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　最近、いじめに端を発する痛ましい事件が続発しております。学校においては、「いじめは、
絶対に許さない」という強い決意のもと、いじめを根絶し、児童生徒が明るく安心して生活でき
る学校づくりをすることが喫緊の課題となっています。そのためには、まず、いじめの早期発見
に努め、発見した場合は、直ちにいじめをやめさせ、完全になくなるまで徹底して指導する必要
があります。
　しかし、いじめを根絶するためにはそれだけで十分とは言えません。それは、いじめの起きる
要因が、多様で何か一つに特定できるものではなく、また、誰の心の中にあるものだからです。
今は、学校の中にいじめがなくても、一人一人の心の中にいじめの要因がある限り「いじめはい
つでもどこにでも起こり得る」ものです。学校においては、目前のいじめ問題への直接的な指導
を行うだけではなく、全教育活動をとおして、それぞれの活動の特質に応じた多様な指導を行い、
未然防止に努めていくことが重要となります。
　本資料は、「道徳の時間」に焦点を当て、どのように
指導をすれば、いじめを未然に防止できるかその手がか
りとなる資料として作成しました。主に本県独自の道徳
教材「彩の国の道徳」を活用した指導方法について掲載
していますが、本資料に示してある視点をもとにするこ
とで、他のどの資料でもいじめの未然防止に活用できま
す。
　児童生徒に豊かな心を育てるとともに、いじめを未然
に防止し、児童生徒が共に歩み、夢を育てることのでき
る学校づくりに御活用いただければと願っています。

　道徳の時間は、児童生徒一人一人が、生命尊重や思いやりの心など人間としてよりよく生きる
ために必要な道徳的価値についての自覚を深める時間です。また、児童生徒が道徳的価値を深め
る過程で、人間としての在り方や生き方についての考えを深め、将来出会うであろう様々な場面，
状況においても，人間として適切な行為を主体的に選択し，実践することができるような内面的
資質を育成する時間でもあります。
　例えば、道徳の時間に「寛容な心」を学習し、その大切さが分かると、自分と異なる立場の人
を受け入れることができるようになります。「勇気」や「思いやりの心」を身に付けることがで
きれば、困っている人に対して進んで手を差しのべることができるようになります。このように
様々な道徳的価値のすばらしさを児童生徒にしっかり理解させることが「いじめ問題」の未然防
止につながります。また、理解した道徳的価値をもとに自分の在り方、生き方を考えさせること
で、児童生徒は、よりよく生きようとする意欲やそのための課題を持ちます。そして、いじめは
卑劣な行為であることを自覚するようになり、「いじめ」を未然防止します。

本資料の活用にあたって

道徳の時間に児童生徒の「いじめをしない、許さない」資質をはぐくもう

いじめに対する直接的な指導
「ならぬものはならぬ」

道徳教育の特質に応じた指導

い  じ  め
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　「いじめ」を未然に防止するためには、学校や学級に「いじめを認めない土壌づくり」をする
ことが重要です。「いじめを認めない土壌」は、温かな人間関係からつくられます。
　「道徳の時間」は、道徳的価値（人間らしさ）について話し合います。話し合うことによって、
児童生徒は、「人間らしさとはどういうことか」、「それについて自分がどう考えているか」を理
解します。同時に、友達の考え方や感じ方も理解することができます。友達と自分の違いを理解
することは、温かい人間関係づくりの第一歩となります。
　また、「道徳の時間」は、教師と児童生徒が人間としてよりよい生き方を求め、共に考え、共
に語り合う時間でもあります。教師が児童生徒と共によりよい人生を求めて努力するという姿勢
を示すことで、教師と児童生徒の好ましい人間関係が醸成されます。

　いじめを未然に防止するためには、児童一人一人に、人から認められる体験を積ませることが
大切です。それは、人は、他人から認められる経験をしてはじめて、他人を認めることができる
ようになるからです。お互いが認め合う関係においては、いじめは起こりません。
　「道徳の時間」の学習は、資料や体験などから感じたこと、考えたことをまとめ、発表し合っ
たり、討論や討議などにより意見の異なる人の考えに接し、協同的に議論したり、意見をまとめ
たりすることが中心となります。したがって、「道徳の時間」は、児童生徒がお互いの考え方や
感じ方の違いにふれる機会が多くなります。そこで、この機会を活用して、児童生徒全員が互い
を認められるようにしていくことで、いじめを未然に防止します。

•ありのままの自分でいいんだ（肯定感）
•自分はかけがえのない存在だ（存在感）
•一生懸命頑張ることができた（充実感）
•自分はクラスや人の役に立っている（有用感）
•自分はみんなから受け入れられている（受用感）
•わかった、できた（達成感）

自尊感情

年間指導計画に基づき、道徳の時間を
計画的、発展的に行うことが重要です。

道徳の時間を活用して、温かい人間関係を築こう

「道徳の時間」で児童生徒一人一人の自尊感情を高めよう
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共に歩み、夢を育てる学校

道徳の時間

自らの在り方、生き方を考える児童生徒

「友だちとなかよくしたいな」
「私と違う意見も大切なんだな」

【いじめる子を出さない】

「困っている人を助けたい」
「正しいことは勇気を持ってで
きるようにしたい」

【見て見ぬふりをさせない】

「自分は自分らしく生きたい」
「私の命は、かけがえがないも
のなんだ」

【いじめられる子を出さない】

児童生徒同士の
温かな信頼関係

児童生徒と教師の
信頼関係♥児童生徒の自尊感情

愛校心愛校校心

誠実

個性伸長

寛容寛容寛容

責任感

じめられる子を出さない】

正義

人間の
弱さ醜さの
克服

寛寛友情友情
P37

個性

誠実誠実実実

感謝感謝
P40 性

P37

性性伸長

公正公平

長

公正公平
P45

容容 勇気
P35

正義

弱さ醜さの
克服

勇気
P35

正義気
5

礼儀

人間の
弱さ醜さの

P36

責任任感任感任

弱弱

礼儀
6

責任責任感任感任感任感任 礼儀
P36

生命尊重生命尊重
P38

いじめは恥ずかしい行為
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友達は、家族以外で特にかかわりを深く持つ存在であり、子供たちは互いに影響し合って成長してい
く。友情について考えることは、人間関係が希薄になっている今の子供たちにとって、大変意義のある
ことである。子どもたちが豊かに生きていくためにも、同世代のよき理解者として、互いに認め合い、
協力し合い、切磋琢磨できる友を持てるようにしたい。
本資料は、友達から自分が入部したい部と違う部に誘われた主人公が、「自分がやりたいこと」と「友
達関係」の２つの思いから迷うという資料である。子供たちには、望ましい友人関係や自分自身の友達
関係を省みることのできる資料である。

（「彩の国の道徳」自分を見つめて　埼玉県教育委員会）

【いじめ問題予防の視点】
　真の友情について考え、自己の友達関係を見つめ直すことで、子供たちが友達をいじめたり、あ
るいは友達がいじめられているのを見て見ぬふりしたりすることのないようにする。

●　友達関係について考えを深め、互いに認め、励まし合える友達を求めようとする態度を育てる。

●　真の友情とはどんな関係なのだろうか。事前アンケートを活用し、自分たちが現在どう考えている
のかを知る。

●　学級活動・・話合い活動を進める中で、自己理解、他者理解、信頼関係づくりを行い、友情を広げ、
深めていくきっかけとする。

他の教育活動との関連

●　真の友情について教師の説話を聞く。

●　「雅恵」と「由美
いうことなのか話し
⑴雅恵はどんな思い
バスケット部の練

⑵雅恵は、なぜバス
はいるか迷ってい

⑶「本当の友達」とはどんな関係をいうのだろう。

達の誘いを断った雅恵の気持ちを考
さえ、バスケット部入部への思いの
さを感じ取らせる。 
恵の葛藤について話し合うことで
友情」についての多様な考えを引き
すようにするようにする。

⑶これまでの話合いをもとに「真の友
情」について考えさせるとともに、自
分の友達関係を振り返らせる。

仮　入　部

資料活用のポイント

て考えを深を深を深を深を深を深を深をを深を深を深を深を深を深め、互いに認め、励まし合える友達

ね ら い

んな関係なのだろうろうろうろろうろうろうろうろうろうろうろうか。事前アンケートを活用

授 業 の 流 れ

美」の姿から、真の友情とはとはとはとはとはとはとはとはとはどうどどど
し合う。
いで、由美の申し出を断ってままままままままままで、でで、でで、ででで、でででで、
練習に参加したのだろうか。

スケット部にはいるかソフト部に
いるのだろうか。

とはどんな関係をいうのだろう。

⑴友達
えさ
強さ

⑵雅⑵ 恵
「友
出す

⑶こ⑶こ⑶こ⑶こ⑶こ⑶こ⑶⑶⑶こ⑶こ⑶こここれれれれれれれれれ

　人間関係づくりや自尊感情
の高揚にかかわる部分

　いじめの未然防止の視点に
大きくかかわる部分

　学習する内容といじめの未然防止の
かかわりについて述べられています。
　本資料集で取り上げた以外の資料を
活用する場合も、ここに書かれている
視点で資料をみると、いじめの未然防
止に役立てることができます。
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「
で
も
、
よ
わ
い
も
の
い
じ
め

は
し
た
こ
と
な
い
ぞ
。
よ
せ

よ
。」

せ
い
ろ
く
は
、
顔
を
ま
っ
赤か

に

し
て
は
っ
き
り
し
た
声こ
え

で
言

い
ま
し
た
。
そ
れ
に
お
ど
ろ
い

た
の
か
、
男
の
子
た
ち
は
、

「
な
ん
だ
い
。
な
ん
だ
い
。」

と
、
ぶ
つ
ぶ
つ
言
い
な
が
ら
行い

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

せ
い
ろ
く
は
、
き
ゅ
う
に
む
ね
が
ど
き
ど
き
し
て
き
ま
し

た
。
そ
し
て
、
ふ
う
っ
と
大
き
な
い
き
を
し
ま
し
た
。

「
あ
り
が
と
う
。
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と
う
。」

と
い
う
と
、
女
の
子
は
は
し
っ
て
い
き
ま
し
た
。
は
し
を
わ

た
り
き
る
と
に
っ
こ
り
し
な
が
ら
手て

を
ふ
り
ま
し
た
。

（
ぼ
く
、
ま
け
な
か
っ
た
ぞ
。）

せ
い
ろ
く
は
、
心こ
こ
ろ

の
中な
か

で
さ
け
び
な
が
ら
、
家い
え

に
む
か
っ

て
は
し
り
出だ

し
ま
し
た
。

心
や
さ
し
く
、
ゆ
う

き
の
あ
る
せ
い
ろ
く

は
、
の
ち
に
日に

本ほ
ん

の
こ

う
え
ん
の
父ち
ち

と
よ
ば
れ

ま
し
た
。
み
ど
り
を
ふ
や
す

た
め
に
、
す
す
ん
で
多お
お

く
の

し
ご
と
を
し
た
、「
本ほ
ん

だ
せ
い

ろ
く
」
は
、
さ
い
た
ま
け
ん

で
生
ま
れ
た
人
で
す
。

「
本ほ

ん

多だ

静せ
い

六ろ
く

記き

念ね
ん

室し
つ

」

（
久
喜
市
菖
蒲
文
化
会
館
内
）

久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
八
五―

一

〇
四
八
〇（
八
七
）一
三
七
七

一
八
六
六
年
、
埼さ
い

玉た
ま

県け
ん

久く

喜き

市し

に
生
ま
れ
た
本ほ
ん

多だ

静せ
い

六ろ
く

は
、

日
本
で
さ
い
し
ょ
の
林り
ん

学が
く

は
か
せ
に
な
り
埼
玉
県
の
大お
お

宮み
や

公こ
う

園え
ん

や
東と
う
き
ょ
う
と

京
都
の
日ひ

び

や
比
谷
公
園
の
せ
っ
け
い
を
し
ま
し
た
。

― ―13

せ
い
ろ
く
は
、
し
ぜ
ん
の
中な
か

で
あ
そ
ぶ
こ
と
が
大だ
い

す
き
な

子こ

で
し
た
。
い
つ
も
近き
ん

じ
ょ
の
子
ど
も
た
ち
と
み
ん
な
で
あ

そ
ん
で
い
ま
し
た
。

今き
ょ
う日
は
、
川か
わ

で
あ
そ
ぼ
う
と
思お
も

い
、
は
し
の
近ち
か

く
ま
で
き

ま
し
た
。
す
る
と
、
大お
お

き
な
男お
と
こ

の
子
が
三さ
ん

人に
ん

で
と
お
せ
ん

ぼ
を
し
て
い
ま
し
た
。
せ
い
ろ
く
は
、
そ
ば
の
木き

に
か
く
れ

る
よ
う
に
し
て
よ
う
す
を
見み

て
い
ま
し
た
。
女
の
子
が
な

い
て
い
ま
す
。

（
よ
わ
い
も
の
い
じ
め
な
ん

か
し
て
。
よ
し
、
た
す
け
て

や
ろ
う
。）

と
思
い
ま
し
た
が
、
男
の
子

は
み
ん
な
せ
い
ろ
く
よ
り
大

き
い
子
で
す
。

（
う
ー
ん
。
こ
っ
ち
は
一
人
だ
も
ん
な
。
一
人
じ
ゃ
し
ょ
う

が
な
い
や
。）

せ
い
ろ
く
は
、
し
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
そ
こ
を
そ
っ
と
通と
お

