこと考え行動することで

あり、様々な人間関係を築きながら、お互いがより豊かな人生を送っていくために必要不可欠なものである。

他者に対して思いやりのある行動をするためには、まずはその人のことを理解し、意見や考えを尊重するこ

とが大切である。その際には、相手の喜びを自分の喜びとして感じたり、相手の悲しみを自分の悲しみとし

て感じたりといったように、他者のことを十分に考えた上で、相手が最も望んでいることを予測し、行動に

移すことが重要である。ただし、むやみに行動を起こすことがすべてではなく、遠くから敢えて見守ったり、

黙って何もしなかったりすることも思いやりのかたちだと言える。また、「思いやり」の対象は、友達や家族

等の身近な存在から、世界中の出会ったことがない人まで無限であり、自分が経験した思いやりの精神を、

新たな他者へと広げていくことにも大きな価値がある。そのような経験を増やしていきながら、思いやりの

対象を、目の前にいる人だけではなく、遠く離れた人や長い間会っていない人、さらには出会ったこともな

い人にまで広げていくことは、非常に意義深い。 

 

（２）生徒の学習状況 

 本学級の生徒に、事前のアンケートでは「相手の喜びや悲しみを、自分の喜びや悲しみとして感じた経験

はありますか」という質問に対し、86％の生徒が「はい」と答え、「自分が感じた喜びや悲しみを、相手に分

かってもらえたと思った経験はありますか」という質問に対しては、85％の生徒が「はい」と答えた。しか

し、その場面を問うと、「他の部活の友達が試合に勝った時自分も嬉しくなった」「自分の喜びを両親に話し

た時一緒に喜んでくれた」等、思いやりの相手が身近な相手のみであったが、「思いやりとはどんなことだと

思いますか」という問いに対しては、「人のことを思って行動すること」「相手が知らない人でもみんなが生

活しやすく、気持ちよく日々を過ごすためのもの」「差別などをしないで誰でも普通に接すること」等、思い

やりの対象を比較的広く考えることができていた。この結果からは、思いやりに対する漠然としたイメージ

は持つことができているが、なかなか日常生活の中と結びついていないことが分かる。この原因としては、

日頃目の前にいる人以外の人に目を向けられていないことが考えられる。また、身近な人以外から思いやり

をもった行動をとられた経験が乏しかったり、経験をしていてもそこまで考えて受け止めていなかったりす

るのではないかと予測出来る。 

 

（３）資料「地図のある手紙」について 

 この資料は、郵便局員をしている源さんが、両親を幼くして亡くし、今は東京で暮らしている一郎のこと

を思いやり、一郎から亡き父と母に宛てられた手紙を吹雪の中お墓まで届け、お墓の前で読み上げるという

物語である。普通、亡くなった人宛の手紙は読まずに差出人に返すが、源さんは一郎の気持ちを考え、想い

を行動に移す。この源さんの行動からは、大きな覚悟と一郎への愛情が感じられる。また、手紙の内容も様々

な解釈をすることができる。両親を亡くすという深い悲しみを抱えているにもかかわらず、文面は明るく前

向きな内容であり、最後は「さようなら」で終わる。他人同士であり、かつ長い間会っていなかった二人で

あったが、源さんはすぐ一郎のために行動を起こす。この源さんの姿について考えさせることで、目の前に

いる相手だけを大事にするのではなく、時間や距離を超えても他者と関わりをもち続けることの大切さに迫

らせたい。 

 

（４）本時のねらい 

○ 人は長い間会っていなかったり距離が離れていたりしたとしても、心の深いところで人と繋がることが

できるということに気づかせた上で、目の前にいない他者に対しても思いやりをもった行動をとろうと

する意欲を育むことができる。 

 

３ 本時 

（１）日時 平成３０年１１月９日（金）５校時     （２）場所 ２年７組 教室 

 



（３）展開  

段 

階 
教師の発問と予想される生徒の考え 教 師 の 支 援 評価の観点 

導入 
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展 

開 

前段 

(20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展 

開 

後段 

(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

終 

末 

(10) 

 

１、思いやりについての友達の考えを知る。 

（１）アンケート結果を発表する。 

２、めあてを確認する。 

      

 

 

