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道徳科における「畏敬の念」の指導のあり方に関する研究  

                             麗澤大学  富岡栄  

 
【 要 旨 】  
 本 論 は 、 道 徳 科 に お け る 「 畏 敬 の 念 」 の 指 導 が 難 し い と い わ れ 、 さ ら に 、 考 え 議 論 す る
道 徳 が 求 め ら れ て い る 中 で 、今 後 の 畏 敬 の 念 の 指 導 の あ り 方 に つ い て 論 述 し た も の で あ る 。
ま ず 、 学 習 指 導 要 領 に お け る 畏 敬 の 念 に 関 す る 系 譜 と 意 義 に つ い て 述 べ る 。 そ し て 、 畏 敬
の 念 の 指 導 の あ り 方 に つ い て 次 の 通 り 提 言 を 行 う 。 教 科 書 の 使 用 義 務 に よ り 、 基 本 的 に は
教 科 書 を 用 い る こ と に な る 。 よ っ て 、 教 材 研 究 が 重 要 と な っ て く る 。 畏 敬 の 念 の 指 導 に お
い て は こ れ ま で も 体 験 を 生 か す こ と が 重 視 さ れ て お り 、 今 後 も 共 通 体 験 と な る よ う に 配 慮
し つ つ 体 験 を 生 か し た い 。一 方 で 、こ れ ま で は 気 持 ち を 問 う 発 問 が 多 用 さ れ て き た 。だ が 、
主 人 公 の 気 持 ち を 問 う だ け で は 考 え 議 論 す る 道 徳 に は な り に く い 。 や は り 、 理 由 や 根 拠 を
問 う こ と が 必 要 で あ り 、 明 確 な 言 語 化 を 図 り 、 そ れ を 学 級 で 共 有 す る こ と が 重 要 で あ る 。
こ の こ と に よ り 畏 敬 の 念 の 指 導 に お い て 考 え 議 論 す る 道 徳 の 実 現 を 図 っ て い く 。  
 
キ ー ワ ー ド ：  畏 敬 の 念  考 え 議 論 す る 道 徳   体 験 を 生 か す   理 由 や 根 拠 を 問 う  
 
 
１  問 題 の 所 在 と 目 的  

平 成 27 年 3 月 に 小 中 学 校 学 習 指 導 要 領 の 一 部 が 改 訂 さ れ 、 そ れ ま で の 道 徳 の 時 間 が 、
「 特 別 の 教 科  道 徳 」（ 以 下 道 徳 科 ）と し て 位 置 づ け ら れ た 。移 行 期 間 を 経 て 、小 学 校 は 平
成 30 年 度 、中 学 校 で は 平 成 31 年 度 よ り 全 面 実 施 と な っ て い る 。こ の 道 徳 の 教 科 化 の 背 景
に は 、教 育 再 生 実 行 会 議 の 一 次 提 言（ 1）に 示 さ れ て い る 通 り 、い じ め に 起 因 し て 尊 い 命 が 絶
た れ る と い っ た 痛 ま し い 事 案 が 発 生 し た こ と や 道 徳 の 時 間 が 歴 史 的 な 経 緯 に 影 響 さ れ 大 切
だ と い わ れ な が ら も 軽 視 化 傾 向 に あ っ た こ と な ど が あ る 。 本 来 の 人 間 尊 重 の 精 神 を 育 む べ
き 道 徳 教 育 の 目 標 が 達 成 さ れ て い な い 危 機 感 か ら 、 抜 本 的 な 充 実 策 と し て 特 別 の 教 科 化 に
至 っ た の で あ る 。  

今 般 の 教 科 化 に よ り 大 き く 変 わ っ た こ と は 、 検 定 教 科 書 が 導 入 さ れ る よ う に な っ た こ と
と 指 導 要 録 に 道 徳 科 の 記 述 欄 が 設 け ら れ た こ と で あ る 。「 道 徳 の 時 間 」時 代 に も 、副 読 本 と
い わ れ る 民 間 の 出 版 社 か ら 発 行 さ れ て い る 資 料 集 な ど を 使 用 し て 授 業 が 行 わ れ て き た 。 た
だ 、 道 徳 が 教 科 で な か っ た た め に 国 に よ る 検 定 制 度 は な か っ た の で 、 副 読 本 に 収 め ら れ て
い る 資 料 の 質 は 玉 石 混 合 で あ っ た と い え る 。 道 徳 の 教 科 化 に よ り 検 定 を 経 た 教 科 書 が 供 さ
れ る こ と に な り 、 教 材 の 質 は 担 保 さ れ た こ と に な る 。 ま た 、 評 価 に つ い て は こ れ ま で 評 定
は 不 適 切 で あ る と し て も 評 価 を 行 う こ と の 重 要 性 は 学 習 指 導 要 領 に 明 記 さ れ 続 け て き た が 、
現 実 的 に は 行 わ れ て こ な か っ た 感 が あ る 。 今 回 の 教 科 化 で 道 徳 科 の 評 価 が 名 実 共 に 必 須 事
項 と な っ た 。 そ し て 、 指 導 理 念 が 明 示 さ れ た こ と も 大 き な 特 色 で あ る 。 こ れ ま で の 道 徳 の
時 間 が 決 ま り き っ た こ と を 言 わ せ た り 、 資 料 中 の 主 人 公 の 心 情 理 解 の み に 偏 っ た 授 業 が 行
わ れ た り し て い る と そ の 問 題 点 が 指 摘 さ れ 、 こ の こ と か ら 脱 却 し て 問 題 解 決 的 な 学 習 を 取
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り 入 れ る な ど し て 、「 考 え る 道 徳 」、「 議 論 す る 道 徳 」（ 以 下 考 え 議 論 す る 道 徳 と 記 述 ） へ と
転 換 を 図 る こ と が 示 さ れ た の で あ る 。  

こ の よ う に こ れ か ら の 道 徳 科 の 授 業 は 考 え 議 論 す る 道 徳 が 求 め ら れ て い る の で 、年 間 35
時 間 （ 小 1 は 34 時 間 ） の 道 徳 科 は 基 本 的 に 考 え た り 議 論 し た り す る 授 業 を 目 指 し て い く
こ と に な る 。 こ の よ う な 授 業 展 開 を 構 想 し た 時 、 い わ ゆ る 葛 藤 的 な 教 材 を 用 い る 場 合 に は
考 え 議 論 す る 道 徳 の イ メ ー ジ は し や す い で あ ろ う 。例 え ば 、ハ イ ン ツ の ジ レ ン マ（ 2）を 教 材
に 用 い た 場 合 、 薬 を 盗 む べ き か 否 か に つ い て 考 え 学 級 で 議 論 を し て い く 授 業 ス タ イ ル は 容
易 に 想 像 で き る 。 し か し 、 教 材 の 中 に は 心 情 的 な 教 材 と い わ れ る も の も あ る 。 こ の よ う な
教 材 に つ い て は 考 え 議 論 す る 道 徳 の 授 業 イ メ ー ジ は 持 ち に く い の で は な い だ ろ う か 。特 に 、
内 容 項 目 D の 視 点「 D 主 と し て 生 命 や 自 然 、崇 高 な も の と の 関 り に 関 す る こ と 」を 扱 っ た
教 材 に は 比 較 的 心 情 的 な 教 材 が 多 く 、 そ の 上 、 畏 敬 の 念 を 扱 っ た 教 材 は 、 こ れ ま で の 指 導
に お い て も 難 し い と の 意 見 が あ る 。（ 3）で は 、こ の よ う な 教 材 を 用 い た 場 合 、考 え 議 論 す る
道 徳 の 実 践 を ど の よ う に 行 っ た ら よ い の で あ ろ う か 。 こ の こ と は 、 こ れ か ら の 道 徳 科 の 指
導 の あ り 方 に お け る 課 題 の 一 つ で あ る と 考 え る 。 そ こ で 、 本 稿 で は 内 容 項 目 「 感 動 、 畏 敬
の 念 」 の 特 に 「 畏 敬 の 念 」 に 視 点 を あ て 、 こ の 道 徳 的 価 値 を 取 り 上 げ た 教 材 に つ い て 考 え
議 論 す る 道 徳 を 実 現 し て い く た め の 指 導 の 在 り 方 に つ い て 検 討 し て い く こ と と す る 。  