り

す
ぎ
ま
し
た
。

で
も
、
い
つ
も
あ
そ
ん
で
い
る
友と
も

だ
ち
が
、

（
せ
い
ち
ゃ
ん
、
が
ん
ば
れ
。）

と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
ま
し
た
。

（
そ
う
だ
。
ぼ
く
が
言

わ
な
く
ち
ゃ
。）

「
お
い
、
よ
わ
い
も
の

い
じ
め
は
よ
せ
よ
。」

せ
い
ろ
く
は
、
お
も
い

き
っ
て
言い

い
ま
し
た
。

「
な
ん
だ
。
お
ま
え

だ
っ
て
い
つ
も
い
た
ず
ら
を
し
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。」

一い
ち

ば
ん
大
き
な
子
が
せ
い
ろ
く
の
か
た
を
つ
か
ん
で
言
い
ま

し
た
。
ほ
か
の
男
の
子
も
こ
わ
い
顔か
お

で
に
ら
み
つ
け
ま
し

た
。

５
　
せ
い
ろ
く
の
ゆ
う
き

1
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「
え
り
さ
ん
、
が
ん

ば
っ
て
。」

と
、
力ち
か
ら

い
っ
ぱ
い
お

う
え
ん
し
ま
し
た
。

す
る
と
、
え
り
は

大
き
く
し
ん
こ
き
ゅ
う
を
し
て
か
ら
、

「
え
り
で
す
。
な
わ
と
び
が
す
き
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
ね
が

い
し
ま
す
。」

さ
っ
き
よ
り
も
大
き
な
声
で
言
い
ま
し
た
。

「
な
わ
と
び
は
、
楽た
の

し
い
よ
ね
。」

に
こ
に
こ
し
な
が
ら
ま
さ
お
や
か
な
こ
が
言
い
ま
し
た
。

え
り
は
、
言
い
お
わ
る
と
に
こ
っ
と
わ
ら
い
、

「
た
け
し
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
。」

と
、
言
い
ま
し
た
。

た
け
し
は
、
そ
の
こ
と
ば
を
き
く
と
、
な
ん
だ
か
心
が
ふ

わ
っ
と
あ
た
た
か
く
な
り
ま
し
た
。

「
み
ん
な
で
い
っ
し
ょ
に
な
わ
と
び
し
よ
う
。」

「
う
ん
。
あ
そ
ぼ
う
。」

二
は
ん
の
み
ん
な
の
楽

し
そ
う
な
声
が
校
て
い

い
っ
ぱ
い
に
ひ
び
き
わ
た

り
ま
し
た
。

つ
ぎ
は
、
た
け
し
の
ば
ん
で

す
。

「
た
け
し
で
す
。
ぼ
く
も
な
わ

と
び
が
す
き
で
す
。
よ
ろ
し

く
お
ね
が
い
し
ま
す
。」

休や
す

み
時じ

間か
ん

に
な
り
ま
し
た
。
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今き
ょ
う日

は
、
は
じ
め
て
の
せ
き
が
え
の
日ひ

で
す
。
た
け
し

は
、
わ
く
わ
く
し
て
い
ま
し
た
。
た
け
し
は
二に

は
ん
に
な
り

ま
し
た
。
ほ
か
の
三さ
ん

人に
ん

は
、
み
ん
な
は
じ
め
て
お
な
じ
は
ん

に
な
っ
た
お
友と
も

だ
ち
で
す
。

「
新あ

た
ら

し
い
は
ん
の
お
友
だ
ち
に
自じ

分ぶ
ん

の
名な

前ま
え

を
言い

い
ま

し
ょ
う
。
す
き
な
も
の
も
言
え
る
と
い
い
で
す
ね
。」

と
、
先せ
ん

生せ
い

が
言
い
ま
し
た
。

「
ま
さ
お
で
す
。
か
ぶ
と
む
し
が
す
き
で
す
。
よ
ろ
し
く
お

ね
が
い
し
ま
す
。」

「
か
な
こ
で
す
。
お
え
か
き
が
す
き
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
ね

が
い
し
ま
す
。」

一ひ
と

人り

ず
つ
じ
ゅ
ん
ば
ん
に
言
い
ま
し
た
。

つ
ぎ
は
、
え
り
で
す
。
え
り
は
、
顔か
お

を
ま
っ
か
に
し
て
下し

た

を
む
い
て
い
ま
し
た
。

「
よ
ろ
し
く
お
ね
が
い

…
。」

と
て
も
小ち
い

さ
な
声こ
え

で
し

た
。

「
も
っ
と
大お
お

き
い
声
で

言
っ
て
。」

一い
っ

生し
ょ
う

け
ん
め
い
に
き
こ
う
と
し
て
い
る
ま
さ
お
が
言
い
ま

し
た
。
え
り
は
、
ま
す
ま
す
こ
ま
っ
た
顔
を
し
て
い
ま
す
。

た
け
し
は
、
ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ
よ
。」

そ
の
と
き
、
か
な
こ
が
言
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
さ
っ
き
ま

で
下
を
む
い
て
い
た
え
り
は
少す
こ

し
ず
つ
顔
を
上あ

げ
ま
し
た
。

（
え
り
さ
ん
、
あ
と
も
う
少
し
。）

た
け
し
は
、
思お
も

わ
ず
心こ

こ
ろ

の
中な

か

で
そ
う
さ
け
び
ま
し
た
。
そ

し
て
、
え
り
の
顔
を
見
て
、

10
　
が
ん
ば
っ
て
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の
つ
く
え
の
中
に
手
紙
を
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
じ
ゅ
業
が
終お

 わ
り
、
わ
た
し
は
、
手
紙
を
ポ
ケ
ッ 

ト
に
し
ま
っ
た
ま
ま
、
家
に
帰
っ
た
。

　
家
に
着つ

 く
と
、す
ぐ
お
母
さ
ん
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
た
。

「
か
な
ち
ゃ
ん
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
わ
よ
。
お
父
さ
ん
が

　
遠
く
に
仕し
ご
と事

に
行
っ
て
い
て
、
今
日
ひ
さ
し
ぶ
り
に
帰

　
っ
て
来
た
ん
で
す
っ
て
。
家か
ぞ
く族

で
お
出
か
け
す
る
こ
と

　
が
急
に
決き

 ま
っ
て
、
あ
な
た
と
遊
べ
な
く
な
っ
た
ん
だ

　
っ
て
。
ご
め
ん
な
さ
い
っ
て
、
何
回
も
あ
や
ま
っ
て
い

　
た
わ
よ
。
」

　
わ
た
し
は
、
び
っ
く
り
し
て
か

な
ち
ゃ
ん
へ
の
手
紙
を
ポ
ケ
ッ
ト

か
ら
取と

 り
出
し
、
広
げ
る
と
、
思

わ
ず
す
わ
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。

　
お
母
さ
ん
は
、
わ
た
し
の
手
の

中
の
手
紙
を
じ
っ
と
見
つ
め
な
が

ら
、

「
言
葉
っ
て
、
大だ
い
じ事

よ
ね
。
口
か 

　
ら
出
た
言
葉
は
、
消け

 し
ゴ
ム
で
消
す
わ
け
に
は
い
か
な

　 

い
か
ら
、
と
っ
て
も
よ
く
考
え
て
口
に
出
さ
な
き
ゃ
い

け
な
い
の
よ
。
手
紙
も
同
じ
ね
。
一
度ど

 そ
の
手
紙
を
目 

に
し
て
そ
の
人
の
心
が
き
ず
つ
い
た
ら
、
そ
の
言
葉
は
、 

も
う
二
度
と
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
ね
。
」

と
静
か
に
言
っ
た
。

　
わ
た
し
は
泣な

 き
な
が
ら
、
持
っ
て
い
た
手
紙
を
細
か
く 

ち
ぎ
っ
た
。
お
母
さ
ん
は
、 

わ
た
し
の
手
を
そ
っ
と
に

ぎ
り
し
め
て
、
や
さ
し
く

こ
う
言
っ
た
。

「
も
う
一
度
、
か
な
ち
ゃ

　
ん
に 

手
紙
を
書
い
て
み

　
た
ら
ど
う
か
し
ら
。
あ

　
な
た
の
気
持
ち
が
、
き

　
ち
ん
と
伝つ
た

わ
る
言
葉
で

　
書
い
た
手
紙
を
ね
。
」

　
わ
た
し
は
、深ふ
か

く
う
な
ず

い
た
。

 
　
「
か
な
ち
ゃ
ん
の
う
そ
つ
き
。
」

わ
た
し
は
、
大
き
な
声
を
あ
げ
た
。
仲な
か
よ良

し
の
か
な
ち
ゃ

ん
と
、
け
ん
か
を
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

「
い
っ
し
ょ
に
遊あ
そ

ぶ
約や
く
そ
く束
を
し
て
い
た
け
れ
ど
、
急き
ゅ
う
に 

　
用よ
う
じ事
が
で
き
た
ん
だ
も
の
。
仕し
か
た方
が
な
い
で
し
ょ
。
」

「
そ
の
言
い
方
っ
て
な
に
。
わ
た
し
に
悪わ
る
い
な
あ
っ
て
い

　
う
気
持も

 ち
、
全ぜ
ん
ぜ
ん然
な
い
わ
け
。
」

わ
た
し
の
言こ
と
ば葉
を
聞
い
て
、
か

な
ち
ゃ
ん
は
、
プ
イ
ッ
と
教
室

を
出
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
わ

た
し
は
、
む
し
ゃ
く
し
ゃ
し
て
、

気
持
ち
が
お
さ
ま
ら
な
い
。

（
わ
た
し
は
、
悪
く
な
い
。
か

　
な
ち
ゃ
ん
が
悪
い
ん
だ
。
そ

　
れ
な
の
に
、
あ
や
ま
り
も
し

　
な
い
な
ん
て
。
）

　
わ
た
し
の
心
が
、
か
な
ち
ゃ
ん
へ
の
不ふ
ま
ん満

で
い
っ
ぱ
い

に
な
っ
た
と
き
、
か
な
ち
ゃ
ん
に
悪
口
の
手
紙
を
書
こ
う

と
思
い
つ
い
た
。
そ
し
て
、

つ
く
え
の
中
か
ら
紙
を
出

し
て
、
頭
に
う
か
ん
だ
言

葉
を
、そ
の
ま
ま
書
い
た
。

　
自
分
で
書
い
た
言
葉
に
、
わ
た
し
は
少
し
ド
キ
ッ
と
し

た
け
れ
ど
、
や
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
手
紙
を
、
か
な

ち
ゃ
ん
の
つ
く
え
の
中
に
こ
っ
そ
り
入
れ
た
ら
ど
う
だ
ろ

う
。
か
な
ち
ゃ
ん
は
、
こ
の
手
紙
を
読
ん
で
、
ど
う
思
う

だ
ろ
う
。

　
わ
た
し
は
、
教
室
の
中
に

だ
れ
も
い
な
い
の
を
た
し
か

め
て
、
か
な
ち
ゃ
ん
の
つ
く

え
の
前
に
立
っ
た
。
心
ぞ
う

が
、
ド
キ
ド
キ
し
た
。

　
わ
た
し
は
、
し
ば
ら
く
そ

の
場
に
立
っ
て
い
た
。
け
れ 

ど
、
結け
っ
き
ょ
く局
、
か
な
ち
ゃ
ん 

７
　
か
な
ち
ゃ
ん
へ
の
手
紙
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「 

ね
え
、
さ
き
。
音
を
消け

 し
て
ゲ
ー
ム
を
し
た
方
が
い
い

よ
。
み
ん
な
の
め
い
わ
く
に
な
っ
て
る
よ
。
」

と
、
き
っ
ぱ
り
と
言
っ
た
。
わ
た
し
は
ド
キ
ド
キ
し
た
。

お
姉
ち
ゃ
ん
が
あ
ん
ま
り
は
っ
き
り
言
う
か
ら
、
二
人
が

け
ん
か
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
っ

た
の
だ
。
け
れ
ど
さ
き
ち
ゃ
ん
は

あ
わ
て
て
音
を
消
し
、

「
気
づ
か
な
か
っ
た
。
ご
め
ん
ご

　
め
ん
。
あ
り
が
と
ね
、
言
っ
て

　
く
れ
て
。
」

と
お
姉
ち
ゃ
ん
に
笑え
が
お顔
を
返か
え

し
た
。

　
わ
た
し
は
び
っ
く
り
し
た
。
思

わ
ず
、

「
友
達
な
の
に
よ
く
注ち
ゅ
う
い意

で
き
る
ね
。
」

と
言
う
と
、
お
姉
ち
ゃ
ん
は
、

「
友
達
だ
か
ら
こ
そ
、
注
意
で
き
る
ん
だ
よ
。
反は
ん
た
い対

の 

　 