３、資料をもとに、思いやりについて考える。 

（１）資料「地図のある手紙」をよむ。 

（２）発問を個人で考える。 

 ●源さんは手紙を読み終わった後、家に帰りな

がらどんなことを考えるだろう。 

・一郎は本当に辛い思いをしながら頑張っている

んだな。僕もしっかり仕事を頑張ろう。僕のし

た行動で、一郎が喜んでくれると良いな。 

・寒かったけど、ここに来て読むことで、天国の

二人にも気持ちが届いただろう。今日ここに来

て読んで良かった。 

・一郎はきっと一人で寂しい思いをしているだろ

う。両親は亡くなっているから、僕が一郎に手

紙の返事を書こう。 

・これからも一郎のことを支えられる存在でいら

れたらいいな。もし一郎に時間ができたら、東

京に会いに行きたい。 

（３）ペアで意見交流を行う。 

（４）全体で意見の交流をする。 

４、日常生活と繋げながら、思いやりについての考

えを深める。 

（１）発問について個人で考える。 

 ◎「思いやり」とは、どのようなものだと思い

ますか。 

 ・自己満足で終わるのではなく、相手のことをし

っかりと考えた上で、最適な行動をすること。 

 ・目の前の相手と表面的に作るだけのものではな

く、相手のことを本当に考えた上でできあがっ

ていくもの。 

（２）班で意見を出し合い、自分の意見を交流する。 

（３）全体で意見を交流する。 

５、授業全体を振り返っての感想を書く。 

 ・思いやりは、ただ優しくするだけじゃなくて、

本当に相手のことを想像して動くことだと思っ

た。 

 ・どれだけ遠くに離れていても、ずっと会えなく

ても、心の奥でずっと思うことの大切さが分か

った。源さんと一郎もこの手紙を通して、心の

絆をより深めることができたと思う。自分も誰

かとそんな関係になりたいと思う。 

○思いやりについての友達の

認識を知るために、視聴覚

機器を使ってアンケート結

果を提示する。 

 

○源さんの気持ちに迫りやす

くするために、源さんと一

郎についての情報を整理し

たり、二人の関係を全体で

確認したりする。 

 

○源さんの感情についてのみ

しか意見が出なかった場合

は、具体的な源さんの今後

の行動を考えさせるために

「源さんはこのあと何か行

動を起こすと思いますか」

という補助発問を投げか

け、より深いところまで考

えやすくする。 

 

○源さんの思いをより考えさ

せるために、発表した生徒

には「何で？」「どういう意

味？」と、質問で切り返し

ていく。 

 

 

○思いやりについての心の変

化を感じさせるために、も

う一度アンケート結果の内

容に触れた上で、発問につ

いて考えさせる。 

 

○効果的な班交流を行うため

に、聞き手は「たとえば？」

「何で？」等の切り返しを

するようにさせる。 

 

○思いやりについて考えた感

想を書かせるために、最初

と最後で自分の気持ちがど

う変化したのか、それをこ

れからどうしたいかについ

て書かせるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思いやりについて深

く考えることができ

た上で、目の前にい

ない他者に対しても

思いやりをもった行

動をとろうとしてい

る。 

（ワークシート） 

めあて：「人を思いやる」とはどういうこと

かについて考えを深めよう。 
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「
ど
れ
、
よ
く
ぬ
く
と
ま
っ
て
出
か
け
る
か
。」 

源
さ
ん
は
、
か
ら
だ
半
分
を
、
い
ろ
り
の
中
へ
の
り
だ
し
て
、
胸
の
あ
た
り
ま
で
火
を
近
づ
け
た
。 

「
こ
の
ぶ
ん
じ
ゃ
あ
、
き
ょ
う
一
日
は
ふ
ぶ
く
だ
よ
。
も
し
も
沼
の
原
が
あ
っ
て
も
、
あ
し
た
ら
の
ば
さ
っ
し
ゃ

い
。
お
と
う
は
、
ほ
ん
に
、
ば
か
っ
正
直
だ
か
ら
。」 

お
か
ね
さ
ん
は
、
枯
れ
た
ボ
ヤ
を
ひ
ざ
っ
こ
ぞ
う
の
上
で
こ
ま
か
く
折
っ
て
は
、
火
の
上
に
重
ね
た
。 

源
さ
ん
は
、
膝
の
上
ま
で
も
あ
る
深
い
長
ぐ
つ
を
、
い
ろ
り
の
中
で
は
い
た
。
ゴ
ム
が
と
け
る
ほ
ど
足
の
う
ら

ま
で
あ
っ
た
め
た
。
ス
キ
ー
帽
で
す
っ
か
り
顔
も
か
く
し
た
。 

「
ど
れ
、
出
か
け
る
か
。」 

源
さ
ん
は
、
去
年
で
五
十
を
す
ぎ
た
。
村
の
郵
便
局
へ
勤
め
て
三
十
年
余
り
に
な
る
。 

吉
野
地
区
の
受
け
持
ち
に
な
っ
て
か
ら
で
も
、
十
年
近
く
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
地
域
に
は
沼
の
原
が
ふ
く