 
２  学 習 指 導 要 領 に お け る 「 畏 敬 の 念 」 に 関 わ る 内 容 項 目 の 概 観  

学 習 指 導 要 領 の 内 容 項 目 に 「 畏 敬 の 念 」 の 文 言 が 見 ら れ る の は 平 成 元 年 告 示 の 学 習 指 導
要 領 に お い て で あ る 。 道 徳 の 時 間 が 特 設 さ れ た 昭 和 33 年 か ら 現 行 の 学 習 指 導 要 領 に 示 さ
れ て い る 「 畏 敬 の 念 」 及 び そ れ に 対 応 す る と 考 え ら れ る 内 容 項 目 を 一 覧 表 （ 表 １ ） に す る
と 以 下 の 通 り で あ る 。           表 １  

告 示 年  校 種  「 畏 敬 の 念 」 及 び そ れ に 対 応 す る と 考 え ら れ る 内 容 項 目  
昭 和 33 年  小 学 校  美 し い も の や 崇 高 な も の を 尊 び ， 清 ら か な 心 を 持 つ 。  

中 学 校  情 操 を 豊 か に し ， 文 化 の 継 承 と 創 造 に 励 も う 。  
昭 和 43 年  
昭 和 44 年  

小 学 校  昭 和 33 年 の 内 容 と 同 一  
中 学 校  自 然 を 愛 し ，美 し い も の に あ こ が れ ，人 間 の 力 を 越 え た も の を 感 じ

と る こ と の で き る 心 情 を 養 う こ と 。  
昭 和 52 年  
昭 和 53 年  

小 学 校  昭 和 33 年 の 内 容 と 同 一  
中 学 校  自 然 を 愛 し ，美 し い も の に 感 動 し ，崇 高 な も の に 素 直 に こ た え る 豊

か な 心 を も つ 。  
平 成 元 年  小 学 校  〔 第 １ ・ ２ 学 年 〕 美 し い も の に 触 れ 、 す が す が し い 心 を も つ 。  

〔 第 ３ ・ ４ 学 年 〕 美 し い も の や 気 高 い も の に 感 動 す る 心 を も つ 。  
〔 第 ５・６ 学 年 〕美 し い も の に 感 動 す る 心 や 人 間 の 力 を 超 え た も の
に 対 す る 畏 敬 の 念 を も つ 。  

中 学 校  自 然 を 愛 し 、美 し い も の に 感 動 す る 豊 か な 心 を も ち 、人 間 の 力 を 超
え た も の に 対 す る 畏 敬 の 念 を 深 め る よ う に す る 。  

平 成 10 年  小 学 校  平 成 元 年 の 内 容 と 同 一  
中 学 校  自 然 を 愛 護 し ，美 し い も の に 感 動 す る 豊 か な 心 を も ち ，人 間 の 力 を
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超 え た も の に 対 す る 畏 敬 の 念 を 深 め る 。  
平 成 20 年  小 学 校  平 成 元 年 の 内 容 と 同 一  

中 学 校  平 成 10 年 の 内 容 と 同 一  
平 成 29 年  小 学 校  〔 第 １ ・ ２ 学 年 〕 美 し い も の に 触 れ ， す が す が し い 心 を も つ こ と 。 

〔 第 ３・４ 学 年 〕美 し い も の や 気 高 い も の に 感 動 す る 心 を も つ こ と 。 
〔 第 ５・６ 学 年 〕美 し い も の や 気 高 い も の に 感 動 す る 心 や 人 間 の 力
を 超 え た も の に 対 す る 畏 敬 の 念 を も つ こ と 。  

中 学 校  美 し い も の や 気 高 い も の に 感 動 す る 心 を も ち ，人 間 の 力 を 超 え た も
の に 対 す る 畏 敬 の 念 を 深 め る こ と 。  

 「 畏 敬 の 念 」の 文 言 自 体 は 昭 和 の 時 代 の 学 習 指 導 要 領 に は み ら れ な い が 、「 畏 敬 」が「（ 崇
高・偉 大 な も の を ）か し こ ま り 敬 う こ と 」（ 4） と 説 明 さ れ て い る こ と を 考 え る と 、畏 敬 の 念
の 内 容 の 指 導 が 昭 和 時 代 に も 求 め ら れ て い た こ と が 分 か る 。 で は 、 何 故 、 直 接 的 に 「 畏 敬
の 念 」 と 表 記 さ れ な か っ た の か 。 こ の こ と の 理 由 に つ い て 城 ケ 崎 滋 雄 は 以 下 の よ う に 分 析
し て い る 。昭 和 33 年 の『 小 学 校 道 徳 指 導 書 』を 実 質 的 に 執 筆 し た の は 奥 田 真 丈 （ 5）で あ っ
た 。 そ の 際 、 奥 田 が 畏 敬 の 念 の 文 言 を 使 用 し な か っ た こ と に つ い て 城 ケ 崎 は 次 の よ う に 述
べ て い る 。「 本 当 は『 畏 敬 の 念 』と し た か っ た の で あ ろ う が 、当 時 は『 道 徳 に 対 す る 批 判 的
な 風 潮 』が 徳 目 と し て 執 筆 で き な か っ た 。時 代 が 許 さ な か っ た の で あ る 。そ こ で 、『 主 と し
て 道 徳 的 心 情 、 道 徳 的 判 断 力 に 関 す る 内 容 』 と し て 『 美 し い も の や 崇 高 な も の を 尊 び 、 清
ら か な 心 を 持 つ 』と い う『 や ま と 言 葉 』に 置 き 換 え た 。『 畏 敬 の 念 』と い う 徳 目 は 記 述 す る
こ と は で き な か っ た が 、内 容 を 加 え る こ と は で き た 。」（ 6）と 、修 身 と の 関 連 で 歴 史 的 な 経 緯
か ら 畏 敬 の 念 を 明 記 で き な か っ た こ と を 説 明 し て い る 。 ま た 、 畏 敬 の 念 が は ば か れ る 理 由
と し て は 畏 敬 の 念 が 宗 教 を 連 想 さ せ る こ と も あ げ ら れ よ う 。 周 知 の と お り 、 宗 教 教 育 は 教
育 基 本 法 第 15 条 の 規 定 に よ り 禁 止 さ れ て い る 。「『 畏 敬 の 念 』と い う 言 葉 は 、宗 教 的 な 雰 囲
気 を 醸 し 出 す 言 葉 で あ り 、 そ れ ま で 一 般 的 に 使 わ れ な か っ た 言 葉 で あ る た め 、 教 育 現 場 に
は な か な か 浸 透 し な か っ た 。」（ 7 ） と 述 べ ら れ て い る こ と か ら も 、 畏 敬 の 念 の 言 葉 自 体 に 一
定 の 距 離 を 置 い て い た こ と が 分 か る 。 こ の よ う に 、 畏 敬 の 念 と い う 文 言 を は ば か る よ う な
時 代 的 な 背 景 や 言 葉 に 付 き ま と う イ メ ー ジ が あ っ た ゆ え に 、 道 徳 の 時 間 特 設 当 初 か ら し ば
ら く の 期 間 、 学 習 指 導 要 領 に お い て は 「 畏 敬 の 念 」 の 文 言 が 直 接 的 に 表 現 さ れ な か っ た も
の と 思 わ れ る 。  