立
場
で
も
、
さ
き
は
同
じ
よ
う
に
わ
た
し
に
言
う
と
思

う
よ
。
言
わ
れ
て
ち
ょ
っ
と
ム
ッ
と
す
る
こ
と
も
あ
る

か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
わ
た
し
と
さ
き
は
ち
ゃ
ん
と

分
か
り
合
っ
て
る
親
友
だ
か
ら
。
ね
っ
。
」

そ
う
言
っ
て
、
二
人
は
顔
を
見
合
わ
せ
て
ま
た
笑
っ
た
。

　
電
車
の
ま
ど
か
ら
動う
ご

く
景け
し
き色
を
見
な
が
ら
、
わ
た
し 

は
じ
っ
と
考
え
た
。
の
ぞ
み
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い 

出
す
と
、
心し
ん
ぱ
い配

で
た
ま
ら
な
い
。
で
も
、
お
姉
ち
ゃ
ん 

と
ち
が
っ
て
、
の
ぞ
み
に
何
も
言
え
な
い
自
分
が
悲
し 

か
っ
た
。

　
そ
の
と
き
、
ち
ょ
っ
と
自
ま
ん

そ
う
に
さ
き
ち
ゃ
ん
を
見
る
お
姉

ち
ゃ
ん
の
横よ
こ

顔
が
わ
た
し
の
目
に

入
っ
た
。
わ
た
し
は
の
ぞ
み
の
笑

顔
を
思
い
う
か
べ
、
そ
し
て
思
い

切
っ
て
お
姉
ち
ゃ
ん
に
言
っ
た
。

「
お
姉
ち
ゃ
ん
、
聞
い
て
ほ
し
い 

　
こ
と
が
あ
る
ん
だ
。
だ
れ
に
も
相そ
う
だ
ん談

で
き
な
か
っ
た
ん

　
だ
け
ど
、
あ
の
ね
…
。
」

 
　
わ
た
し
と
の
ぞ
み
は
、
仲な
か
よ良

し
の
友
達
だ
。
の
ぞ
み
は
、 

下
級き
ゅ
う

生
の
子
が
泣な

 い
て
い
る
と
、
や
さ
し
く
声
を
か

け
て
話
を
聞
い
て
あ
げ
た
り
、
わ
た
し
の
係か
か
り

の
仕し
ご
と事

が 

大た
い
へ
ん変
な
と
き
は
、
手
伝つ
だ

っ
て
く
れ
た
り
す
る
。
わ
た
し 

は
の
ぞ
み
が
大
好す

 き
だ
。
そ
ん
な
の
ぞ
み
が
、
最さ
い

近
ク 

ラ
ス
メ
イ
ト
の
と
も
子
が
気
に
入
ら
な
い
と
言
う
。

「 

と
も
子
っ
て
さ
、
思
っ
て
る
こ
と
を
何
も
言
わ
な
い

で
い
つ
も
笑わ
ら
っ
て
る
だ
け
じ
ゃ
ん
。
見
て
る
だ
け
で
ム 

カ
つ
く
ん
だ
よ
ね
。
と
も
子
が
こ
ま
っ
て
い
る
顔
を
見

た
ら
、
少
し
は
イ
ラ
イ
ラ
が
へ
る
か
も
。
」

　
何
気
な
く
そ
う
言
う
の
ぞ
み
を
止
め
る
言こ
と
ば葉

は
、
わ
た

し
に
は
な
か
っ
た
。

　
よ
く
日
か
ら
の
ぞ
み
は
、
と
も
子
の
物も
の

を
か
く
し
始は
じ 

め
た
。
他ほ
か

の
友
達
を
さ
そ
っ
て
次つ
ぎ
つ
ぎ々

と
と
も
子
の
物
を 

か
く
し
続つ
づ

け
る
の
ぞ
み
を
見
る
と
ど
う
し
て
い
い
か
分 

か
ら
な
い
。

（
で
も
、
わ
た
し
は
い
っ
し
ょ
に
物
を
か
く
し
て
な
い

し
、
特と
く

に
悪わ
る

い
こ
と
を
し
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
）

　
の
ぞ
み
と
友ゆ
う
じ
ん人

達
は
、
ヒ
ソ
ヒ
ソ
と
し
ゃ
べ
り
、
と
も
子

を
見
な
が
ら
わ
ざ
と
大
き
な
声

で
笑
っ
て
い
る
。
そ
の
横
で
先

生
と
い
っ
し
ょ
に
物
を
さ
が
し

続
け
る
と
も
子
を
、
わ
た
し
は

何
も
言
え
ず
、
た
だ
見
て
い
る

こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
も

や
も
や
と
し
た
心
の
ま
ま
。

　
日
曜
日
、
す
っ
き
り
し
な
い

気
持も

 ち
を
か
か
え
て
、
わ
た
し
は
お
姉
ち
ゃ
ん
と
お
姉
ち

ゃ
ん
の
友
達
の
さ
き
ち
ゃ
ん
と
遊あ
そ
び
に
出
か
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。
電
車
の
中
で
、
さ
き
ち
ゃ
ん
が
大
き
な
音
を
出

し
た
ま
ま
ゲ
ー
ム
を
楽
し
ん
で
い
る
。
車
内
の
人
は
め
い

わ
く
顔
だ
け
れ
ど
、
お
姉
ち
ゃ
ん
の
友
達
だ
し
、
さ
き
ち

ゃ
ん
に
は
何
も
言
え
な
い
な
あ
と
思
っ
て
い
た
。
す
る
と

お
姉
ち
ゃ
ん
が
、

９
　
わ
た
し
と
の
ぞ
み
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も
つ
ら
く
な
り
、
一
人
で
部
屋
に
こ
も
っ
て
い
た
。

「
わ
た
し
っ
て
何
な

の
だ
ろ
う
。
み
ん

な
か
ら
い
や
が
ら

れ
て
い
る
存そ
ん

在ざ
い

な

の
だ
ろ
う
か
。
本

当
に
こ
の
世
か
ら

い
な
く
な
っ
た
方

が
い
い
の
か
な

…
。」

幸
恵
は
『
こ
の
世
か
ら
去
れ
』
の
言
葉
が
頭
か
ら
離は
な

れ
ず
、
涙
が
あ
と

か
ら
あ
と
か
ら
こ
ぼ
れ
て
き
た
。

ど
の
く
ら
い
の
時
間
が
す
ぎ
た
の
か
、
窓ま
ど

の
外
は
だ
い
ぶ
暗
く
な
っ
て

い
た
。
ふ
と
窓
ぎ
わ
に
か
ざ
っ
て
あ
る
写
真
が
目
に
入
っ
た
。
幸
恵
が
生

ま
れ
た
ば
か
り
に
と
っ
た
写
真
だ
。
家
族
の
真
ん
中
で
小
さ
な
自
分
が
楽

し
そ
う
に
は
し
ゃ
い
で
い
る
。
お
父
さ
ん
も
お
母
さ
ん
も
う
れ
し
そ
う
な

顔
で
う
つ
っ
て
い
た
。

幸
恵
は
、
そ
の
写
真
を
し
ば
ら
く
見
つ
め
て
い
た
。

「
幸
恵
、
夕
食
の
時
間
よ
。」

お
母
さ
ん
が
部
屋
を
の
ぞ
き
こ
ん
で
声
を
か
け
た
。
そ
の
声
を
聞
い
て
、

幸
恵
は
思
い
つ
め
て
カ
チ
カ
チ
に
固
ま
っ
て
い
た
心
が
少
し
ほ
ど
け
る
よ

う
な
気
が
し
た
。

「
お
母
さ
ん
、
わ
た
し
が
い
て
よ
か
っ
た
？
」

思
い
も
よ
ら
な
い
言
葉
が
幸
恵
の
口
か
ら
出
て
き
た
。
お
母
さ
ん
は
、
一

瞬
お
ど
ろ
い
た
よ
う
な
顔
を
し
た
が
、
す
ぐ
に
笑え

顔が
お

に
も
ど
っ
て
言
っ

た
。

「
そ
う
ね
…
。
幸
恵
の
い

な
い
世
の
中
な
ん
て
考

え
ら
れ
な
い
わ
。
幸

恵
は
、
家
族
の
宝た
か
ら

物も
の

よ
。」

「
わ
た
し
は
、
宝
物

…
。」

幸
恵
は
暗
い
自
分
の
部

屋
か
ら
出
た
。
食し
ょ
く

卓た
く

は

お
い
し
そ
う
な
に
お
い
で

い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。
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幸ゆ
き

恵え

の
ク
ラ
ス
で
は
、
最
近
人
気
の
テ
レ
ビ
タ
レ
ン
ト
の
話
題
が
よ
く

で
る
。

「
昨
日
の
番
組
に
出
て
い
た
芸
人
さ
ん
、
お
も
し
ろ
い
ね
。」

「『
お
ま
え
は
、
こ
の
世
か
ら
去
れ
！
』
っ
て
い
う
ギ
ャ
グ
、
最
高
だ
よ

ね
。」

た
わ
い
の
な
い
話
ば
か
り
だ
っ
た
が
、
友
達
と
共き
ょ
う

通つ
う

の
話
題
で
も
り

あ
が
る
の
が
、
楽
し
く
て
仕
方
が
な
か
っ
た
。

お
母
さ
ん
は
、
少
し
心
配
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

「
ま
さ
か
、
友
達
を
傷き
ず

つ
け
る
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
な
い
わ
よ

ね
。」

「
大
丈
夫
よ
。
心
配
し
な
い
で
。
友
達
の
悪
口
や
人
を
け
な
し
た
り
す
る

よ
う
な
こ
と
は
言
わ
な
い
か
ら
。」

幸
恵
は
き
っ
ぱ
り
と
お
母
さ
ん
に
そ
う
言
っ
た
。
よ
け
い
な
心
配
で
楽

し
み
を
う
ば
っ
て
ほ
し
く
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

あ
る
日
の
こ
と
、
幸
恵
が
教
室
そ
う
じ
を
し
て
い
る
と
、
小
さ
な
封ふ
う

筒と
う

が
落
ち
て
い
た
。「
秘ひ

密み
つ

」
と
い
う
文
字
が
書
か
れ
て
い
た
。
幸
恵
は
、

拾
い
上
げ
た
。
読
む
の
は
悪
い
と
思
っ
た
が
、「
秘
密
」
の
文
字
が
ど
う

し
て
も
気
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
家
に
帰
っ
た
あ
と
、
自
分
の
部
屋
で
こ
っ

