
BulletinoftheEducationalResearchandDevelopment,FacultyofEducation,KagoshimaUniversity

2015,Vo1.24,147-156

児童の問いかける力の育成を 目指 した道徳の時間における教師
発問の開発1
一 児 童 が 自 問 自 答 で き る 問 い か け の 開 発 一

假 屋 園 昭 彦[鹿 児 島大 学 教 育 学 部(教 育 心 理 学)]

Developmentofteacher'squestionforbringing叩children'sabilityofestablishingmoral

viewpoint

‐Developmentofteacher'squestionforchildren'sabilityofquestioningthemselves‐

KARIYAZONOAkihiko

キ ー ワー ド:道 徳 、 問 い か け 、 自問 自答 、 発 問 の 工 夫

1.児 童 の 問いか け る力 を育て る授 業づ く り

教 師 は何 のた め に児 童 に発 問 す る のだ ろ うか 。

児童 か ら答え を引 き出す ため だ ろ うか。 もちろん 、

そ れ もあ るだ ろ うが 、そ れ だ けで はな い。 もっ と

大切 な 意 味が 教師 発 問 には あ る。児 童 に考 え て ほ

しい ことが らを教 師 は問 うので あ る。

(1)教 師 発 問 を と お して 児童 は問 いか け る 力 を

習得 す る

通 常 、教 師 は発 問 を考 え る際 、児 童 か ら 「どん

な 回答 を 引き 出す か 」 と い う児 童 の 回答 にの み 関

心 が向 きが ち に な る。 こ こで教 師発 問の意 義 を改

め て考 えて みよ う。

児 童 が教 師 の発 問 に 回答す る とい う行 為 は 、教

師 が発 した問 い を、 児童 が思 考 の なか で再 度 、 な

ぞ って い くこ とで ある。 教 師発 問 につ いて 考 えて

い る最 中 、児 童 は教 師か らの 問い か けを反 劉 して

い る。 教師 発 問 は、 教師 側 か ら見 る と児童 か ら答

え を引 き出す行 為 にみ えるか も しれ な い。 しか し、

教 師発 問 は児 童側 か ら見 る と、 特定 の問 いか け を

め ぐる思 考体 験 なの であ る。

教 師 か らの 問 いか け に対す る思考 体 験 の意 義 は

ど こにあ るの だ ろ うか。 教 師か らの 問いか けを考

え る体 験 を とお して 、児 童 は教 師 か らの 問 いか け

を 自分 の 問 いか け と して 自分 の 中 に取 り入 れ る 。

最初 、 問 いか け は、 教師 発 問 と して教 師か ら与 え

られ る。 この 時 、教 師か らの 問い か けを考 え る体

験 を とお して 、児 童 は教 師か らの問 いか けを 自分

の 問いか け として 習得 す る。 そ して 授業 の 中で 習

得 した 問いか けを携 えて、再 び 日常 生活 の 中に帰っ

てい く。 この時児 童は、今 まで 自分 の中 にはなかっ

た新 しい問 い か けを、 授 業 を とお して習 得 して い

る と言 え る。

この体 験 の蓄 積 を とお して 、児 童 は 自 らで 問い

を立 て る力 を習 得す る。 この こ とは 教師 発 問 の意

義 が 、児 童 に 自 ら問 い を立て て 、問 いか ける 力 を

育 て る と ころにあ る こ とを意 味す る。

問いか け とは、物 事 を見 る時 の視 点 で あ り、 思

考 の出発 点 で あ る。特 定 の視 点が 定 ま って は じめ

て思考 が 展 開 しは じめる 。 したが って思 考 は 問い

か ける と ころか ら始 まる。

同時 に、 自分 の 中 に もって い る問 いか けが多 い

ほ ど、物 事 の多 くの面 が見 える。 一 方 で 自分 の中

に もっ て いる 問 いか けが 少な い と、 物理 的 に は 目

に入 って いて も実は何 も見 えて いな い こ とになる。

自分 の 中 に多 くの 問 いか け を もって い る人 は、 自

分 の暮 らしを多 くの視 点か ら捉 え る ことがで きる。

授業 の 中での 教師発 問 を体 験 す る ことによ って、

児童 は 、今 ま で考 えた こ ともな か った新 しい 問い

か けで 自分 の 生活 を見 て い く こ とが で き るよ う に

な るだ ろう。

こ う した 問 いか け を とお した児 童 の思 考過 程 を

具体 例 でみ て みよ う。 児 童 の思考 様 式(何 を、 ど
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の よ う に考 え るか)は 、発 問(問 いか け)に よ っ