道 徳 の 時 間 特 設 以 後 、教 育 関 係 の 文 書 に お い て「 畏 敬 の 念 」の 文 言 が 見 ら れ る の は 、昭 和
41 年 に 示 さ れ た 「 期 待 さ れ る 人 間 像 」 の 中 に お い て で あ る 。 そ の 「 第 ２ 部  日 本 人 に と く
に 期 待 さ れ る も の  第 １ 章  個 人 と し て  5 畏（ い ）敬 の 念 を も つ こ と 」に お い て「 以 上 に
述 べ て き た さ ま ざ ま な こ と に 対 し ， そ の 根 底 に 人 間 と し て 重 要 な 一 つ の こ と が あ る 。 そ れ
は 生 命 の 根 源 に 対 し て 畏 敬 の 念 を も つ こ と で あ る 。 人 類 愛 と か 人 間 愛 と か い わ れ る も の も
そ れ に 基 づ く の で あ る 。」と 、畏 敬 の 念 を も つ こ と の 重 要 性 が 述 べ ら れ て い る 。こ の よ う に
畏 敬 の 念 の 用 語 が 盛 り 込 ま れ る よ う に な っ た の は 、 教 育 の 目 的 を 達 成 し て い く た め に は そ
の 根 本 に お い て 人 間 尊 重 の 精 神 を 養 う こ と が 不 可 欠 だ か ら で あ る 。 人 間 尊 重 を 支 え る も の
こ そ が 、 相 手 に 対 し て の 敬 意 を 持 つ こ と と 生 あ る も の に 対 す る 畏 敬 の 念 だ と し て い る 。 こ
の よ う に 、 畏 敬 の 念 を 培 っ て い く こ と の 重 要 性 が 指 摘 さ れ た 。 こ こ で は 、 特 に 生 命 あ る も
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の に 対 す る 畏 敬 の 念 を も つ こ と が 強 調 さ れ て い る 。  
ま た 、昭 和 62 年 臨 時 教 育 審 議 会 第 4 次 答 申（ 最 終 答 申 ）で は「 児 童・生 徒 が 自 然 環 境 の

中 で 生 活 す る 機 会 を 増 大 さ せ ， そ の 生 命 力 ， 活 力 の 維 持 ・ 向 上 ， 生 命 や 自 然 へ の 畏 敬 の 念
や 豊 か な 情 操 の 涵 養 を 図 っ て い く た め ， 学 校 教 育 全 体 の 中 で 『 自 然 学 校 』 を 積 極 的 に 推 進
し て い く 。」と 示 さ れ て い る 。こ こ で は 、特 に 畏 敬 の 念 を 育 ん で い く た め に 自 然 体 験 の 実 施
が 推 奨 さ れ て い る 。 以 上 の よ う な 公 の 文 書 の 中 に 、 そ の 理 由 と 共 に 「 畏 敬 の 念 」 の 重 要 性
が 示 さ れ た こ と や 、時 代 の 経 過 と と も に 抵 抗 感 が 薄 れ て き た こ と で 、「 畏 敬 の 念 」が 平 成 元
年 の 学 習 指 導 要 領 に 明 示 さ れ る よ う に な っ た の で は な い か と 考 え る 。  

 
３  「 畏 敬 の 念 」 が 内 容 項 目 に 位 置 付 け ら れ る 意 義  
 諸 富 祥 彦 は 道 徳 授 業 で 畏 敬 の 念 の 指 導 を 積 極 的 に 行 う こ と を 勧 め て い る 。 そ の わ け は
「 “畏 敬 の 念 ”こ そ 、 ほ か の あ ら ゆ る 道 徳 的 価 値 を 基 礎 づ け 、 価 値 づ け る も の だ か ら で す 。
“畏 敬 の 念 ”な し で は 、 ほ か の あ ら ゆ る 道 徳 的 価 値 が そ の 価 値 の 重 み を 失 い 、 軽 々 し い も の
と な っ て し ま い ま す 。 “畏 敬 の 念 ”が あ っ て こ そ 、 ほ か の あ ら ゆ る 道 徳 的 価 値 が そ の 価 値 と
し て の 重 み を 取 り 戻 す こ と が で き る の で す 。」（ 8）と 、畏 敬 の 念 の 重 要 性 を 説 明 し 、だ か ら こ
そ 意 欲 的 に 指 導 を し て い く こ と を 説 い て い る の で あ る 。 こ の よ う に 、 諸 富 は 畏 敬 の 念 が 道
徳 的 価 値 の 中 心 的 な 役 割 を 担 っ て い る 重 要 な 価 値 で あ る こ と を 指 摘 し て い る 。 た だ 、 こ の
よ う に 畏 敬 の 念 の 価 値 の 重 要 性 を 指 摘 し て い る が 、 畏 敬 の 念 が あ ら ゆ る 道 徳 的 価 値 の 基 礎
づ け に な る こ と に 関 し て の 根 拠 に つ い て は 言 及 し て い な い 。 や は り 、 畏 敬 の 念 の 指 導 が 重
要 で あ る こ と の 理 由 や 学 習 指 導 要 領 に 位 置 付 け ら れ て い る 意 義 に つ い て 明 ら か に し て お く
こ と が 大 切 だ と 感 じ る 。 畏 敬 の 念 の 必 要 性 の 理 由 を 知 り そ の 認 識 を 深 め て い く こ と で 、 畏
敬 の 念 の 指 導 に 関 し て の 意 識 が よ り 強 固 な も の に な っ て い く と 思 わ れ る 。  

金 井 良 太 は 「 倫 理 観 と い う の は 、 人 間 の 脳 の 中 に あ る 根 本 的 な 道 徳 感 情 に 由 来 す る 。 人
類 が 誕 生 し 集 団 生 活 を 行 う な か で 、 倫 理 的 な 感 覚 を も つ 集 団 が 生 存 に 有 利 で あ っ た が た め
に 、倫 理 観 を も つ 脳 が 自 然 選 択 に よ っ て 選 ば れ て き た 。」（ 9）と 述 べ 、人 間 に 倫 理 観 が 育 ま れ
た の は 自 ら の 命 を つ な い で い く た め に 生 じ た の だ と 説 明 し て い る 。 人 間 は 一 人 で は 生 き て
行 け ず 、 必 然 的 に 集 団 の 中 で 生 活 を し て い く こ と に な る 。 す る と 、 集 団 生 活 を 営 ん で い く
う ち に は い ろ い ろ な 軋 轢 が 生 じ 、 ト ラ ブ ル が 発 生 す る 。 こ の よ う な 中 で 、 お 互 い が 気 持 ち
よ く 円 滑 に 生 活 を 営 む た め に 倫 理 観 が 育 ま れ 道 徳 が 生 じ た と い う こ と で あ ろ う 。 す る と 、
も し 、 道 徳 が 集 団 生 活 を 営 ん で い く 上 で の 潤 滑 剤 だ と す れ ば 、 集 団 生 活 を 営 む 上 で 有 用 な
道 徳 的 価 値 さ え 重 視 す れ ば よ い こ と に な る 。 学 習 指 導 要 領 に 示 さ れ て い る 「 A 主 と し て
自 分 自 身 に 関 す る こ と 」「 B 主 と し て 人 と の 関 り に 関 す る こ と 」「 C 主 と し て 集 団 や 社 会
と の 関 り に 関 る こ と 」 の 視 点 の 内 容 は 、 ま さ に 、 集 団 生 活 を 営 ん で い く 上 で 重 要 な 価 値 と
い え る 。 私 た ち の 生 活 に 密 着 し た 価 値 と い え よ う 。 で は 、 畏 敬 の 念 は ど う だ ろ う か 。 は た
し て 、 私 た ち が 生 活 を 営 ん で い く 上 で 役 立 つ の で あ ろ う か 。 過 去 に お い て は 、 地 震 や そ れ
に 伴 う 津 波 な ど の 自 然 災 害 、あ る い は「 風 神 」「 雷 神 」の よ う に 自 然 現 象 を 神 に 見 立 て 、こ
れ ら を 畏 敬 の 念 の 対 象 と し て い た の か も し れ な い 。 だ が 、 そ れ は 畏 敬 の 念 の 「 敬 う 」 と い
う 思 い よ り 「 畏 怖 」 つ ま り 、 お の の き 恐 れ を 抱 く 感 情 の ほ う が 強 か っ た と 思 わ れ る 。  
 現 在 の 道 徳 教 育 に あ っ て は 、 た だ 単 に 畏 怖 だ け で な く 、 敬 う と い う こ と を 含 意 し た 「 畏
敬 の 念 」 を 育 む こ と が 求 め ら れ て い る 。 学 校 教 育 で 求 め ら れ て い る 畏 敬 の 念 の 対 象 と し て