そ
り
読
ん
で
み
た
。

小
さ
な
紙
切
れ
に
走
り
書
き
の
文
字
が
な
ら
ん
で
い
た
。

「
幸
恵
っ
て
、
こ
の
ご
ろ
生な
ま

意い

気き

だ
と
思
わ
な
い
？
気
に
入
ら
な
い
な
。

本
当
に
『
こ
の
世

か
ら
去
れ
！
』
っ

て
感
じ
。（
笑
）」

幸
恵
は
ま
さ
か

自
分
の
こ
と
が
書

か
れ
て
い
る
と
は

思
わ
な
か
っ
た
の

で
、
一
瞬し
ゅ
ん

目
を
う

た
が
っ
た
。
し
か

し
、
何
度
読
み
返
し
て
も
、
書
い
て
あ
る
の
は
自
分
の
こ
と
だ
っ
た
。
今

ま
で
何
気
な
く
使
っ
て
い
た
「
こ
の
世
か
ら
去
れ
」
と
い
う
言
葉
が
心
に

す
る
ど
く
つ
き
さ
さ
っ
た
。
胸む
ね

が
苦
し
く
な
り
、
涙な
み
だ

が
こ
み
あ
げ
て
き

た
。

「
わ
た
し
っ
て
何
…
。
わ
た
し
は
友
達
か
ら
き
ら
わ
れ
て
い
る
の
。
わ
た

し
っ
て
、
こ
の
世
か
ら
い
な
く
な
れ
ば
い
い
と
思
わ
れ
て
い
る
の
。」

幸
恵
は
、
何
を
す
る
の
も
い
や
に
な
っ
た
。
お
母
さ
ん
の
顔
を
見
る
の

15
　
わ
た
し
っ
て
何

5
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数
日
が
た
ち
、
帰
り
の
あ
い
さ
つ
の
後
、
日
直
だ
っ
た
私
は
、
仕
事
を

や
り
終
え
て
昇し
ょ
う

降こ
う

口
を
出
た
。
う
さ
ぎ
小
屋
の
と
こ
ろ
に
、
ひ
と
り
で

飼し

育
当
番
の
仕
事
を
し
て
い

る
明
奈
が
い
た
。
周
り
を
見

た
が
、
ク
ラ
ス
の
子
は
だ
れ

も
い
な
か
っ
た
。

「
ね
ぇ
明
奈
。」

私
は
明
奈
に
声
を
か
け
た
。

で
も
、
明
奈
は
私
を
見
よ
う

と
す
ら
し
な
か
っ
た
。
う
さ

ぎ
に
え
さ
を
あ
げ
終
わ
る

と
、

「
あ
な
た
も
郁
美
さ
ん
た
ち
と
同
じ
よ
。」

そ
う
言
っ
て
、
明
奈
は
う
さ
ぎ
小
屋
を
走
り
去さ

っ
た
。

明
奈
を
見
送
る
私
の
頭
の
中
で
、「
あ
な
た
も
同
じ･･･

。」
と
い
う
言

葉
が
何
度
も
響ひ
び

い
て
い
た
。

次
の
朝
、
私
は
ひ
と
り
で
い
る
明
奈
を
見
て
い
た
。

「
ガ
タ
ン
。」

私
は
立
ち
上
が
っ
た
。

一い
っ

瞬し
ゅ
ん

の
う
ち
に
み
ん
な

の
視し

線せ
ん

が
私
に
集
ま
り
、

教
室
は
ざ
わ
め
い
た
。
そ

れ
で
も
私
は
自
分
の
思
い

を
は
っ
き
り
と
み
ん
な
に

伝
え
た
。
教
室
は
し
ー
ん

と
静し
ず

ま
り
か
え
っ
た
。
明

奈
は
じ
っ
と
下
を
向
き
、

郁
美
は
お
ど
ろ
い
た
よ
う

な
目
で
私
を
見
て
い
た
。
私
の
全
身
は
カ
ッ
と
熱
く
な
っ
た
。

そ
の
後
、
ク
ラ
ス
み
ん
な
で
真し
ん

剣け
ん

に
話
し
合
い
、
明
奈
に
も
徐
々
に
笑え

顔が
お

が
も
ど
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
ク
ラ
ス
の
ふ
ん
い
気
が
以
前
よ
り
も
明

る
く
な
っ
て
い
く
の
を
私
は
感
じ
て
い
た
。

　
「
明あ
き

奈な

、
こ
れ
、
そ
う
じ
用
具
入
れ
に
あ
っ
た
よ
。」

そ
う
言
っ
て
私わ
た
し

は
、
明
奈
に
消
し
ゴ
ム
を
手
わ
た
し
た
。
明
奈
は
だ
ま
っ

て
そ
れ
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
し
ま
い
、
床ゆ
か

を
ふ
い
て
い
た
。
た
だ
、
そ
の
目
は

う
っ
す
ら
と
涙な
み
だ

ぐ
ん
で
い
た
。

次
の
日
の
休
み
時
間
、
私
が
教
室
で
本
を
読
ん
で
い
る
と
、

「
ね
ぇ
、
今
日
は
何
隠か
く

す
？
」

「
う
わ
ば
き
や
ろ
う
か
。」

「
い
い
ね
。」

「
明
奈
っ
て
生
意
気
だ

よ
ね
。」

「
こ
の
あ
い
だ
私
の
こ

と
に
ら
ん
で
た
よ
。」

教
室
の
後
ろ
で
、
郁い
く

美み

た
ち
数
人
が
ひ
そ
ひ
そ

と
話
を
し
て
い
る
声
が

聞
こ
え
て
き
た
。

郁
美
た
ち
は
、
先
生
の
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
自
然
な
そ
ぶ
り
を
し
て
い

る
け
れ
ど
、
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
明
奈
の
悪
口
を
言
っ
た
り
、
変
な
あ

だ
名
を
つ
け
て
呼よ

ん
だ
り
し
て
い
た
。
郁
美
た
ち
は
ク
ラ
ス
の
中
心
的
な

存そ
ん

在ざ
い

で
、
み
ん
な
へ
の
影え
い

響き
ょ
う

力り
ょ
く

が
強
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
明
奈
に
対
す

る
い
じ
め
を
知
っ
て
い
る
子
も
い
た
け
れ
ど
、
何
も
言
え
な
い
で
い
た
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
中
に
は
い
っ
し
ょ
に
そ
の
あ
だ
名
を
使
っ
た
り
、
明
奈

を
さ
け
る
子
も
出
て
き
た
。
そ
れ
で
も
、
私
は
休
み
時
間
に
な
る
と
、
ひ

と
り
で
い
る
明
奈
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
進
ん
で
声
を
か
け
る
よ
う
に
し
て

い
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
の
こ
と
、
私
が
体
育
着
に
着
替が

え
よ
う
と
す
る
と
、
体

育
帽ぼ
う

子し

が
な
く
な
っ
て
い
た
。（
確た
し

か
に
袋ふ
く
ろ

に
入
れ
て
あ
っ
た
は
ず
な
の

に
…
。）
周
り
を
見
わ
た
す
と
、
郁
美
た
ち
が
私
の
方
を
見
て
笑
っ
て
い

る
よ
う
な
気
が
し
た
。
そ
し
て
、
私
と
目
が
合
う
と
、
み
ん
な
私
か
ら
目

を
そ
ら
し
た
。
帽
子
は
、
ト
イ
レ
で
見
つ
か
っ
た
。

そ
れ
か
ら
私
は
、
休
み
時
間
に
な
っ
て
も
、
明
奈
の
と
こ
ろ
に
は
行
か

な
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、
私
の
持
ち
物
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

20
　
あ
な
た
も
同
じ
…
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心のパス交換 
 

「何とかしてよ、副部長。」 
みんな簡単に言うが、僕に何ができるというんだ。勇人とは、特に仲がよかっ

た訳でもないし、ただ副部長であるというだけで…。 

 

 僕は、中学校入学と同時にバスケットボール部へ入部した。それまでバスケッ

トの経験はなかったが、部活動見学での先輩方の姿がかっこよく見えたことが、

大きな理由だ。背が高く、ゴールリングに手が届きそうな姿にあこがれ、一人で

入部を決めた。 
 それから、部活動はほとんど休まなかった。走り続けることができる体力は付

いた。いつもボールを手元において触れていたせいか、ボール扱いもうまくなっ

たと思う。しかし、背が高くない、中学校からバスケットボールを始めた僕は、

レギュラーにあと一歩届かなかった。 
 三年生が引退した七月、顧問の井上先生は副部長に僕を指名した。 

「康太はいつもよく頑張っている。声も出ているし動きもいい。副部長としてバ

スケットボール部の要（かなめ）になって欲しい。」 

 僕は予想外の指名にドキドキした。何か自分が認められたような気がした。で

きるだけチームをまとめようと、今まで以上に周りへ声を掛け続けることに努力

した。もちろん勇人にも……。 
 
 勇人は、二年生の四月に転校してきた。もともと口数も少なく、友達を作るこ

とが苦手なタイプなのか、いつも一人でいることが多い。しかし、バスケットボ

ール部へ入部すると、背がとても高い勇人は、すぐに試合に出るようになった。

熱中すると乱暴さがプレーにも出るため、ファールの回数が多く、ベンチに戻さ

れる時間も多かった。しかし、練習を重ねることで、ゴール下で試合を決めるよ

うな働きもするようになっていった。 
新人大会目前の九月になる頃には、勇人は部長の直也と共にチームの中心とし

て、競い合うように練習に打ち込んでいた。ゴール下で、高く跳ぶ二人の姿は、

まるで、一年生の時にあこがれた先輩方のようだった。僕にはないものをもって

いる二人が、いつもまぶしく見えた。 
 
金曜日の放課後の練習でも、部長の直也は、巧みな体の使い方で勇人のプレー

をうまく抑え続けていた。直也はまさしくこのチームのエースだ。負けずに勇人

１１ 心のパス交換 
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も、ますます必死になって、ボールを取りに行った。 

 その時だ。 

「リバウンドッ！」 

「あっ！」 

 勇人はゴール下でのボールの取り合いの中、空中で体制を崩し、誤って直也の

右足の上に着地した。直也は表情をゆがめて、その場に座り込んだ。（まずい！）

僕は直也に駆け寄った。痛みからか、直也の顔から血の気が引いていくのがわか

った。 

 直也の様子を見た周りのチームメートたちは、大きな声を上げながら、勇人に

迫った。 
「おまえ何やっているんだ！よく、考えろよ！」 

「大丈夫か、直也！」 

「謝れよ、勇人！」 

「……。」 

勇人は黙り込んだ。 
「黙っていないで、何とか言えよ！」 

次々と迫る言葉に答えられない勇人は、 
「……、わざとじゃない！」 
吐き捨てるように叫ぶと、体育館から走り去った。 

 勇人は、あやまることができなかった。そう、確かにわざとではない。バスケ

ットボールではよくあることだ。（一言謝れば済むのに……。）でも、勇人はそ

れができず、これまでも部活動の中でトラブルになることがよくあった。 
勇人は土日の部活動だけでなく、月曜日は学校にも来なかった。足を踏まれた

直也は、右の足首を骨折していた。チームは、柱を二本失った。 
直也と勇人の二人がいないチームは、今までと全く違うチームとなっていた。

練習の中でも、懸命にボールを追い、走り回るが、ゴール下での守備が弱いため、

簡単に失点が続く。二週間先の地区新人大会を考えると、暗い気持ちになった。 
 
勇人については、意見が分かれた。 

「勇人、出てくればいいのに。わざとではないのだから。」 

「そうだよ、協力するからさ。何とかしてよ、副部長。」 

 みんな勇人を責めておいて、今さら簡単にいって欲しくない。 

「『おまえなんかいらない、やめちまえ！』は言い過ぎたかな。」 

「でも、まずケガをさせたやつが謝るべきだろう。いつも、勇人はあやまらない
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よな。」 
「カッとなると、試合中だって、何をするかわからないからな。」 