ま
れ
る
の
で
、
若
い
人
か
ら
は
敬
遠
さ
れ
て
、
交
替
し
て
く
れ
る
者
が
い
な
か
っ
た
。 

沼
の
原
は
、
吉
野
か
ら
三
キ
ロ
近
く
も
山
の
中
へ
は
い
る
。
人
家
は
十
戸
足
ら
ず
の
開
拓
村
で
あ
っ
た
。 

(

こ
ん
な
日
に
は
、
正
直
、
沼
の
原
が
ね
え
と
助
か
る
が
な
あ
・
・
・) 

手
紙
の
束
を
よ
り
わ
け
な
が
ら
、
源
さ
ん
も
思
っ
た
。 

や
っ
ぱ
り
・
・
・
一
通
だ
け
、
沼
の
原
が
あ
っ
た
。 

源
さ
ん
は
、
小
さ
く
舌
う
ち
し
た
。 

☓
☓
県
☓
☓
郡
☓
☓
村
吉
野
字
沼
の
原 

山
上
圭
治
様 

き
よ
子
様 

「
山
上
圭
治
・
・
・
半
年
も
前
に
死
ん
じ
ま
っ
て
い
る
人
だ
が
な
あ
・
・
・
」 

源
さ
ん
は
、
そ
ま
つ
な
茶
封
筒
を
う
ら
返
し
て
み
た
。
差
出
人
の
名
前
は
、 

東
京
都 

江
東
区 

・
・
・
髙
田
様 

山
上
一
郎 

「
な
ん
だ
と
、
一
郎
で
ね
え
か
。」 

源
さ
ん
は
、
声
を
あ
げ
そ
う
に
な
っ
た
。
も
う
一
度
、
表
を
返
し
て
み
る
と
、
あ
て
名
の
下
の
方
に
は
、
こ
ま

か
い
地
図
が
書
い
て
あ
っ
た
。
源
さ
ん
は
め
が
ね
を
か
け
て
、
た
し
か
め
る
よ
う
に
な
が
め
て
み
た
。 

な
に
ご
と
か
あ
っ
た
に
ち
が
い
ね
え
・
・
・
。 

心
の
ど
こ
か
で
い
つ
で
も
心
配
し
て
い
た
こ
と
が
、
と
う
と
う
お
こ
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。 

地
図
の
あ
る
手
紙
の
受
取
人
は
、
去
年
の
夏
、
東
京
の
地
下
鉄
工
事
場
で
死
ん
だ
。
事
故
死
だ
っ
た
。
お
か
あ

さ
ん
が
病
気
で
な
く
な
っ
た
の
は
、
も
う
二
年
前
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
沼
の
原
の
家
を
た
た
ん
で
、
一
郎
も
東
京

で
く
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
ほ
っ
と
す
る
間
も
な
く
、
圭
治
が
死
ん
だ
の
だ
っ
た
。
一
郎
は
、
前
か
ら
夕
刊
だ
け

を
く
ば
っ
て
い
た
新
聞
配
達
店
に
か
わ
い
が
ら
れ
て
、
手
伝
い
な
が
ら
学
校
へ
通
う
と
い
う
話
だ
っ
た
。 

一
郎
は
六
年
生
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。 

墓
地
へ
も
っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
死
人
が
読
め
る
わ
け
も
な
し
、・
・
・
そ
れ
を
地
図
ま
で
書
い
て
、
死
ん
だ

人
の
所
へ
持
っ
て
行
け
っ
て
言
う
の
だ
か
ら
・
・
・
。 

墓
地
は
、
沼
の
原
の
入
り
口
に
あ
っ
た
。
そ
こ
ま
で
届
け
た
と
こ
ろ
で
、
死
人
が
開
い
て
読
め
る
わ
け
も
な
し
、

受
取
人
の
な
い
手
紙
は
、
差
出
人
に
返
す
の
が
ほ
ん
と
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
赤
ん
坊
の
時
か
ら
だ
い
て
や
っ



た
一
郎
が
書
い
て
よ
こ
し
た
手
紙
を
、
返
す
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。 

一
郎
の
や
つ
、
源
さ
ん
が
配
達
す
る
、
っ
て
知
っ
て
の
こ
と
な
ん
だ
・
・
・
。 

源
さ
ん
は
、
は
な
水
を
手
袋
の
甲
で
こ
す
っ
た
。
と
い
っ
て
途
中
で
開
い
て
見
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。 

吉
野
地
区
を
配
り
お
わ
る
と
、
時
計
は
十
一
時
近
く
に
な
っ
て
い
た
。 

い
つ
も
だ
っ
た
ら
、
こ
こ
い
ら
で
一
服
さ
せ
て
も
ら
う
と
こ
ろ
だ
が
、
源
さ
ん
の
足
は
、
沼
の
原
の
方
へ
向
い

て
急
い
だ
。 

 