実践研究論文 

77 
 

は 、 生 命 、 自 然 、 人 間 の 崇 高 な 生 き 方 や 心 の 清 ら か さ な ど が 考 え ら れ 、 こ れ ら に 関 わ る 畏
敬 の 念 を 培 っ て い く こ と に な る 。 こ の 中 で 、 生 命 に 対 す る 畏 敬 の 念 の 育 成 の 必 要 性 を 村 田
昇 は 次 の よ う に 説 明 し て い る 。「『 人 間 尊 重 の 精 神 』 は 『 生 命 に 対 す る 畏 敬 の 念 』 に 基 づ い
て こ そ 真 な る も の と な り う る の で あ り 、 実 際 に は 『 生 命 に 対 す る 畏 敬 の 念 に 基 づ く 人 間 尊
重 の 精 神 』と し て 捉 え ら れ る べ き で あ ろ う 。」（ 10） と 述 べ 、教 育 の 根 幹 を な す 人 間 尊 重 の 精
神 を 養 う う え で 、 生 命 尊 重 に 関 わ る 畏 敬 の 念 を 培 っ て い く こ と が 欠 か せ な い と し て い る 。
こ の 意 味 に お い て 、生 命 尊 重 に 関 す る 畏 敬 の 念 を 培 っ て い く 必 要 性 が 見 い だ せ る 。そ し て 、
自 然 や 崇 高 な 生 き 方 に 関 わ る 畏 敬 の 念 を 培 っ て い く こ と の 意 義 に つ い て は 次 の よ う に 考 え
ら れ る 。 人 間 の 力 で は 決 し て 創 り 出 す こ と は で き な い 自 然 の 織 り な す 美 し さ 雄 大 さ に 感 動
し 、 そ の 神 秘 さ に 触 れ 感 じ る こ と で 養 わ れ て い く 自 然 に 対 す る 畏 敬 の 念 は 、 人 生 を 豊 か で
味 わ い 深 い も の に し て い く の に 役 立 つ で あ ろ う 。 ま た 、 崇 高 な 生 き 方 や 人 間 の 心 の 清 ら か
さ に 対 し て 養 わ れ る 畏 敬 の 念 は 、 往 々 に し て 安 き に 流 れ 独 善 的 に な り や す い 人 間 の 心 を 振
り 返 ら せ て く れ 、 人 間 と し て の 尊 厳 を 持 っ た 有 意 義 な 生 き 方 へ の 示 唆 を 与 え て く れ る と 思
わ れ る 。こ の よ う に 、「 畏 敬 の 念 」が 内 容 項 目 に 含 ま れ て い る 意 義 は 、教 育 の 根 本 に 関 わ っ
て 欠 か す こ と が で き な い 内 容 で あ る と と も に 、 人 と し て よ り よ く 生 き 豊 か で 味 わ い 深 い 人
生 を 過 ご し て い く の に 不 可 欠 な 内 容 だ か ら こ そ 位 置 付 け ら れ て い る の で あ ろ う と 考 え る 。  
 
４  こ れ ま で の 道 徳 の 時 間 に お け る 「 畏 敬 の 念 」 の 資 料 （ 11） と そ の 指 導 方 法  
 す で に 述 べ て き た よ う に 、「 畏 敬 の 念 」の 対 象 と し て は 、生 命 、自 然 、人 間 の 崇 高 な 生 き
方 や 心 の 清 ら か さ な ど が 考 え ら れ る 。 こ れ ま で の 道 徳 の 時 間 の 畏 敬 の 念 に 関 わ る 指 導 も 、
主 に こ れ ら の 三 つ を 対 象 に 行 っ て き た 。 以 下 に 、 そ の 際 活 用 す る 資 料 と 指 導 に つ い て 概 観
す る こ と と す る 。  
（ １ ） 資 料 に つ い て  
 村 田 昇 は 、 生 命 に 対 す る 畏 敬 の 念 を 培 っ て い く た め に は 何 よ り も 「 心 洗 わ れ る 道 徳 資 料
に 出 会 わ せ る 」こ と が 大 切 だ と 述 べ 、資 料 の 質 の 重 要 性 を 指 摘 し て い る 。（ 12）そ し て 、子 供
た ち の 発 達 に 即 し た 生 命 を 尊 重 す る 心 が 生 き 方 と し て 描 か れ た 優 れ た 資 料 を 開 発 し 、 そ れ
を 道 徳 の 時 間 に お い て 感 動 的 に 出 会 わ せ た い と し て い る 。 ま た 、 諸 富 祥 彦 も 「 そ の 資 料 を
た だ 読 む だ け で “人 間 を 超 え た も の か ら の ま な ざ し ”を リ ア ル に 感 じ る こ と が で き 、 魂 の 震
え が と ま ら な く な り 、 身 が す く む よ う な 、 圧 倒 的 な 魅 力 、 迫 力 、 怖 さ を 備 え も っ た 資 料 が
な ん と し て も 必 要 で す 。 そ ん な 力 強 い イ ン パ ク ト の あ る 資 料 が 開 発 さ れ て い け ば 、 教 師 が
心 を 込 め て そ の 資 料 を 読 み 聞 か せ る だ け で 、 “畏 敬 の 念 ”の 種 が 子 ど も た ち の 心 に 育 っ て い
く は ず で す 。」（ 13） と 述 べ 、圧 倒 的 な 迫 力 と 魅 力 を 備 え た 資 料 開 発 を 勧 め て い る 。 行 安 茂 は
生 命 に 対 す る 畏 敬 の 念 を 育 む た め の 道 徳 の 時 間 の 在 り 方 と し て は 、 資 料 の 調 査 研 究 を し て
い く こ と が 第 一 歩 だ と し て い る 。（ 14）人 の た め に 献 身 的 に 尽 く し た 人 物 、芸 術 作 品 、パ ラ リ
ン ピ ッ ク の 選 手 、 東 日 本 大 震 災 に 関 わ る こ と な ど を 取 り 上 げ 資 料 化 へ の 視 点 を 提 案 し 、 資
料 が 重 要 な 意 味 を 持 つ こ と を 指 摘 し て い る 。  
 以 上 の よ う な 道 徳 の 時 間 の 資 料 に 対 す る 考 え 方 に つ い て は 筆 者 自 身 も 大 い に 賛 同 す る と
こ ろ で あ る 。 た だ 、 道 徳 の 時 間 が 道 徳 科 と な っ た こ と に よ り 教 科 書 の 使 用 義 務 が 発 生 し た
こ と で 、 今 後 開 発 す る 教 材 の 活 用 に は 、 そ の 使 用 に 関 し て 若 干 の 課 題 が あ る と 考 え る 。 も
ち ろ ん 、 各 自 治 体 が 作 成 し た 教 材 や 自 作 教 材 の 活 用 も 考 え ら れ る が 、 教 科 書 が 主 た る 教 材
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で あ る こ と か ら 、 地 域 で 採 択 さ れ た 教 科 書 を 基 本 的 に 使 用 す る こ と に な る 。 し た が っ て 、
全 て の 畏 敬 の 念 に 関 す る 教 材 を 自 作 の 教 材 等 に 交 換 す る こ と は 問 題 で あ る と 考 え る 。 教 科
書 は 、 こ れ ま で の 副 読 本 と 異 な り 国 に よ る 検 定 を 経 た 教 科 書 で あ る た め 、 教 材 の 質 は 担 保
さ れ て い る は ず で あ る 。 そ の 教 材 を 使 用 せ ず 、 教 師 の 開 発 し た 教 材 を 活 用 す る と な れ ば 、
校 内 で の 議 論 が 必 要 で あ ろ う し 、教 師 個 人 の 独 断 で 決 定 す べ き こ と で は な い 。最 終 的 に は 、
教 育 課 程 の 管 理 者 で あ る 校 長 の 判 断 の も と に 変 更 す べ き で あ り 、 教 科 書 以 外 の 教 材 の 活 用
に は 慎 重 を 期 す べ き で あ る 。 そ れ だ け に 、 教 科 書 に 所 収 さ れ て い る 畏 敬 の 念 に 関 す る 教 材
の 研 究 が 益 々 重 要 さ を 増 し て く る こ と に な る 。  
（ ２ ） 体 験 を 生 か す  