「それに、別にいいんじゃないか、休みたいヤツは休ませておけば。他の誰かが

試合に出られるわけだし……。」 

 勇人に対しての厳しい声が続いたが、かばうような言葉が浮かばなかった。み

んなの言うとおりだ。確かに、放っておいて、いいのかもしれない。そうかもし

れない。わざとではなくても、悪いのは勇人だ。 
 でも、何かすっきりしない、勇人のことが頭から消えない。 

（僕に何とかできるだろうか。）みんな勝手なことを言うけれど、助けて欲しい

のは、僕の方だ。柱を２本失ったチームを、僕が引っ張っていけるだろうか。そ

の上、勇人のことまで！僕には直也のようにチームをまとめることも、勇人のよ

うに高く跳ぶこともできない……。考えれば考えるほど、結論が出ない。打って

も打っても、入らないシュートのようだ。 

 勇人は火曜日も学校を休んだ。 
 そんな時、井上先生からも、声を掛けられた。 

「部長の直也が休んでいて大変だが、一緒にチーム作りをがんばっていこう。直

也は明日退院できるそうだ。それから、先生も声を掛けているんだけれど……、

勇人についてもよろしくな、康太！」 
 
  気持ちの晴れないまま、水曜日の練習後、直也を見舞った。右足の膝から下を

ギブスで固定していた。痛々しい姿に、何を言っていいのか分からず、取りあえ

ず今のチームや勇人の状況、練習の様子を直也に伝えた。 

 「新人大会に向けて、やっといいチームになってきていたのに……、なかなか

思うようにはいかないな……。」 

 直也は、ベットの上で右足首を見つめながら、少し残念そうな顔になった。 

「実は昨日、勇人がお母さんと一緒に謝りに来たんだ。勇人、泣いてたよ。あや

まろうと思っていたけどすぐにあやまれなくて悪かったって。」 

（ちゃんと、謝りにきたのか……、よかった。）僕はびっくりしたと同時に、少

し安心した。直也は続けた。 

「本当は僕自身ケガをした時、悔しくて、どうしていいか分からなかったんだ。

試合も近いのにこの足、どうなるだろうって。それに、勇人を守ることもできな

かった。あの雰囲気ではあやまれないのは、無理もないよな。」 
「勇人を守る？」 
「みんなに責められる勇人の立場になってみろよ。」 
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部長の直也らしい言葉だ。僕には、ケガをさせた側である勇人に対して、そん

な見方はできなかった。 
「あ、それに勇人のお母さんも、康太に感謝していたよ。自分から声を掛けられ

ない勇人は、いつも周りに声を掛けている康太を尊敬しているんだって……。」 

（僕を、尊敬……。）胸の奥の方が、ドキンと鳴った。僕の応援の声が、僕の出

した心のパスが、ちゃんと勇人に届いていたのだ。それなのに僕は……。 
 直也は、少し間を空けて、もう一言付け加えた。 

「康太はすごいな。副部長を任せた井上先生も、勇人と同じような気持ちなんだ

と思う。しばらくの間、チームと……、勇人を頼むよ、康太！」 

 
 帰り道、いつの間にか暗さが増した夜空を見ながら考えた。 

少し乱暴で、自分の気持ちを言葉でうまく表現できない、トラブルになること

が多い勇人。でも、バスケットボールが好きで、チームの力になろうと、懸命に

努力をしていたのではないか。直也は直也で、ケガをし、悔しい思いを抱えなが

ら、チームのことや勇人のことを考えていた。二人の思いを強く感じられた。僕

にも何かできるような気がしてきた。 
きれいなシュートが、スパッとリングの入るような、そんな爽快感を感じた。 
 
勇人は、今は一人で苦しんでいるのだろうか。とりあえず、電話を手にする。

部名簿の名簿に目をやり、電話番号を打ち込み始めた……。 
 



�� �����	


��������	
����������
�������������������� �
��!"#$%& �'(�)*+,-.�/0#�1234'56���!7��89

:;%<��=>��
?69@;A�� ��!���=:�60#BC9���=!D
<"#EF�/;A4 

GHI)EJK�/;'��!�LMN9OPQ�RS94 TU�1VAW�1X=!
YPZ�[E\�/]^_9`'a�<9�A.
<bc!��<d=e=/]fV�/;
A4 
gh���!�*+i9�jEkl,m<6n�op<6n9�;=�,4A�;qrs

94 A��tu,v&9�w�=[9�w�=�x��d=ey9]zE�/�A;A4 
��!���kC,;{]op<6nE;�;=�,4A�;|}~�U<�z~�8e�
���I����EY���E�]�=T<Y;h9��;<����� �=y�]x�
�d=,�
A�� 
��E@������!

��(!d<�=��9��;G��]�'���oE�1�;��E��� �
=x;A�� 

��<����
���!���<����!A�����ZE�kl,F�/;'"#
,{A1�;d=�����/;'�<}=�����>�
�/;'d=� ¡,kl<
&*E¢£�/�'d=���¤¥eo�¦QA�� 
����60<dw=§¨©.�/�;� �
=n<69�Qªe{��,1���!�oE
«¬e�/;'`
e�/�®g¯<^_9
��<oe��A�� �>1��/���!
�����°dW9�� �
=oe±
²³��=�A��,���!
��´�´��;/��d<µ¶� �
=��8�·'��E��<Y¸e¶P¹�/
oeº·A4 d��'=���!»�^_E
��/���<oe���·9�� 

�,��=���=@�/�1¼�½��,¾�/;A�� 
��!t©.1Zkl<o>�
º·/;A4 ��;E��<r¿r¿!{<�/;��

À<ÁÂ�1!�ÃÄ<^_,ÅP��Æ´� ��À���� �=;�tÇÈ<ÉÊ]

� ������	
����������������
� �����	��� ��!	"#�$%�&'()�*+,-./�01�2.
3��������

� 45*#6789:;0�<&	=*�2>?@ �01���.���

�������	

���������������������������� �!�""��#�
$%��&�'���()*+,-����.�+/�0��
1�	�����2
�3
45�6�7���-�8��9��:,;<<
=
�>�?3�@A��	'�BC�DEDEF�1

>1>G;�6H.�I%������	
����
� �!�JKL'��0��������	
MN
O��&P���	� �BC�QR�S,��"
+�6#�TU��	

�BC(V3�	�(=
BCF�� �WX+Y>��Z��[����	3
�\>�]'L^3��
�� ���2�31^_`ab45�"+�>,
@A�����c5�
��1����d$�ef>
1^`����!F-��0g���(1�	�hi�j1���k>�l� ��mn�
^_
o��p��	qV��>�?3�p%g�rb1+s%��(1���� ��
>�+"t�u�>1,'`=
+M6��0�	���	

BC�s��v�w�	e+��:'0�xy�z{�|k}k��	
~���� �

����k��ATU��,'�����"�g��	
p�	,�	"+�p�����
	BC���X`=+���6H.��%g��	

l� ��mn�^_
o+BC���	.�hi��������	"+F����� 
�F��1,'+�k>�������	"+1�	��L

� F���U><<
=+Mp1qp�������	��0f;+BC����q��

�����.�������	

������ ��¡¢�£¤{+¥�¦g�§	1�0�;TU	¨©��BCF�2�
�		ª>����	


BCF���«�?+>�¬���ª�+f"+����®>��	


－30－ －31－



�� ��� ��������

�������� 	 ��
������� � �����

��
����������  !" #$%&�'()*�+,-."/0
123&

�� 4 5 � 6�

789:3;<=>?@��
ABC�DE�F��GH��I�JK8LMN�9��
OP5 � G�C5

�GQRSTUVWMX�F�YZ[\�]�^C_
`a
bc�def?gIL6h

iD���GHj�@k
��l�Fm��K
n�Mopq�rs�t9�uv
�K

c�w�xyMzD���GH

��Q{|
}
�9rH~����^6m��A�������cc�D�s���Q

��9���GH��Q5��D���C��6�
6CM�Fs�����9�GH

_�m����������
�
�M�
���������m�M���^�D��
O


��M�D���GH

�s�
�C���Q��M FD�
¡¢M£���5CrsC�

R¤@��H¥¦�§H�ci¨§HWC�����©�ªQ^���9�GH

R_�m�C«�¬���®�¯¨H�
�Q°±�c�HW

C«�D���
²MC^³c´D�µ��GH¶��@�

R��96·µ9���m�D�s¸�¹i��§H���msCº»�°¼�ms
Q

��
»C�56
H�
���^6m����9��C½�Ds��H~����9�

s¾G�Q¿�m�m�D�Qms���HW

C«�D��
²MÀÁÂCÃ^��GH

I�Ä�C����9Å��CÆÇ�Èf
��É�D���GH

RÊ��´����M6�DµG§H�Ë�5��Ì Íc°±m�C�sc�Ì Î

�Ï��ms��§HW

C�5C��5F�_5mÐM�DÑ��ÒÓMÔc¯��GH

�s����ËQ§c�G
9���6kÕ��D6��D�s�CÖ
¤×�CØÙ

G6�ÚMÛ�D��
IM�iDµ��GH

R¤cO���¾
Û�GÙG6�m��´��Ü¯D��m�HW

RD¨�����Û�D�FG�c�Ì _�m�ÝÞQ§�m��¹§c�GiHß�_

5�ms¯¨HW

�������	
����������������������� ��!"

#$%$��&�'(#)"�*��������+,�-.��/�0$&�12�3

���

45/67��7��#���89��&��:�-,7;<�=

4�>�5����;�7�?���&�,7;�5@A6���BC���5&D��

�<�E��?��FG�5H� I��&�����=

�����;� �(J�� K1L�?��MN
O����#�PQ��R�S

7
��

�7TU VWO E�

?#X�Y#Z[#\]^_#`a���b#1c�d&���#c#e#f�gh�

dR���?#ghi��89�<QjQ��kl�?#i�m&�nopq�r�l�

����?#pq���Y#(;V
��QsQ#Y$��89�t����uQ#(�

W&�O���

45/67���vQ7$��= � ��/�2�$V���

4dd���;<�d#��6&wR6S�Wx��y&�z�=�{�,�����3$

V��O���

����� |�nopq�W&�Q,���l�
p
5

q�}&���(����~��Q<����Q�R�

��f���

45��67���z�����#�67#}�#���

$����#d,����Wz�=���������+

,(���������7�?��9���
�

46d��f��-��O&�<Q�,<�6&wR-,

��=

��#�f�������

45$�67���-��S7���=

��&����1�#��������?7�����

��#4(�#�$6=��T�����

?#<��/#��*��&���� ��#��4s ��¡�¢£#¤=����

¥¦#§¨�©ª�;V
�Q�uQ#_«¬®¯��°�±Q�#
��

－32－ －33－



�� �����	

�������	
��������������������� !"#����
�	
����������$%&'(�&)��*���+,���-./0.12�

�����3!�*� A4�56&)
78
&'����-�9:;)
�7<=
�������
/0.12�
��> ?@���ABC �D�E@�FG�H	
&'�ABIJ

K�� 
,L��>M.�����NOP��QR.��*� 	
�ABI.�F�S
���TUV6W
XY��%�Z[�\F]O�0�^ �"�_`�ab�^ 69:
c)d^ �.O����3�
����ef:6g�d^ �h&'L�� i�����
���ABI�F�S��-.�jklmnFjopqn�rsFt�u��vw,x�

,'�����
�dy��+,�<=�z!� D�E@�6�
��>�jB4{|}4�~	
�d

<��n �&�X= �A4�jz!�.opq��B4�+�
i	
�d^ 6�O
�,=<�n X����z!�.�O��^ ������
*�G�H	
&'opq6��O�� �����
���!.�����O'&� B

4����F�� Y&d�������&8
�����*,�z!� ���"D��
opq��O�,= ��69:�z��������B4�V6i��&@d �"=�

,�O�z�.O��z!� ���6�����!.�����y�z!��(���
B4 opq�^ .���*����(6PY���'�D�E@�����
�����
�y ����(�&)
,z!��*6¡¢£d<=����¤3¤3 ��6XY8

d<=�������3�^ �+�
 A4�¥¦�
,�j����,§¨��d!�
E����n ©�7XY8
���������ª«ABI���¬,�®�'�AB
I�¯O����38,°±²=ABIt³´�&'�j^����E�$%�µ8d�n
 i��t³´�6¶��·'7��,x���!.����&��3���¸	
O��
��*�klm���O�z.���¹º��� JY��ABI.�»¼�(F�B4�

^ 6opq�����,*.�d �
3^��&8
�����j*�½'
��M��¬0�0�^86W��¾
¿=�n3=i= �À7��£Á�
$%�klm6ÂÃ�����j,=
��,Ä��$%�ef:�!&g�
���n /0.ÅO����
Æ��X	�'j:7	��n X