て規 定 され る。 た とえ ば資料 の中 の登 場人 物 につ

い て、 教師 が 「この 子 は ど うして泣 いた のだ ろ う

ね?」 とい う原 因論 の論 理 で発 問 した 場合 、 児童

は 「ど う して 泣 いた の だ ろ う?」 と原 因論 の 論理

で考 える。 一 方で 、 教師 が 「この子 は何 を求 めて

泣 いた の だ ろ うね?」 と 目的論 の論 理 で発 問 した

場合 、 児童 は 「何 を求 めて泣 いた のだ ろ う」 と目

的論 の論理 で考 え る。 この よ うに 、児 童 は問 いか

け に含 まれ る論理(ロ ジ ック)に した が って 思考

を展 開す る。 そ して 問 いか け には 、答 え る側 の思

考様 式 を決定 づ け る力が ある。

これ まで 原 因論 の 論理(視 点)ば か りで 人 間 を

見 て いた児 童 は 、 目的論 の 問 いか け(論 理)を 体

験す る こと によ って 、 目的論 とい う今 まで 自分 の

中 にはな か った新 しい論 理 を習得 した こ とにな る。

そ して原 因論 だ け で はな く 目的 論 の論 理(視 点)

で 日常 の暮 ら しを捉 え る ことがで きる よ うにな る。

児童 は この よ うに して新 たな 問 いかけ を習得 す る。

した が って 教師 発 問 の際 に重 要 な点 は 、教 師 の

問 いか け に どの よ うな論 理 が視 点 と して含 まれて

い るのか 、 とい う と ころ にな る。

こ こまで 見 て き た よ う に、 問 い か け を考 え る 、

とい う行 為 そ の もの が特 定 の論 理(ロ ジ ッ ク)体

験 にな る。そ して問いか けによ る論理体験 の意義 は、

問 いか け に含 まれ る論理(ロ ジ ック)を 児 童 が習

得す る とい う ところに ある。道 徳 の時 間の意 義 は、

児童が授業 のなか で習得 した問 いか け(論 理=視 点)