畏 敬 の 念 を 培 う う え で 、 体 験 の 大 切 さ が 指 摘 さ れ て い る 。 村 田 昇 は 、 特 に 生 命 に 対 す る
畏 敬 の 念 を 育 む た め に は 体 験 活 動 が 必 要 で あ る こ と を 述 べ 、 子 供 た ち の 体 験 と し て 動 植 物
の 飼 育 栽 培 を す る こ と や 家 庭 や 地 域 社 会 の 高 齢 者 と の 関 り を 大 切 に す る こ と を あ げ て い る 。
（ 15） も ち ろ ん 、道 徳 の 時 間 は こ の よ う な 体 験 活 動 の 場 と し て 設 定 さ れ て い る わ け で は な い
の で 、 一 時 間 を 通 し て 体 験 そ の も の を 行 う こ と は 不 適 で あ る が 、 何 ら か の 工 夫 を し て 体 験
や 疑 似 体 験 を 生 か し て い く こ と は 授 業 の 質 を 高 め て い く う え で 効 果 的 で あ る と 思 わ れ る 。  

生 命 に 対 す る 畏 敬 の 念 を 主 題 と し た 指 導 案 に は 、 導 入 段 階 に お い て 、 家 庭 や 学 校 ・ 学 級
で 飼 育 栽 培 し て い る 動 植 物 に 関 わ っ た 発 問 が 散 見 さ れ る 。こ の よ う な 自 分 自 身 が 体 験 し た 、
例 え ば 水 槽 の メ ダ カ が 気 づ か な い う ち に 増 え て い る よ う な 動 物 が 生 ま れ る こ と 、 植 物 が 発
芽 す る こ と 、 時 に は そ れ ら の 死 に 接 し た 時 に 感 じ た こ と を 想 起 さ せ る こ と は 、 ね ら い を 把
握 す る う え で 効 果 的 な 工 夫 で あ る と 思 わ れ る 。 ま た 、 自 然 に 関 す る 畏 敬 の 念 の 指 導 に お い
て 疑 似 体 験 を 取 り 入 れ た 事 例 が 「 縄 文 杉 の 下 で 」 の 実 践 例 で み ら れ る 。 こ の 資 料 は 文 部 省
道 徳 教 育 推 進 指 導 資 料 3「 中 学 校 読 み 物 資 料 と そ の 利 用 ― 主 と し て 自 然 や 崇 高 な も の と か
か わ り に 関 す る こ と ― 」 に 収 め ら れ て お り 、 屋 久 島 の 森 に 生 き る 推 定 樹 齢 7200 年 の 根 元
で 一 晩 を 明 か し た 筆 者 の 中 に 老 大 樹 に 対 す る 畏 敬 の 念 が 広 が る と い う 内 容 で あ る 。 原 田 周
範 は 縄 文 杉 の 大 き さ を 実 感 さ せ る た め に 、 直 径 5m の 縄 文 杉 と 同 じ 大 き さ の 布 で 作 っ た 実
物 大 の 切 り 株 を 教 室 の 真 ん 中 に 敷 き 、 そ の う え で 屋 久 杉 自 然 館 提 供 の ビ デ オ や ポ ス タ ー を
視 聴 さ せ る 工 夫 な ど を し な が ら 授 業 を 行 っ た 。（ 16）ま た 、藤 井 裕 喜 は 体 育 館 に お い て 16.4m
の ひ も の 輪 を つ く り 、 そ の 輪 の 内 側 に 生 徒 を 入 れ 広 げ さ せ て 円 を つ く り 、 縄 文 杉 の 大 き さ
を 実 感 さ せ た 。（ 17）そ し て 、プ ロ ジ ェ ク タ ー を 使 い 大 型 の ス ク リ ー ン に BGM と 共 に 縄 文 杉
の 映 像 を 流 し 授 業 を 展 開 し て い る 。 こ の よ う に 、 縄 文 杉 を 訪 れ た こ と が な い 生 徒 に 臨 場 感
を 味 あ わ せ る た め に 演 出 を 工 夫 し て 授 業 を 行 っ て い る 。 こ の 両 者 の 実 践 報 告 に は 、 生 徒 が
縄 文 杉 の 大 き さ に 驚 い た こ と が 記 さ れ て お り 、 疑 似 体 験 の 有 効 性 が 述 べ ら れ て い る 。  

こ の よ う に 、 生 命 や 自 然 に 関 わ っ て 畏 敬 の 念 を 育 む 道 徳 授 業 に お い て は 、 体 験 や 疑 似 体
験 を 生 か し た り 、 視 覚 的 に 訴 え た り す る 工 夫 を し た 授 業 展 開 が よ く み ら れ る 。 ま た 、 視 覚
的 に 訴 え る 工 夫 は 、 教 科 化 と な っ た 教 科 書 の 中 に も 見 て 取 れ る 。 教 科 書 に お い て は 上 記 の
よ う な 体 験 を 供 す る 教 材 は 不 可 能 な の で 紙 面 一 杯 を つ か い 自 然 の 雄 大 さ や 神 秘 さ を 視 覚 的
に 訴 え る 工 夫 を し て い る 教 材 が 多 い 。（ 18）た だ 、こ れ ら は 確 か に 畏 敬 の 念 を 培 っ て い く う え
で の 工 夫 で は あ る が 、 こ れ の み に よ っ て ね ら い と す る 畏 敬 の 念 が 育 ま れ る も の で は な い 。
加 え て 、 体 験 を 想 起 さ せ る 場 合 は 、 学 校 行 事 等 で 全 員 の 子 供 た ち が 体 験 を し て い れ ば 共 通
体 験 を し て い る の で 取 り 上 げ る こ と に 有 効 性 は あ る が 、 一 部 の 子 供 し か 体 験 し て い な い 事
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柄 を 想 起 さ せ た 場 合 に は 個 人 差 が 生 じ て し ま う 問 題 点 も あ る 。 体 験 や 疑 似 体 験 を 生 か す こ
と や 視 覚 的 に 訴 え る こ と は 効 果 的 で は あ る が 、 そ れ 自 体 は 畏 敬 の 念 を 育 む 上 で 本 質 的 な こ
と で は な い 。 や は り 、 畏 敬 の 念 を 培 っ て い く た め に は 指 導 過 程 の 在 り 方 、 特 に 、 教 師 の 問
い か け と 学 級 集 団 で の 思 考 過 程 が 重 要 に な っ て く る の で は な い か と 考 え る 。  

（ ３ ） 主 人 公 の 心 情 を 推 し 量 る  
人 間 の 崇 高 な 生 き 方 や 心 の 清 ら か さ か ら 畏 敬 の 念 を 培 う 授 業 で 資 料 と し て 多 用 さ れ る も