Y8d�����9:c)
,���
ÇÈ'8d��À���É��hÊ&
)�7����!���<�$%$Ë

� ������	
���������������������
� ����� !"#��$�����	%�&��'()���������
� *+,-./01��23456�7�89��:��� �;�
����<=
>?@AB�CDB�E����

� �./0AFG�!�HI?	�%���J&A�������

�������	
�������������������
����� !"#����$%&�'(�(
)���*(�
+,'(�-�'.)�/01�	2�34�567����8
)�9�:��;<=�'>&-��'��������?@�
AB&CDE��FGH�I�1��'�'�����JK�L
M'1�NO�"�H��P����QRS�#	�T�UVW
�K�Q�X0'(YZ���[\�#����]^_"UVW
���YZ���'�:`�'�:\a	
���#�����
�UVWb��c�:1d�be1��a1'(34��f�g
#�Q(	���'(:��()hi&8��#�j�
��k�����l+�m�(n6�o�\p(q��j�

rstuGvwxy Bzd{|

�������	
�� ������������
� ������	
��
r}| uG~������^ �(���P��Y�r����|

�T\�� ��������������
����� ��������������

r�| ��� �����r��Y�|
�http : //www.moj.go.jp/JINKEN/jinken����html�r���̂ UVW|
��������������r�T\���}}��|

r�| �T\���_UVWrstu�T\�������  �PY�|
��������������

� ����� !"#$%&'�	
��
r}| �(¡ ~�Y����^

�(���� )* �������������

r�| stu¢£¤stu¢£ HP$¥�¦^§¨©ª9
�http : //www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/���_soudan/joho���/cyber/cyber_joho.html�

stu���� $UVW(+« ¬VW®�̄ W°9±̂ ²��

－34－ －35－



（「彩の国の道徳」きょうもげんきに　埼玉県教育委員会）

【いじめ問題予防の視点】
　主人公の勇気を持って行動できたときのすがすがしさにふれさせることで、身の回りのいじめ等
に対して、いけないことはいけないと主張できるようにする。

●　よいことと悪いことの区別をし、よいと思うことを進んで行う態度を育てる。
 〔内容項目　1－（3）〕

ね ら い

●　いじめられている子を見ても、注意するのをしりごみするせいろくの挿し絵を見て話し合う。
●　本多静六について紹介する。

授 業 の 流 れ

●　人権教育との関連（人権作文・標語など）を図り、正しいことを進んで実践しようとする態度を育
成する。

他の教育活動との関連

●　心のノートＰ24「ゆうきを出して」を聞く。

●　主人公「せいろく」の心の変化について話
し合う。
⑴ いじめられている女の子を見たせいろく
は、どんな気持ちから「たすけてやろう」
と思ったのだろうか。

⑵大きな子たちを見て、せいろくはどう思っ
ただろう。

⑶「よわいものいじめはよせ」と言ったせい
ろくは、どんな気持ちからこのような行動
がとれたのだろうか。

●勇気を持って正しいこと主張することの大切
さに気付かせる。

●友達の意見と自分の考えと比べながら聞くこ
とができるようにする。
⑴ 正しいことを主張しようとしたせいろくの
気持ちに気付かせる。
⑵かわいそうだと思うが、しりごみしてしまう
せいろくの気持ちに共感させる。
⑶正しいことを主張するのは、勇気が必要であ
ること、 せいろくが心の底から満悦している
ことに着目させ、正しいことを主張したとき
の気持ちよさを十分に味わわせる。

せいろくのゆうき

　人としてやってよいこと、社会通念としてしてはならないことをしっかりと区別したり、判断したりする
力は、児童が幼い時期から徹底して身に付けていくべきものである。しかし、人は、悪いことと知りつつも
周りに流されてしまったり、自分の弱さに負けたりしてしまうことも往々にしてある。そこで、この時期に
善悪の判断をしっかりできるようにするととともに、よいと思ったことは、進んで行う気持ちを育てたい。
　本資料は、自分よりも大きく、しかも多人数であるという不正に対して、しりごみする弱い主人公が、
どんな気持ちからそれを乗り越え、正しいことを言うことができたのかを考えさせることで、勇気を持っ
て正しいことを主張することの大切さに気づかせることのできる資料である。
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（「彩の国の道徳」きょうもげんきに　埼玉県教育委員会）

【いじめ問題予防の視点】
　友達と強い信頼関係を築くためには、友達の気持ちや立場に立って応援することの大切さを実感
させ、自らも、勇気をもって困っている友達に進んでかかわろうとする心情を育てる。

●　友達の気持ちをよく考え、助け合って生活していこうとする態度を育てる。
 内容項目［2－（3）］

ね ら い

●　困っている友達に、どんな言葉をかけたりどんなことをしてあげたりしたらよいだろうか。事前ア
ンケートを活用し、自分の経験から、現在どう考えているのかを知る。

授 業 の 流 れ

●　朝の会や帰りの会で、友達からもらった嬉しい言葉や助けてもらった行動などを発表したり、掲示
したりする。

他の教育活動との関連

●　心のノートＰ46「友だちパワーをあつめよう」を書く。

●　「たけし」の心の変化と行動から、思いや
りについて話し合う。
⑴困った顔をしているえりを見て、たけしは
どんなことを考えているだろうか。

⑵かなこが「だいじょうぶだよ。」と声をか
けたとき、たけしはどんなことを考えただ
ろうか。

⑶たけしは、どんな気持ちから「がんばって」
と声をかけたのだろうか。

●友達に助けられたことや助けたことを、その
ときの気持ちを合わせて書いたり発表したり
して。自分を見つめる。

⑴友達が困り果てている姿を見て、困惑してい
るたけしの気持ちに共感させる。
⑵えりの気持ちに寄り添って声をかけたかなこ
の行動で、えりの心に変化が現れたことと、
自分も応援している気持ちを伝えようとする
たけしの行動について話し合う。
⑶ 応援する気持ちを言葉で表せた時のたけし
の勇気と喜びに共感させるとともに、えりの
「ありがとう」から、たけしとえりの信頼関
係が深まったことを感じさせる。

がんばって

　よりよい友達関係を築くには、相手の立場を理解し、認め合いながら生活していくことが必要である。
低学年の時期は自己中心的な行動や相手の気持ちをよく考えないで発言したことによって、友達を傷つ
けてしまうことや、それがトラブルに発展してしまう事例も少なくない。そこで、友達と仲良くするこ
との大切さを実感させ、友情をはぐくめるようにしたい。
　本資料では、恥ずかしさから大きな声が出せず困った顔をしている友達を見て、応援しようとする主
人公の心の変化に着目しながら、相手の気持ちを考えた言動が友情を築くために大切であることを考え
させたい。
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（「彩の国の道徳」みんななかよし　埼玉県教育委員会）

【いじめ問題予防の視点】
　相手を尊重した言葉の大切さに気づく主人公を通して、相手の気持ちを考えず自分本位な言動で、
相手を傷つけるようなことなく、真心を持って人に接しようとする態度に結びつける。

●　相手を尊重した言葉の大切さを知り、だれに対しても真心をもって接し、言葉に気をつけて生活し
ていこうとする態度を養う。 ［内容項目2－（1）］

ね ら い

●　心のノート「人とともに生きよう」（p.34・35）を読み、言葉について話し合う。

授 業 の 流 れ

●子どもの日常生活で見られる温かな言葉を、帰りの会で話題にしたり、学級の道徳コーナーに掲示し
たりして、言葉に対する子どもの感性を深め、意欲を高められるようにする。

他の教育活動との関連

●言葉の大切さについての教師の説話を聞く。

●『かなちゃんへの手紙』を読み、話し合う。
⑴机に中から紙を出し、頭にうかんだ言葉を
そのまま書いているわたしは、心の中でど
んなことを思っていたのだろう。

⑵手紙を持ってかなちゃんの机の前に立った
時、わたしは何を考えていたのだろう。

⑶お母さんの言葉を聞き、泣きながら手紙を
細かくちぎったわたしは、どんな気持ち
だったのだろう。

●自分の学級の中など、自分の周りで増やして
いきたい言葉について考える。

⑴自分の苛立つ気持ちから、悪いこととは分かっていても、
悪口の手紙を書いてしまう主人公の気持ちを共感的に理
解できるようにする。

⑵手紙を机に入れることに迷う主人公の心の葛藤を考える
ことで、言葉の重みについての多様な考えを出し合える
ようにする。

⑶母の言葉から、相手を尊重した言葉の大切さに気づく主
人公の心の内が捉えられるようにするとともに、その後
主人公がどのような手紙を書いたかにも触れ、人を大切
にしていこうとする態度に結びつけられるようにする。

●自分の生活を振り返り、言葉に気をつけて生活していこ
うという思いがもてるようにする。

かなちゃんへの手紙

　人と人とのつながりは、よりよい社会を築いていくために不可欠であり、そのつながりは真心のこもっ
た言動によって支えられている。ところが、中学年の児童は言葉に対して無頓着な面があり、自分が言
われると傷つくような言葉でも、何気なく口にしたり文字にしたりしてしまう。児童が言葉の重みを理
解し、相手を大切にした言動ができるようにしていく必要がある。
　本資料は、自分の苛立ちから友達に悪口の手紙を書いてしまった主人公が、相手のことを考えた言葉
の大切さに気づき、手紙を書き直してみようとする資料である。言葉のもつ力を認識し、相手のことを
思いやる言葉かけがいかに大切かをじっくりと考えることができる資料である。
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　中学年の児童は、気の合う者同士で仲間をつくって楽しもうとする傾向がある。この傾向は、友達を
大切にする気持ちを育む反面、その関係に縛られて自分の意見を言えなくなったり、善悪の判断が鈍っ
たりすることにもつながる。児童が、単に仲がよいだけではなく、互いに信頼し、高め合っていける友
達関係を築くことができるようにしていく必要がある。
　本資料は、親友のぞみの行動をただ見ていただけの主人公が、姉と友達の関係を見て、自分も行動し
てみようと決意する資料である。本当の友達だからこそやれることや言えることがあり、それが友達と
して互いを高め合っていくためには必要であることに気づくことができる資料である。

（「彩の国の道徳」みんななかよし　埼玉県教育委員会）

【いじめ問題予防の視点】
　本当の友情について気づく主人公を通して、自らの友人関係を見つめ直し、友達がいじめたりい
じめられたりしているのに見たときは、注意しようとする態度に結びつける。

●　友達のことを考え、互いに理解し、信頼し、助け合いながら、友情を深めていこうとする態度
を育てる。 ［内容項目2－（3）］

ね ら い

●「友達」とはどういう人のことをいうのか、互いの考えを発表し合う。

授 業 の 流 れ

●学級活動で「友達のよいところを見つけよう」という活動を行い、記入したカードを掲示する。
●帰りの会で友達を思って行動している児童を定期的に取り上げ、互いを認め合えるようにする。

他の教育活動との関連

●相田みつをの「その人」の詩を聞く。

●『わたしとのぞみ』を読み、話し合う。
⑴物をかくし続けるのぞみを、ただ見ているだ
けのわたしは、心の中でどんなことを思って
いたのだろう。

⑵電車の中から動く景色を見ながら、わたしは
何を考えていたのだろう。

⑶わたしが思い切ってお姉ちゃんに相談しよう
と決意したのは、どのような思いからなのだ
ろう。

●自分のこれまでの生活の中で、友達から注意して
もらったり、友達のことを考えて声をかけたりし
てよかったなあと思った経験について考える。

⑴よくないこととわかっていても、友達だから何も言
えないという、主人公のもやもやとした気持ちに共
感できるようにする。

⑵友達に注意する姉と自分とを比べて、悩み、揺れ動
いている主人公の心の葛藤に思いを寄せ、多様な考
えを出し合いながら、深く考えられるようにする。

⑶「友達だからこそとやらなければと決意する主人
公の心の内を捉えらえ、本当の友達とはどういう関
係か考えられるようにする。

●自分の生活を振り返り、友達だからこそ注意し合え
る関係が大切であり、友達と注意し合おうとする態
度に結びつけられるようにする。

わたしとのぞみ
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　生命はかけがえのない大切なものである。高学年では、生命が親から子へ、そして孫へと受け継がれ
ていくことや多くの支え合いの中で生命がはぐくまれていることもわかるようになる。互いの生命を考
え大切にすることは、相手の存在を認めることで人は必要とされることに喜びを感じる。
　本資料では、自分が何気なく使っていた言葉で傷つき、存在価値を否定され深く傷つく主人公が、自
分を必要としてくれている母親の言葉に勇気づけられ、力強く生きていこうとする資料である。かけが
えのない生命を尊ぶ気持ちをだれもがもち、自分だけでなく互いに大切にしていこうという気持ちをは
ぐくみたい。