前
に
も
後
ろ
に
も
人
影
は
な
い
。
ぎ
っ
し
、
ぎ
っ
し
と
雪
を
ふ
む
音
だ
け
が
聞
こ
え
る
。 

・
・
・
こ
の
せ
つ
の
子
ど
も
は
、
な
り
だ
け
は
で
か
く
な
っ
て
い
る
が
、
十
二
や
十
三
で
他
人
さ
ま
の
め
し
が
、

う
ん
め
え
わ
け
が
ね
え
。
何
か
が
あ
っ
て
思
い
つ
め
た
に
ち
が
い
ね
え
・
・
・
死
ん
じ
ま
っ
た
親
に
手
紙
を
書
く

な
ん
て
、
あ
い
つ
も
苦
労
し
て
る
だ
さ
あ
・
・
・
。 

源
さ
ん
は
、
い
つ
の
間
に
か
、
ス
キ
ー
帽
の
あ
ご
の
ボ
タ
ン
を
は
ず
し
て
い
た
。
腰
の
手
ぬ
ぐ
い
を
ひ
き
ぬ
く

と
、
ひ
た
い
の
汗
と
涙
を
い
っ
し
ょ
に
ふ
い
た
。
墓
地
は
も
う
そ
こ
に
見
え
て
い
た
。
お
墓
と
い
っ
て
も
、
墓
石

が
た
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
お
骨
を
う
め
た
時
に
、
う
す
っ
ぺ
ら
な
ソ
ト
ウ
バ
が
、
右
の
方
に
か
し
い
だ
ま

ま
で
、
雪
の
上
に
頭
だ
け
だ
し
て
い
た
。 

「
圭
治
さ
ん
よ
、
お
れ
が
か
わ
り
に
読
む
で
な
あ
、
よ
う
く
聞
い
て
て
く
れ
よ
゜
」 

源
さ
ん
は
、
封
を
き
っ
た
。 

び
ん
せ
ん
に
二
枚
だ
け
の
、
短
い
手
紙
だ
っ
た
。 

 

と
う
ち
ゃ
ん
と
か
あ
ち
ゃ
ん 

東
京
も
雪
が
つ
も
り
ま
し
た
。
つ
も
っ
た
と
い
っ
て
も
、
ほ
ん
の
十
セ
ン
チ
た
ら
ず
な
の
に
、
み
ん
な
は
大
さ

わ
ぎ
で
す
。
あ
ぶ
な
く
て
自
転
車
は
使
え
な
い
の
で
、
肩
か
ら
ひ
も
で
か
か
え
て
配
り
ま
し
た
。 

ぼ
く
も
だ
ん
だ
ん
受
け
持
ち
が
ふ
え
て
、
毎
朝
二
百
け
ん
配
っ
て
か
ら
、
学
校
へ
い
き
ま
す
。 

寒
い
日
に
は
、
沼
の
原
で
、
か
あ
ち
ゃ
ん
の
つ
く
っ
て
く
れ
た
お
ろ
し
じ
ん
だ
が
食
い
た
く
な
り
ま
す
。
そ
の

こ
と
を
お
ば
さ
ん
に
話
し
た
ら
、
つ
く
り
方
を
教
え
ろ
と
い
い
ま
し
た
。
さ
け
の
頭
を
入
れ
た
み
そ
し
る
の
中
へ
、

お
ろ
し
ぎ
わ
の
大
根
お
ろ
し
を
た
っ
ぷ
り
入
れ
る
だ
け
だ
っ
て
話
し
た
ら
、
さ
っ
そ
く
つ
く
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

み
ん
な
が
お
い
し
い
っ
て
い
っ
た
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
か
あ
ち
ゃ
ん
が
つ
く
っ
て
く
れ
た
味
と
は
ち
が
っ
て
い
ま

し
た
。
で
も
、
と
っ
て
も
う
ま
か
っ
た
で
す
。 

何
か
話
し
た
く
な
っ
た
ら
、
ま
た
書
き
ま
す
。 

さ
よ
う
な
ら 

 

源
さ
ん
は
声
を
だ
し
て
読
ん
だ
。
読
み
な
が
ら
、
何
度
も
の
ど
を
つ
ま
ら
せ
た
。 

・
・
・
一
郎
の
ば
か
や
ろ
う
め
、
つ
ま
ん
ね
え
も
の
を
食
い
た
が
っ
て
・
・
・
ほ
ん
も
の
の
お
ろ
し
じ
ん
だ
を

く
い
に
け
え
っ
て
こ
い
・
・
・
。
手
紙
の
上
に
落
ち
て
く
る
雪
は
か
わ
い
て
い
る
の
に
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
イ
ン
ク

が
に
じ
ん
で
、
ぼ
や
け
て
い
た
。 

 