の に 、小 学 校 高 学 年 を 対 象 と し た「 青 の 洞 門 」が あ る 。こ れ は 、菊 池 寛 の「 恩 讐 の 彼 方 に 」
を 道 徳 授 業 の た め に 資 料 化 し た も の で あ り 、「 恩 讐 の 彼 方 に 」は 中 学 校 の 道 徳 教 科 書 に も 教
材 と し て 所 収 さ れ て い る 。「 青 の 洞 門 」の お お よ そ の あ ら す じ は 以 下 の 通 り で あ る 。主 人 を
殺 害 し て し ま っ た 了 海 （ 禅 海 ） は 仏 門 に 入 り 、 諸 国 を め ぐ っ て い る 間 に 、 山 国 川 の 難 所 で
多 く の 人 が 命 を 落 と す こ と を 知 り 隧 道 を 掘 ろ う と 決 心 す る 。 長 い 歳 月 を か け て 、 完 成 間 近
の あ る 日 に 、 仇 討 ち を 果 た そ う と す る 実 之 助 が 了 海 を 探 し だ す 。 実 之 助 は 隧 道 貫 通 ま で 仇
討 ち は 待 つ こ と と し 、 仕 事 を 手 伝 う う ち に 了 海 の 生 き 方 に 心 打 た れ て い く と い う 物 語 で あ
る 。 こ の 「 青 の 洞 門 」 を 資 料 と し て 用 い 畏 敬 の 念 の 指 導 を 行 っ た 事 例 を 見 て み た い 。 日 浦
克 子 の ６ 年 生 を 対 象 と し た ２ 時 間 扱 い の 実 践 例 で は 、 １ 時 間 目 に は 実 在 す る 洞 門 の 説 明 を
し て 興 味 ・ 関 心 を 高 め て か ら 資 料 を じ っ く り と 読 ま せ 感 想 を 書 か せ 、 そ れ を ２ 時 間 目 の 導
入 で 活 用 し て い る 。（ 19）２ 時 間 目 の ね ら い は「 美 し い も の に 感 動 す る 心 を 育 て る と と も に 、
崇 高 な 心 を も と う と す る 心 情 を 育 て る 」で あ る 。展 開 部 分 に は ３ つ の 発 問 が 示 さ れ て お り 、
い ず れ も 実 之 助 の 心 情 を 問 う 発 問 に な っ て い る 。 ２ 番 目 の 発 問 は 「 数 日 後 の 夜 更 け 、 槌 音
と 念 仏 の 声 を 聞 い て 、 実 之 助 は ど う 思 っ た で し ょ う 。」 で あ り 、 次 の 中 心 発 問 は 「『 実 之 助
さ ま 、お 切 り く だ さ い 』と 言 わ れ た と き 、実 之 助 は ど う 思 っ た で し ょ う 。」と 気 持 ち を 問 う
て い る 。 そ し て 、 終 末 で は 「 感 想 を 書 く 」 と あ る 。 ま た 、 尾 崎 美 津 郎 の ６ 年 生 を 対 象 と し
た 指 導 事 例 で も 、禅 海 や 実 之 助 の 心 情 を 推 し 量 る 問 い が 多 用 さ れ て い る 。（ 20）ね ら い は「 美
し い も の や 崇 高 な も の を 尊 び 、畏 敬 の 念 を も と う と す る 心 情 を 育 て る 。」で あ る 。資 料 を 読
む 際 に も「 禅 海 の 気 持 ち を 考 え な が ら 読 み ま し ょ う 。」と 気 持 ち を 推 し 量 り な が ら 読 む こ と
を 指 示 し て い る 。展 開 前 段 で は 5 つ の 発 問 が 示 さ れ て お り 、中 心 発 問 と 考 え ら れ る 4 つ 目 、
5 つ 目 の 発 問 は「 ど う 門 が 完 成 し た と き の 禅 海 の 気 持 ち は ど う で し た か 」「 実 之 助 が 禅 海 の
手 を と り 、「 お し ょ う 様 」と さ け ん だ の は ど う い う 気 持 ち か ら で し ょ う 」と あ る 。こ の よ う
に 登 場 人 物 の 気 持 ち を 問 う こ と に よ っ て ね ら い に 迫 ろ う と し て い る 。 そ し て 、 展 開 後 段 で
は 資 料 か ら 離 れ て 、 本 時 の ね ら い に 関 わ っ て 自 分 の 生 活 を 見 つ め る 場 面 で は 「 今 ま で 、 テ
レ ビ や 物 語 な ど で 心 を 打 た れ た こ と は あ り ま せ ん か 。」 と 問 う て い る 。  

こ の よ う に 了 海 や 実 之 助 に 視 点 を あ て 気 持 ち を 問 う て い く 指 導 案 が 他 の 実 践 例 に お い て
も み ら れ る 。 だ が 、 こ の よ う な 登 場 人 物 の 気 持 ち を 問 う だ け で 、 果 た し て 崇 高 な 心 や 畏 敬
の 念 が 子 供 た ち に 育 ま れ て い く の か 、 い さ さ か の 疑 問 が 湧 い て く る 。 な ぜ な ら 、 人 間 の 生
き 方 か ら 崇 高 な 心 や 畏 敬 の 念 が 養 わ れ る と い う こ と は 、 そ の 人 物 の 生 き 方 を 無 意 識 に 自 分
た ち の 生 き 方 と 比 較 し て い る こ と で 生 じ る と 考 え ら れ る か ら で あ る 。 つ ま り 、 人 間 の 生 き
方 か ら 崇 高 な 心 や 畏 敬 の 念 が 培 わ れ る と い う こ と は 、 自 分 や 常 人 と 該 当 人 物 を 比 較 し た と
き 、 と て も 自 分 に は な し え な い と い う 驚 き や 人 知 を 超 え た も の で あ る と 感 じ る 中 で 生 じ る
と 捉 え る こ と が で き る か ら で あ る 。 し た が っ て 、 登 場 人 物 に 自 己 を 没 入 し 気 持 ち を 推 し 量
る だ け で は 崇 高 な 心 や 畏 敬 の 念 を 育 む に は 不 十 分 で 、 対 比 的 に 捉 え て い く 必 要 が あ る と 考
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え る 。 資 料 中 の 人 物 の 生 き 方 に 対 し 、 知 ら ず 知 ら ず の 内 に 自 分 た ち の そ れ と 対 比 的 に 捉 え
感 じ 取 っ た 驚 き や 感 動 を 整 理 し 、 理 由 や 根 拠 と 共 に 言 葉 や 文 字 で 表 現 し て い く こ と で 崇 高
な 心 や 畏 敬 の 念 を 育 む こ と が 可 能 に な っ て く る の で は な い だ ろ う か 。  

 
５  道 徳 科 に お け る 「 畏 敬 の 念 」 の 指 導 の あ り 方  

今 般 の 学 習 指 導 要 領 の 改 訂 に よ り 、 こ れ ま で 文 章 表 記 で あ っ た 内 容 項 目 に 、 そ れ を 端 的
に 表 す 文 言 が 付 記 さ れ 示 さ れ る よ う に な っ た 。「 畏 敬 の 念 」 に つ い て は 単 独 表 記 で は な く 、
感 動 、畏 敬 の 念 が 一 つ に ま と め ら れ D の 視 点 に お い て「 感 動 、畏 敬 の 念 」と 示 さ れ て い る 。
す で に 、「 ２  学 習 指 導 要 領 に お け る 『 畏 敬 の 念 』 に 関 わ る 内 容 項 目 」 で 示 し た 通 り 、「 畏
敬 の 念 」 の 文 言 は 小 学 校 低 学 年 中 学 年 の 内 容 項 目 に は 見 ら れ ず 、 小 学 校 高 学 年 と 中 学 校 で
表 記 さ れ て い る 。 こ の よ う な 差 異 は 発 達 段 階 を 考 慮 し て の こ と で あ ろ う 。 も ち ろ ん 、 感 動
と 畏 敬 の 念 は 異 質 な も の で は な く 、 感 動 を 養 い そ の 延 長 線 上 に 畏 敬 の 念 が 育 ま れ て い く と
考 え ら れ る 。 た だ 、 発 達 段 階 を 考 慮 す る と 小 学 校 低 学 年 中 学 年 で は 、 ね ら い に 畏 敬 の 念 を
育 む こ と を 設 定 す る こ と が 困 難 で あ る の で 、「 畏 敬 の 念 」の 文 言 を 表 記 し な か っ た も の と 思
わ れ る 。 本 稿 で は 畏 敬 の 念 に 視 点 を あ て 考 察 し て い る こ と か ら 、 以 下 の 具 体 的 な 事 例 で は
小 学 校 高 学 年 と 中 学 校 を 対 象 と し て 検 討 す る こ と と す る 。  