（「彩の国の道徳」夢にむかって　埼玉県教育委員会）

【いじめ問題予防の視点】
・いじめは相手の存在、尊厳を否定するものである。自他の生命のかけがえのなさを感得させ、自
己を見つめ、相手を否定するような言動をしないようにする。

●　生命について考え、自他の生命を尊重し、それぞれの親から受け継いだ生命を互いに大切にしよう
とする態度を育てる。 ［内容項目3－（1）生命尊重］

ね ら い

●　「この世から去れ」という言葉を聞いてどんな感じがしますか？

授 業 の 流 れ

●　理科「メダカの誕生・人の誕生」で自分を含め、次の世代に受け継がれていく動物や植物の命を調
べ、神秘さを感じとらせる。

他の教育活動との関連

●心のノート「今生きているわたしを感じよう」を聞く。

●　幸恵の気持ちを中心に「生命」について考
えていく。
⑴「友達の悪口や人をけなしたりするような
ことは言わない。」とお母さんにどんな気持
ちで言ったのだろう。
⑵何気なく使っていた「この世から去れ」と
いう言葉が書かれ手紙を見てどんなことを
考えたのだろう。
⑶「わたしがいてよかった？」に対するお母
さんの返事を聞いてどんなことを考えたの
だろう。

●この学習を通して考えたことを書き、話し合う。

⑴「人を傷つける言葉」と「ギャク」を自分勝手
に結びつけ使ってしまう幸恵に共感させる。

⑵言葉は人を傷つける道具になり、悩む幸恵の心
情を考えることで、相手に対する言葉かけ、自
分の存在価値、生命についての多様な考えを引
き出すようにする。
⑶人から自分の存在が認められることは、何にも
代え難いことだということ、そして、親からも
らった生命の大切さをしっかりと押さえる。
●自他の生命を大切にすることは相手を尊重し、
大切にすることでる。書く活動を通し、日常の
言動をじっくり見つめ、考えさせる。

わたしって何
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　いじめには、いじめている人、いじめられている人、まわりで見ている人がいる。多くは見ている人
であり、その中には何とかしたいけれど、巻き込まれたくないという思いを抱えている人も多い。自分
に矛先が向くことが怖いと思う気持ちや自分が嫌われたくないという思いもあるだろう。しかし、この
まわりの見ている人が公正・公平な態度をとることが大切で、クラスという雰囲気を変えていき、いじ
めを生まない人間関係になっていく。本資料は学級内でいじめがおきている資料である。直接かかわり
の深い内容だが、主人公のもっている正義感、迷い、いじめている子たちに対する怖さなど、追体験さ
せることで公正公平に行動する態度を養っていきたい。

 （「彩の国の道徳」夢に向かって　埼玉県教育委員会）

【いじめ問題予防の視点】
　児童一人一人には、自分よりも弱い立場の人をつくるなど、いじめにつながる気持ちが潜んでい
る。その心に切り込み、正対し共に考えていく場を設けることが大切である。

●　相手の立場を考え、公正・公平に行動しようとする態度を育てる。
 ［内容項目4－（2）］

ね ら い

●　いじめを見かけたことがありますか？その時の気持ちは？（アンケートをしようする。）

授 業 の 流 れ

●社会科の身分制度の仕組みの学習において、心のノートを使いながら差別を許さない心を育てる。
●総合的な学習の時間を通して、福祉体験、高齢者体験等、公平意識の態度を育成する。

他の教育活動との関連

●教師の説話を聞く。

●　私の気持ちを中心に考えていく。
⑴私はどんな気持ちで、ひとりでいる明菜の
ところに行き、進んで声をかけたのだろう。

⑵明奈のところに行かなくなった私は、どん
なことを考えていたのだろう。

⑶「あなたも同じ…」という言葉を聞いて私
はどんなことを思ったのだろう。

⑷私は立ち上がり、クラスに何を訴えたので
しょう。それは、どんな気持ちからだろう。

⑴まわりとは違う、わたしはいじめをしないと思ってい
る主人公に共感させていく。

⑵明奈を心配する気持ちと自分を守りたい気持ちの両方
を取り上げ、思い悩む思いを押さえる。

⑶傍観者もいじめる人と同じように相手を傷つけている
ことに気づくような意見を引き出していく。

⑷私を突き動かした気持ちを考えさせる。
　いじめは、とくに見ている人が勇気をもって公正公平
な態度をとることが大切であり、そんな雰囲気がうま
れることで、いじめはなくなり、互いを認め合うこと
になることを押さえる。

あなたも同じ・・・
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　人は一人では生きていくことはできない。互いに助け合い、協力し合うことで、初めて生きていくこ
とができる。豊かな人間関係を築いていくためにも、周囲の支えや善意によって日々の生活や今の自分
があることに気づき、それに対する感動や喜びの表出として感謝の気持ちを素直に表現し、相手に届け
られる心を持てるようにしたい。
　本資料は、文化祭の準備に追われ仲間を責める生徒会長の宏が、副会長である拓海の一言から感謝の
大切さに気づく資料である。子供たちには、日々の生活が自分を含めた互いの助け合いによって支えら
れていることに気づかせ、感謝の念を持つことの大切さを考えさせる資料である。

（「彩の国の道徳」自分を見つめて　埼玉県教育委員会）

【いじめ問題予防の視点】
　人は日々の生活で共に助け合い、互いに感謝することに気づかせ、自ら豊かな人間関係を築こう
とする態度を育て、いじめをしない人間関係づくりを意識させるようにする。

●多くの人々の善意や支えによって今の自分があることに感謝し、それに素直に応え相手に届けようと
する態度を育てる。 ［内容項目2－（6）］

ね ら い

●事前アンケートから友達に助けられた経験について意見を出し、そのときに感じたことについて話し
合う。

授 業 の 流 れ

●学級活動や特別活動・・体育祭や合唱祭といった学校行事や学級活動の中で、自己理解・他者理解・信頼
関係づくりを行い、感謝の気持ちを持って仲間に接しようとする意識を育む視点で教育活動を進める。

他の教育活動との関連

●豊かな人間関係と「感謝」について、教師の説話を聞く。

●文化祭の準備を通して宏が気づいたことを中
心に、「感謝」とは何なのかを話し合う。
⑴咲紀が担当する装飾の仕事が遅れているの
を見て、宏はどんな思いを感じているだろ
うか。

⑵拓海の態度に、宏はなぜ何も言い返すこと
ができなかったのだろうか。

⑶新聞をまとめているうちに、宏はどんなこ
とに気づいたのだろうか。

⑷文化祭当日の朝、拓海から感謝されている
話を聞き、宏はどんなことに気づいたのだ
ろうか。

●　一人一人の思いや考えを大切にし、それぞ
れの意見のよさを広めるようにする。
⑴会長としての責任から、周りを責めてしまう
宏の気持ちに共感させる。
⑵拓海に言われたことにすっきりしない気持ち
を感じながらも、自身の言動を顧みている宏
の気持ちの変化を感じ取らせる。
⑶周囲の助けがあって文化祭の準備ができてい
ることに気づいたことをとらえさせる。
⑷互いに感謝することの大切さを考えさせ、感
謝する気持ちが豊かな人間関係づくりに大切
なことに気付かせる。

忘れていたこと
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　人は他の人との関わりにおいて生きるものであり、よりよく生きたいという願いをかなえるためには、
差別や偏見のない社会の実現が不可欠である。よりよい社会の実現のためにも、生徒が差別や偏見のあ
る不公平な社会に対して、それを否定するようなたくましい心を持ち、望ましい社会を実現する強い心
を持てるようにしたい。
　本資料は、男尊女卑の風潮の中、日本最初の公認女性医師となった荻野吟子を扱った資料である。女
性の人権が軽視されるという当時の社会に対し、公平でよりよい社会の実現のために強く生きた荻野吟
子の生き方を通して、差別や偏見に立ち向かう気持ちと向き合うことのできる資料である。

（「彩の国の道徳」自分を見つめて　埼玉県教育委員会）

【いじめ問題予防の視点】
　よりよい社会の実現について考えさせることで、差別や偏見を許さない強い心や、いじめを許さ
ないたくましさを持てるようにする。

●あらゆる差別や偏見をなくすように努力し、よりよい社会の実現に努めようとする態度を育てる。
 ［内容項目4－（3）］

ね ら い

●荻野吟子の一生やその業績について知る。また、当時の封建的な風潮についても触れる。

授 業 の 流 れ

●学級活動・・学級でのあらゆる生活場面で、いじめや差別、偏見を許さない強い心と、一人一人がよ
りよい学級を作っていこうという意識を育む視点で教育活動を進める。

他の教育活動との関連

●　よりよい社会について教師の説話を聞く。

●荻野吟子の差別や偏見に負けない生き方から、
よりよい社会とは何なのかを話し合う。
⑴ただ一人の女性というだけで、露骨な嫌が
らせを受けた吟子はどんな気持ちだったの
だろうか。

⑵医院開業の許可が却下されても、許可を得
るための運動を続ける吟子を支えたのはど
のような気持ちだったのだろうか。

⑶ついに受験機会を与えられた吟子はどんな
ことを考えているのだろうか。

⑷よりよい社会をつくるためには、どんなこ
とが大切なのだろう。

⑴女性というだけで差別を受ける苦しさをおさ
えるとともに、このような社会に対して憤り
を感じる主人公の気持ちに共感させる。 
⑵差別や偏見を受けても運動を続ける主人公の
生き方から、よりよい社会にしたいという強
い思いを浮き彫りにする。
⑶主人公の強い心が社会を変えたことに着目さ
せる。
⑷これまでの話し合いをもとに、差別や偏見の
ない社会を実現するためには、どのようなこ
とが大切なのかを考えさせる。

最初の公認女性医師・荻野吟子
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　中学生になると、自我に目覚め、自主的に考え、行動することができるようになる。しかし、中学生
の時期は他人の言動に左右され、流されやすい面がある。自らの意志ではなく、集団で特定の個人を避
けたり、いじめたりする場面も見られる。そこで、何が正しくて、何が誤りであるのか、自ら善悪の判
断をして、望ましい行動がとれるようにしたい。
　本資料は、新年にメールの返信をしなかった友達のことを周りの友人たちが避けはじめ、主人公が「周
りの友達」と「ひとりの友達」の間で揺れるという資料である。子どもたちには、周りに流されずに自
分で正しい判断をし、誠実に生きようとする勇気を与えられる資料である。

（「彩の国の道徳」自分を見つめて　埼玉県教育委員会）

【いじめ問題予防の視点】
　一時の感情や周りの意見に流されることなく、自主的に判断することの大切さを自覚し、衝動的
な感情や雰囲気で他を傷つけることがないようにする。

●他人の言動に左右されることなく、自主的に善悪の判断ができ、自分や他人に対して誠実に行動する
態度を育てる。 〔内容項目1－（3）〕

ね ら い

●心のノート『自分のことは自分で決めたい』のページを使い、どんな時に「まわりの意見に流される
自分」がいたか、記入して経験を思い出す。

授 業 の 流 れ

●学級活動…係活動や給食、清掃の場面で、自主的に正しい判断で行動しようとする態度を育てる。
●情報教育…携帯電話やインターネット、メールの使い方など、情報モラル教育と関連させる。

他の教育活動との関連

●周りに流されずに、自分で考えて誠実に行動し、生き方の自信を得た教師の経験談を聞く。

●主人公「美香子」の気持ちを中心に話し合う。
⑴真希に「優子はメール来ないからいいん
じゃない？」とメールを受けた美香子は、
どんな気持ちだったのだろうか。

⑵美香子はどうして、「ちょっと。真希、待っ
て」と言って真希の携帯を取り上げたのだ
ろうか。

⑶美香子はどんな気持ちで、「私、優子にあ
やまりたい。」と真希に電話したのだろう
か。

⑴優子のことも大切にしたいと考えながらも、
真希の意見に流されてしまう美香子の気持ち
に共感させる。
⑵真希の優子に対する行動がエスカレートする
中で、周りに流されずに真希のことを守ろう
とする美香子の勇気を考えさせる。
⑶自分で善と悪の判断をして、自分や友達に対
して誠実に行動しようとする美香子の気持ち
の変化に気づかせる。