を携 えて 、再 び 自分 の暮 ら しに も どって い く とこ

ろ に ある。 す る と、 今 まで は考 え た こ ともな か っ

た 問 いか け(論 理 、視 点)で 自分 の暮 ら しを見 て

い くこ とが で き るよ うにな る。 今 まで考 えた こと

が なか っ た問 いか け(論 理 、視 点)で 物事 をみ る

ことが で き るよ う にな る とい う こと は、今 まで見

え てな か った 風景 が 見 え るよ うに な る、 と い うこ

とで ある。 この体 験 の蓄 積 が、 倫理 的 、道 徳 的 に

物事 を見 る とい う力 に結 実す る。そ して この体 験

過程 が道 徳 にお け る学 び なので あ る。

したが って道 徳 にお ける学 びが成 立す るた め に、

道徳 の時 間の 中で は、児 童が体 験す る教 師発 問が 、

児童 の、そ の 後 の暮 らしや 人生 に 生か され て い く

よ うな 問いか け とな らな けれ ばな らな い。

授 業 の 中で体 験 した 問 いか け を、 そ の後 の暮 ら

しや 人 生 に生か す とは、授 業 で体 験 した問 いか け

を暮 ら しや 人 生の 中で 自問 自答 で きる 、 とい う こ

とで あ る。 児童 には、 これか らの人 生 の 中で 自問

自答 で き る問 いか け を授 業 の 中で 体 験 、 習得 し、

人 の生 き方 を見 る視 点 を培 って も らい た い。 した

が って 道 徳 の授 業 の 中で 児 童 に は、 「世 の 中の こ

んな 状況 には 、 こんな 行為 には 、 こん な問 いか け

(視点)で 、 こん な 視 点 か ら倫 理 的 に思 考 を進 め

て い くの だ」 という体験 をも って も らいた い。

道 徳 の授 業 の 中で児 童 に は、 で きる だ け多 くの

倫 理 的 な問 いか けを経 験 し、 そ の問 いか けを 自分

の 中 に取 り入れ 、 以後 の 生活 の なか で 、 自問 自答

で きる よ うに な って ほ しい。 本研 究 は 、 こ うした

問 いか け を 自問 自答型 問 いか け と呼 ぶ こ とにす る。

児 童 が道 徳 の時 間 の中 で 自問 自答 型 問 いか け を

習得 す るた め に は、 教 師 は 児童 に、 「明確 な 答 え

が 出た 、出 な いで はな く、 こん な問 い を持 ち続 け

る こ とが 大 切 なの だ よ」 とい う姿 勢 で 問 いか ける

必 要 が あ る。 「これ か ら、 こん な 問 い を抱 き続 け

て ほ し い。 こん な 問 いか け で 人 間 を見 て ほ しい。

こん な 問 い か け が で き る大 人 にな って ほ し い。」

そ う した問 いか けを、 教 師 は発 問 と して 、 あ るい

は対 話 のテ ー マ と して 、 児童 と ともに道 徳 の時 間

の 中で考 え る必 要 が ある。

児 童 の答 え の内容 は発達 段 階 によ っ て変 わ って

い く。 大 人にな って か らで も変 わ って い くだ ろ う。

しか し 「問いかけ」そ のものは変わ らないのだ。 「こ

れか ら大 人 に な って い く過 程 の なか で 、 こんな 問

いか け(視 点)で 自分 の暮 ら しを振 り返 って ほ し

い。」 とい う趣 旨で の 問 いか け を児 童 にで き るだ

け習 得 して ほ し い。そ して この体 験 の蓄 積 が、 倫

理 的 、道徳 的 に物事 を見 ると い う力 に結 実す る。

2.道 徳 の 授業 に対す る 自問 自答 型 問 いか け開 発

の意義

本研 究 で は 、道徳 の授 業 の中 で教 師が 使用 で き

る 自問 自答 型 問 いか けの 開発 を 目的 とす る。そ し

て 自問 自答 型 問 いか けの 開発 は 、道 徳 の授業 にお

け る教師 の 発 間作成 に対 して 以下 の よ うな意 義 を

もつ 。

第 一 に、 学校 場 面で は 「資 料 を教 え る、資 料 で



教 え る」 と い う言 葉 が あ る。 この言 葉 は次 の よ う

な意 味 で あ る。 た とえ ば、 「資料 の中 の この子 は 、

こ こで どんな こと を考 えた のだ ろ うね 」 と い う発

問 は、 授業(資 料)の 中だ け の思考 で 終わ って し

ま う(完 結 して しま う)。 したが って この発 問 を

考 えた とい う体 験 は 、児 童 に とっ て は授業 の後 の

自分 の暮 らしや 人生 に生 かせ な い 。 これで は 児童

に 「道 徳 の問 いか け」 を して いる意 味 が な い。主

人公 の心情 を推測 させて いるだ け で ある。 教 師発

問は授業 というそ の場 限 りの もので終わ って しまう。

何 の た め に、 何 の 目的で 、 「道 徳 の問 い か け」 を

して いる のか がわ か らな い。 こ う した 内容 が 「資

料 を教 える」 型 の発 問 にな る。

一方
、 「資 料 で教 え る」 型 の発 問は 次 の よ う な