本 稿 の 目 的 は 、 問 題 の 所 在 で も 述 べ た 通 り 道 徳 科 に お い て 考 え 議 論 す る 道 徳 が 求 め ら れ
て い る こ と か ら 、「 畏 敬 の 念 」を 扱 っ た 教 材 に お い て も 考 え 議 論 す る 道 徳 を 目 指 そ う と す る
も の で あ る 。 こ の こ と の 実 現 の た め に 、「 ４  こ れ ま で の 道 徳 の 時 間 に お け る 『 畏 敬 の 念 』
の 資 料 と そ の 指 導 方 法 」 で 示 し た こ れ ま で の 道 徳 科 の 問 題 点 を 克 服 す る た め の ３ つ の 視 点
を 生 か し 授 業 を 構 築 し て い く こ と と す る 。  
㋐ 基 本 的 に 教 科 書 に 所 収 さ れ て い る 教 材 を 用 い る 。 よ っ て 、 教 材 研 究 を 十 分 に 行 う 。  
㋑ 体 験 を 有 効 に 生 か し て い く 。 体 験 が 一 部 の 子 供 た ち だ け の 体 験 だ と す れ ば 、 学 級 全 体 で
共 有 化 し て い く 。  
㋒ 感 動 や 畏 敬 の 念 と し て 感 じ 取 っ た こ と に 対 し て 、 理 由 や 根 拠 を 問 い 、 言 語 化 、 文 字 化 を
図 っ て い く 。 気 持 ち を 問 い 、 そ の 思 い を 発 表 す る だ け で は 考 え 議 論 す る 道 徳 に は な り に く
い と 思 わ れ る 。 考 え 議 論 す る 道 徳 の 実 現 の た め に は 、 理 由 や 根 拠 を 問 い 、 そ れ に 対 し て 子
供 た ち が 明 確 に 言 語 化 を 図 り 、 学 級 で 共 有 化 さ れ る こ と が 重 要 で あ る 。  
 こ れ ら の ３ つ の 視 点 を 生 か し 教 科 書 に 所 収 さ れ て い る 教 材 で 授 業 構 成 を 試 み る 。  
（ １ ） 小 学 校 高 学 年 の 教 材 「 マ ザ ー ＝ テ レ サ 」（「 道 徳 ６ 年 き み が い ち ば ん ひ か る と き 」 光
村 図 書 ）  
① 教 材 の 内 容 に つ い て  
 マ ザ ー ＝ テ レ サ は 苦 し ん で い る 人 、 貧 し い 人 々 の た め に 仕 え る こ と を 決 意 す る 。 街 で 行
き 倒 れ に な っ て い る 人 を 介 抱 し 、 道 端 で 死 を 待 つ し か な い 人 々 の た め に も 家 を 用 意 し 、 社
会 的 弱 者 に 尽 く す 姿 が 描 か れ て い る 。 ノ ー ベ ル 平 和 賞 の 受 賞 は 多 く の 人 々 か ら 喜 び を も っ
て む か え ら れ た 。 教 材 全 編 を 通 じ て 、 献 身 的 に 活 動 す る 姿 が 描 か れ て お り 、 そ こ に は 、 人
間 の 醜 さ や 弱 さ は 微 塵 も 描 か れ て い な い 。 た と え 死 を 待 つ の み の 人 も 、 人 と し て 尊 重 し 、
人 間 の 尊 厳 を 大 切 に す る マ ザ ー ＝ テ レ サ の 生 き 方 が 示 さ れ て い る 。  
② 考 え 議 論 す る 道 徳 科 に し て い く た め の 指 導 の 手 立 て  
 児 童 は 教 材 に 描 か れ て い る よ う な 体 験 は し て い な い で あ ろ う か ら 、 体 験 想 起 を 生 か し て
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い く こ と は 困 難 で あ る 。 だ が 、 ク ラ ス の 中 に は マ ザ ー ＝ テ レ サ に つ い て の 伝 記 を 読 ん だ り
テ レ ビ や イ ン タ ー ネ ッ ト か ら 情 報 を 得 た り し て い る 児 童 も い る と 思 わ れ る の で 、 マ ザ ー ＝
テ レ サ に つ い て 知 っ て い る こ と や 感 じ た こ と を 述 べ さ せ る こ と が 考 え ら れ る 。 そ の 際 、 感
動 し た こ と が あ っ た と し た ら 、 さ ら に 、 問 う て い く こ と で 、 マ ザ ー へ の 思 い が 益 々 深 ま る
で あ ろ う し 、 そ の 話 を 他 の 児 童 と も 共 有 化 し た い 。 こ の こ と に よ り 、 ね ら い に 迫 る た め の
レ デ ィ ネ ス が 高 ま っ て い く と 思 わ れ る 。  
 教 科 書 で は 「 マ ザ ー ＝ テ レ サ の 生 き 方 を 知 っ て 、 あ な た は 、 ど ん な と こ ろ に 心 を 動 か さ
れ ま し た か 。」や「 マ ザ ー ＝ テ レ サ は 、な ぜ 、死 に ゆ く 人 々 の 手 を に ぎ り 続 け た の で し ょ う 。」
の 問 い が 示 さ れ て い る 。 こ れ ら の 問 い を 発 し た 時 、 児 童 は 自 分 の 感 じ た こ と を 吐 露 す る と
思 う が 、そ の 発 言 に 対 し て 理 由 や 根 拠 を 問 う こ と が 重 要 に な っ て く る 。例 え ば 、「 貧 し い 人
の た め に 献 身 的 に 尽 く し た こ と に 感 動 し た 。」 と 発 言 し た な ら ば 、「 な ぜ 、 そ の よ う に 感 じ
た の だ ろ う 。」や「 ど う し て 、人 の た め に 尽 く す こ と は 人 に 感 動 を 与 え る の だ ろ う（ 尊 い の
だ ろ う ）」の よ う に 感 動 の 根 源 的 な こ と を 再 度 問 い 返 す の で あ る 。そ し て 、お 互 い に 感 じ た
こ と を 発 表 す る だ け で な く 、 ク ラ ス で 感 動 の 根 源 的 な こ と を 検 討 す る こ と で 、 考 え 議 論 す
る 道 徳 の 実 現 が 可 能 に な る と 思 わ れ る 。  
 た だ 、 こ の よ う な 偉 人 を 扱 っ た 教 材 で は 、 あ ま り に も 常 人 に は 為 し え な い 行 為 な の で 、
崇 高 さ に 意 識 が 向 か わ ず 「 と て も 自 分 に は で き な い 」 と 捉 え る 可 能 性 が あ る 。 こ の こ と を
考 慮 す る と 、「 人 間 に は こ の よ う な 崇 高 な 部 分 が あ り 、そ れ は あ な た の 中 に も あ る 」こ と を
教 師 が 必 要 に 応 じ 語 る こ と も 大 切 な こ と で あ る 。  
（ ２ ） 中 学 校 の 教 材 「 命 の 木 」（「 中 学 校 道 徳 １ 年 き み が い ち ば ん ひ か る と き 」 光 村 図 書 ）  
① 教 材 の 内 容 に つ い て  