私たちの初詣
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　真の友情とは、相互に変わらない信頼があって成り立つものである。そして、相手の人間的な成長を
願い、互いに励まし合い、高め合える関係である。中学生の時期になると、そのような関係になれる友
達を求めるようになる。生徒には、相手の表面的な言動だけでなく、内面的なよさに目を向け、相手の
成長を心から願って互いに励まし、忠告し合える信頼関係を育てたい。
　本資料は、友達が自分から入部したい部と違う部に誘われた主人公が、「自分がやりたいこと」と「友
達関係」の２つの思いで迷うという資料である。子どもたちには、望ましい友人関係や自分自身の友達
関係を省みることのできる資料である。

（「彩の国の道徳」自分を見つめて　埼玉県教育委員会）

【いじめ問題予防の視点】
　いつも一緒に行動するのが友達だと考える傾向は強いが、真の友情について考え、離れていても自己の目標に向かって成長する
ことを願い合う信頼できる友達関係の大切さに気づかせたい。つらいときにも支え合える友達関係の大切さに気づかせていきたい。

●　友達関係について考えを深め、互いに励まし合い、高め合える友達を求めようとする態度を育てる。
 ［内容項目2－（3）］

ね ら い

●『本当の友だち』とはどんな友だちなのだろうか。事前アンケートを活用し、自分たちが現在どう考
えているのかを知る。

授 業 の 流 れ

●学級活動・・・話し合い活動を進める中で、自己理解や他者理解、信頼関係づくりを行うことで、友
達関係を広げ、深めていくきっかけとしたい。

他の教育活動との関連

●　真の友情や望ましい友達関係ついて、教師の説話を聞く。

●主人公「雅恵」の気持ちを中心に話し合い、
「本当の友だち」とはどういうことなのか考
える。
⑴「ごめん、バスケット部に行こうと考えて
いたの」と由美に言ってしまった雅恵は、
どんな気持ちだったのだろうか。

⑵「バスケット部やめて、ソフト部に行こう
かな」とつぶやいた雅恵は、どんな気持ち
だっただろうか。
⑶由美に「雅恵とは、これからも大切な友だ
ちだよ。」と言われて、雅恵はどんなこと
に気づいたのだろうか。

⑴友達の誘いを断った雅恵の気持ちを考えさせ、
バスケット部入部への思いの強さを感じ取ら
せる。
⑵雅恵の心の葛藤に気づかせ、「友情」につい
ての多様な考えを引き出すようにする。

⑶「本当の友だち」とは信頼し、支え合うこと
が大切であることに気づかせ、自分の友達関
係を振り返らせる。

仮入部
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　互いのもつ異なる個性を見つけ、違うものを違うと認め、ときには許す私心のない寛容な心、偏狭な
ものの見方や考え方のない広い心を育てたい。
　本資料は、予想外にバスケットボール部の副部長に指名された主人公康太が、部長のケガ、その原因
となったチームメートとの関係を通して、自他の個性の違いに気づき自らを振り返り、相手の立場に立っ
た寛容な心について考えるという資料である。

（平成24年度埼玉県道徳教育指導資料作成委員会）

【いじめ問題予防の視点】
　中学生の時期は、同調過剰の傾向を生じ、いじめのような問題に発展することもある。多様な個性を認め合い、それ
ぞれの差異を尊重するという態度を育てることにより、互いに認め合い、許し合う人間関係づくりにつなげさせたい。

●　互いの個性や立場を理解し、それぞれの差異を尊重し許し合える寛容な態度を育てる。
 ［内容項目2－（5）］

ね ら い

●「自分だけが、なんで……。」というような経験をしたことについて、事前アンケートを行い、その
結果を提示し、簡単に話し合う。

授 業 の 流 れ

●学級活動、部活動、委員会活動等において、他の人との交流を通じて、自分の考えを広げ豊かにする
ことにより、互いを認め合い、許し合える人間関係づくりにつなげる。

他の教育活動との関連

●　他の人の考えや行動から、自分の考え方が大きく変わり、人間的に成長したという経験について、教師の説話を聞く。

●主人公「康太」の気持ちを中心に話し合う
⑴勇人についてのチームメートからの言葉を
聞きながら、「康太」はどんな気持ちだっ
たのだろう。

⑵心のパスが届いていることに気づいた「康
太」はどんな気持ちだったのだろう。

⑶勇人への電話を手にする「康太」は、どん
なことを考えているだろうか。

●主人公と友だちの姿を通して、あらためてど
んなことを考えましたか。

⑴部長のいないチームの現状や勇人の対応に苦
悩する主人公に共感させるとともに、自分に
ない良さをもつ直也や勇人に対する主人公の
気持ちに着目させる。
⑵「自分が認められている」ことへの喜びだけ
でなく、勇人や直也の考えや立場についても
気づいていく康太の多様な思いを引き出すよ
うにする。
⑶康太の覚醒した心情を十分に押さえる。

●主人公の、自分自身や勇人に対する思いの変
化について感じさせる。

心のパス交換
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　他者との良好な人間関係を構築することは、人間が社会生活を営む上で極めて重要である。しかし、
ちょっとした言動の行き違いが原因で人間関係が壊れてしまうこともある。そこで、望ましいコミュニ
ケーションの在り方について考え、実践しようとする態度を育成することが大切である。
　資料に登場する彩香は、相手の気持ちを考えずに自己を主張する。また、奈緒は、相手に合わせてし
まって自分の意見や考えを相手に上手く伝えることができない。資料を通して、友達に対する正しく理
解しようとする心情を育てたい。

（「彩の国の道徳」明日をめざして　埼玉県教育委員会）

【いじめ問題予防の視点】
　真の友情について考え、自己の友達関係を見つめ直すことで、生徒が友達をいじめたり、あるい
は友達がいじめられているのを見て見ぬふりしたりすることのないようにする。

●　他者を正しく理解し、言葉による意思の疎通が図れ、寛容な心で友達と接していこうとする態度を
育てる。 〔内容項目2－（1）〕

ね ら い

●　友達に対して、今までに言ってはいけないことを言ってしまって、いやな気分になった経験はあり
ますか。

授 業 の 流 れ

●　学級活動・学年行事・学校行事を進める中で、他者理解を深め、良好な人間関係を構築して行こう
とする態度を育てる。

他の教育活動との関連

●　寛容に関する教師の説話を聞く

●　「後味の悪い再会」を読んで、奈緒の気持
ちを中心に話し合う。
⑴彩香の話を聞いているときの奈緒はどんな
気持ちだったのだろうか。

⑵奈緒が彩香に言ってしまったことは仕方が
ないことだったのだろうか。

⑶奈緒はこのあと、どうしただろうか。

●人間関係を築いていく上で、これから気をつ
けたいこと、または、今まで気を付けてきた
ことは何か。

⑴見たいテレビがあるのに我慢して彩香の話を
聞いている奈緒の気持ちに共感させる。
⑵帰りたい気持ちを伝えることはよいのだが、
奈緒の言い方がよくなかったことに気付かせ
る。
⑶グループ内で奈緒役と彩香役になり、望まし
い人間関係を築くために何が必要かを考えて
いく。
●　他者を正しく理解し、良好な人間関係を構
築して行くことについて考えを深める。

後味の悪い再会
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（「彩の国の道徳」明日をめざして　埼玉県教育委員会）

【いじめ問題予防の視点】
　村人の差別や偏見にとらわれていることなくたった一人で娘をかばった母の姿を通し、相手の立
場にたって、物事を考えられるようなやさしさや勇気ある気持ちを育てる。

●　差別や偏見がいかに同じ人間を苦しめているかについての理解を深め、その社会に立ち向かう勇気
を学ぶ。 ［内容項目4－（3）］

ね ら い

●　郷土の偉人の「渋沢栄一」の業績について理解させ、社会貢献を通じて、差別や偏見のない平和な
社会の実現へ向けて努力しようとする姿勢を育てる。

授 業 の 流 れ

●　学級活動・学年行事・学校行事を進める中で、他者理解を深め、差別や偏見をなくそうとする意欲
を高めさせる。

他の教育活動との関連

●　誠の心とは、どういうものか教師の説話を聞く。

●　母親のとった行動から「渋沢栄一」は何を
学んだのかを話し合う。
⑴栄一は病気の娘に対し、どんな思いを抱い
ていたのか。

⑵娘は、まわりの村人に対し、どんな気持ち
でいたのか。

⑶まわりの村人は娘に対し、どんな気持ちで
いたのか。

⑷母親は栄一のどんな態度が悲しかったのか。

●　母親、村人、娘の気持ちも考えることで、
様々な考え方があることに気付かせる。
⑴娘を積極的に差別したわけではないし、自分
の母親に対する心配もあったことも理解させ
る。 
⑵差別されている人間の気持ちをくみ取らせる。

⑶村人の娘に対する考えと似ている事例は、自
分たちの生活にないかを話し合わせる。
⑷母親は栄一にどんな大人になってほしいと
思っていたかを話し合わせる。

誠の心　　　～渋沢栄一物語～

　21世紀の現在においても、人種・宗教・国籍・病気等によって様々な差別がなくならない状況がある。
そこで、地球上の人類がみな平等に権利を有するものであることを学び、差別や偏見のない社会の実現
に努めようとする態度を育てる。
　埼玉県の偉人のひとりである渋沢栄一の生涯のエピソードを通じて、差別や偏見のない社会の実現に
向け、生徒たち一人一人が、「自分はどう在るべきか」について考え、人間の誇りある生き方について
思いを馳せることができる資料である。
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（「彩の国の道徳」明日をめざして　埼玉県教育委員会）

【いじめ問題予防の視点】
・友人の誘いに流れてしまう人間の弱い部分に気づかせながらも、悪への迎合に陥らない気持ちも
あることに気づかせる。また、いじめを受けても周囲に助けてくれる人がいることに気づかせる。

●　人間には、弱い部分もあるがそれを克服する強さや気高さを持ち合わせていることに気づかせ、誇
り高い生き方を選択できるようにする。 ［内容項目３－（３）］

ね ら い

●　メールを含むインターネットの利用はどんなときに行っているか。
●　メールを含むインターネットの利用の危険性にはどんなことがあるか。

授 業 の 流 れ

●　情報の授業や学級活動・学年行事・学校行事を進める中で、他者理解を深め、良好な人間関係を構
築する態度を育てる。

他の教育活動との関連

●　人間の持つ弱さと強さについて、教師の説話を聞く。

●　「見えない相手」を読み、主人公の気持ち
を中心に話し合う。
⑴Ａ子と親しくなり始めた頃、メールを含む
インターネットの利用を主人公はどう感じ
ていたか。

⑵Ａ子からＢ子の悪口を「掲示板」に書き込
むように誘われたとき、主人公はどう感じ
たか。

⑶誘いに応じなかったために、ネットいじめ
にあった主人公はどう感じたか。

●友達の多様な意見にふれることで、それぞれ
の感じ方や考え方のよさに気付かせる。
⑴直接顔を合わせずにやりとりできることから、
自分の本心を気安く他人に伝えられるツール
であることに気づかせる。
⑵友人の誘いだから書き込もう、という考えと、
Ｂ子はいやな気持ちになるからやめよう、と
いう考えで葛藤する感情を味わわせる。
⑶先生に打ち明け、表面上解決したものの、そ
の後も心の中に冷たい痛みを感じる主人公に
気づかせる。

見えない相手

　携帯メールやインターネットの普及により、その利用範囲は急速に広がっている。その利用の仕方に
よっては、相手を傷つけ生き方まで変えてしまうことがある。「ネットいじめ」の事例をとおして、何
が正しく、何が誤りであるかを自ら判断し、責任ある行動がとれる態度を養う。
　「掲示板」への書き込みをきっかけに、友人関係が悪化してしまった主人公。友人とのつきあいと自
分に対する誇りの間に挟まれながらも、誇りある生き方を選択した主人公の心情に迫りたい。
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