本 教 材 で は 、「 ４ こ れ ま で の 道 徳 の 時 間 に お け る『 畏 敬 の 念 』の 資 料 と そ の 指 導 方 法 」の
「（ ２ ）体 験 を 生 か す 」で 述 べ た 屋 久 島 の 縄 文 杉 を 中 心 と し て 、島 の 自 然 に 関 わ る 内 容 が 記
述 さ れ て い る 。 た だ 、 教 材 の 筆 者 は 椋 鳩 十 で あ り 、 筆 者 の 屋 久 島 の 自 然 や 屋 久 杉 を は じ め
と す る 縄 文 杉 に 出 会 っ た と き の 感 激 が 記 さ れ て い る 。  
② 考 え 議 論 す る 道 徳 科 に し て い く た め の 指 導 の 手 立 て  
 縄 文 杉 を 直 接 見 た 経 験 の あ る 生 徒 は 、 ほ と ん ど い な い で あ ろ う 。 だ か ら こ そ 、 教 材 で は
１ ペ ー ジ の 紙 面 を 用 い て 縄 文 杉 の 写 真 が 掲 載 さ れ て い る 。 そ し て 、 写 真 で は あ る が 縄 文 杉
を 見 た と い う 共 有 化 さ れ た 間 接 体 験 を 生 か し 、「 樹 齢 7200 年 の 縄 文 杉 の 写 真 を 見 て 、あ な
た は ど ん な こ と を 感 じ た だ ろ う 。」が 発 問 例 と し て 示 さ れ て い る の で あ る 。こ の 問 い を 生 徒
に 投 げ か け れ ば 「 感 動 す る 」 や 「 す ご い と 思 う 」 の よ う な 感 嘆 す る 反 応 が 予 想 さ れ る 。 だ
が 、 そ の 発 言 を 教 師 が 共 感 的 に 受 け 止 め る だ け で は 考 え 議 論 す る 道 徳 に は 発 展 し て い か な
い 。 こ の よ う な 発 言 が あ っ た 場 合 は 、「 何 故 、 感 動 し た の だ ろ う ？ 」「 す ご い と 思 っ た の は
ど ん な と こ ろ だ ろ う ？ 」 の よ う に 、 感 じ た こ と や 思 っ た こ と の 理 由 や 根 拠 を 問 い 、 言 語 化
さ せ る こ と が 重 要 に な っ て く る 。  

中 心 的 な 発 問 例 と し て「 筆 者 は 、ど ん な 思 い で 、屋 久 杉 を『 命 の 木 』と よ ん だ の だ ろ う 」
が 示 さ れ て い る 。こ の 発 問 に 対 し て は 、「 脈 々 と つ な が れ て い る 命 の す ば ら し さ や 偉 大 さ を
感 じ た 。」「 人 間 の 寿 命 に 比 べ れ ば 、悠 久 の 時 間 を 過 ご し て き た 縄 文 杉（ 屋 久 杉 ）は す ご い 。」
「 縄 文 杉 の 樹 形 か ら 圧 倒 さ れ 、人 間 の 人 知 を 超 え た も の を 感 じ た か ら 。」な ど の 反 応 が 予 想
さ れ る 。こ の よ う な 発 言 の 中 に は「 す ご い 」「 感 激 し た 」の よ う な 感 情 を 伴 っ た 表 現 が 多 い
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と 思 わ れ る 。 そ こ で 、「 何 を す ご い と 思 っ た の か ？ 」「 何 に 感 動 し た か ？ 」 を 明 ら か に し て
い く と 伴 に 、「 何 故 す ご い と 思 う の か ？ 」「 何 故 感 動 す る の か ？ 」の 理 由 や 根 拠 を 問 い た い 。
そ し て 、 感 動 や す ご い と 思 っ た こ と の 根 拠 は 生 徒 そ れ ぞ れ で 異 な る と 思 わ れ る の で 、 そ の
違 い を 取 り 上 げ 、 意 見 交 流 を 図 っ て い く こ と で 考 え 議 論 す る 道 徳 が 実 現 で き る と 考 え る 。  

 
６  ま と め  
 本 研 究 は 、「 畏 敬 の 念 」の 指 導 が 難 し い と い わ れ 、さ ら に 、道 徳 の 教 科 化 に と も な い 考 え
議 論 す る 道 徳 が 求 め ら れ て い る 中 で 、 ど の よ う に 畏 敬 の 念 の 授 業 を 展 開 し て い っ た ら よ い
の か と い う 問 題 意 識 か ら ス タ ー ト し た 。「 畏 敬 の 念 」の 文 言 は 平 成 元 年 の 学 習 指 導 要 領 が 初
出 で は あ る が 、そ れ 以 前 に お い て も 内 容 的 に は 同 様 の「 崇 高 」「 人 間 の 力 を 超 え た も の 」が
示 さ れ て お り 、 道 徳 の 時 間 特 設 当 初 よ り 学 習 指 導 要 領 に 位 置 付 け ら れ て い た と い え る 。 道
徳 科 に お い て 畏 敬 の 念 を 培 う 意 図 は 人 と し て よ り よ く 生 き 豊 か で 味 わ い 深 い 人 生 を 過 ご し
て い く こ と を 願 っ て の も の で あ る 。  

「 畏 敬 の 念 」 を 育 む に は 圧 倒 的 な 迫 力 の あ る 資 料 の 開 発 が 望 ま れ る が 、 教 科 書 の 使 用 義
務 に よ り 、 基 本 的 に は 教 科 書 に 所 収 さ れ て い る 教 材 を 用 い る こ と に な る 。 よ っ て 、 教 材 研
究 が 重 要 と な っ て く る 。 畏 敬 の 念 の 指 導 に お い て は こ れ ま で も 体 験 を 生 か す こ と が 重 視 さ
れ て お り 、こ の こ と は 共 通 体 験 と な る よ う に 配 慮 し つ つ 今 後 も 生 か し て い き た い 。一 方 で 、
こ れ ま で は 気 持 ち を 問 う 発 問 が 多 用 さ れ て き た 。 だ が 、 主 人 公 の 気 持 ち を 問 う だ け で は 考
え 議 論 す る 道 徳 に は な り に く い 。 や は り 、 理 由 や 根 拠 を 問 う こ と が 必 要 で あ り 、 そ れ に 対
し 子 供 た ち が 明 確 に 言 語 化 を 図 り 、 そ れ を 学 級 で 共 有 す る こ と が 重 要 で あ る 。 こ の こ と に
よ り 「 畏 敬 の 念 」 の 指 導 に お い て 考 え 議 論 す る 道 徳 の 実 現 が 図 れ る で あ ろ う 。  
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（ 20） 尾 崎 美 津 郎 「 第 六 学 年 3-（ 3） の 実 践 例  青 の ど う 門 」  押 谷 由 夫 、 立 石 喜 男 編 著
『 小 学 校 道 徳  内 容 項 目 の 研 究 と 実 践  美 し さ や 崇 高 さ に 感 動 す る 』 明 治 図 書  1991 年
pp.139-148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



実践研究論文 

84 
 

A Study on Some Methods of Teaching "Awe" in Moral Studies 

 
TOMIOKA Sakae 

 
Keywords： Awe, thinking and discussing morality, making the most of experience,  

asking why and why not 
 
【Abstract】  

This paper discusses the future of the teaching of awe in moral education in the current 
situation where it is said to be difficult to teach a sense of awe in moral education and 
where moral education through discussion is required. First, I will discuss the genealogy 
and significance of the concept of awe in the Courses of Study. Then, the following 
suggestions are made for the future of the teaching of awe. Due to the obligation to use 
textbooks, it is basically a textbook that should be used. Therefore, the study of textbooks 
becomes important. The teaching of reverence has always emphasized the importance of 
making use of experience. and we want to continue to make use of that experience while 
giving consideration to making it a common experience. On the other hand, questions about 
the feeling of the protagonist have been used frequently in the past. However, simply asking 
about the protagonist’s feelings is unlikely to lead to a moral discussion. It is necessary to 
ask the students why they are feeling the way they are feeling, and it is important to clearly 
articulate the reasons for their feelings and to share them with the class. By doing so, we 
aim to realize a moral code of thought and discussion in the teaching of reverence. 

 
 
 