内容 にな る。 授業 で 使わ れ る読 み物 資 料 は、 あ く

ま で個別 事 例 で あ る。 した が って この個 別 事 例 を

とお して道 徳 上 の普 遍 的価 値 に到達 しな けれ ば な

らな い。 こう した個 別事 例 を とお して 普遍 性 に至

る た め の発 問 を行 って は じめ て 「資 料 で 教 え る 」

型 の発 問に なる 。

自 問 自答 型 問 いか け は、読 み 物資 料 や児 童 の 生

活事 例 とい った個 別 事例 か ら普 遍 的価 値 に至 る た

め の視点 に な りう る。

実 際 の授 業 場面 で は 、教 師 の発 問が 「資 料 を教

え る」 型 の発 問 にな って しま い、資 料 に含 まれて

い る道徳 的価 値 に届 いて いな い授業 が多 い。

第 二 に 、 この よ うに教 師 の指 導 が資 料 の範 囲 だ

け に留 まって しま い、道 徳 的価 値 に届 いて いな い

授業が多 い とい う現状が ある。 こうした現 状 にな っ

て い る理 由 と して 、 普遍 的 な道 徳 的価 値 に至 る た

め の発 問が 、 学校 場 面で 開発 され て いな い、 とい

う点 を指 摘 で き る 。 「道 徳 的価 値 へ の 迫 り方 がわ

か らな い」 あ るい は 「発 問 の 工 夫 が大 切 で あ る 」

とい う声 は、 教師 か ら多 く挙 が っ て いる。 資 料や

生活 事 例か ら道徳 的価 値 に迫 る必要 性 や発 問 の工

夫 の必 要性 は わか って い るのだ が 、そ の ため の方

法 が確 立 され て いな い のが 、学 校現 場 の実 情 な の

で ある。

本 研 究で は こう した現 状 を改 善す るた めの 、道

徳 的価 値 に迫 る ため の発 問 として 自 問 自答 型 問 い

か け を位 置 づ けて い る。 自問 自答 型 問 いか け は 、

児童 が 自分 の 生 き方 を倫 理 的 に捉 え る際 の視 点で

あ る。視 点 とは特定 の道徳 的価 値 を指標 と して 事

象を捉 える とい うことで ある。 指標 とするため には、

勇 気 、誠 実 、寛 容 といっ た道 徳 的価 値 の本質 を理

解 してお く必要 が あ る。そ のた め必 然 的 に 自問 自

答 型 問 いか け は、道 徳 的価 値 の本 質 を浮 か び上 が

らせ るた めの 問い か けにな る。

第 三 に、 教師 か らは 「道 徳 の時 間 で は、 児童 か

らな か なか 本音 が 出て こな い」、 「児 童 は本音 と建

て前を うま く使 い分 ける」 とい う声が挙 がって いる。

こう した現 状 にな って い る理 由 として 、教 師が 本

音 と建て 前 を使 い分 け られ る発 問 をす るか ら児 童

が本 音 と建 て前 を使 い分 けて い るの だ 、 とい う点

を指 摘 で きる。 自問 自答 型 問いか けは 、児 童か ら

答 え を引 き出す こ とが 目的で は な く、児 童 に倫 理

的な思考 体験 をもって も らうための問いかけで ある。

倫 理 的思 考 過程 には本 音 と建 て前 とを 区別す る こ

とはで きな い。 した がっ て この問 いか けに対 して、

児童 は本音 と建 て前 を使 い分 ける こ とは でき ない。

す べ てが本 音 の思考 過程 にな る。

3.発 問 の 工 夫 と して の 「自問 自答 型 問 いか け」

の作成

以 下 に実 際 に道徳 の授業 で 使用 す る ため の、 自

問 自答 型 問 い か け の作 成 過 程 につ いて 考察 す る。

自問 自答 型 問 いか け は、 児童 に 自らの 生 き方 を振

り返 っ て も らう問 いか け で ある と同時 に、道 徳 的

価 値 の本 質 を浮 か び上 が らせ る ため の 問 いか けで

も ある。 そ うした 自問 自答 型 問 いか け作 りの土 台

にな る論理(視 点)を 以 下 に提案 す る。

(1)作 成 の方 針

道徳 の授 業展 開の 困難 さ として、 多 くの教師 は、

学習 指導 要 領上 のす べ て の 内容項 目(学 習指 導 要

領 で定め られて いる道徳的価値 で個 々の徳 目をさす)

に対 して、授業展開が 同じパ ター ンになって しまう、

とい う点 を指摘 す る。 す なわ ち 、す べ ての 内容 項

目の授業 展 開が 、実 践 を阻む 弱 い気 持 ち を強 い気

持 ちで乗 り越 えよ う、 とい う展 開 にな って しま う

ので あ る。 これ は 内容 項 目で い う と不擁 不屈 に相

当す る。 不 擁不 屈 型 の授業 展 開 にな る と、教 師 と

児 童 の対 話 が 「どんな 気持 ち が大 切 です か」、 「頑

張 ろ う とい う気 持 ちで す 」 とい った 浅薄 な 内容 に

な る。そ して教 師 の説 話 も 「努 力が 大事 です 」 と



い う内容 項 目の 名称 の連 呼で終 わ って しまう。

学 習指 導要領 上 の内容項 目は、敬1、 伝統 文化 、

思 いや り、勤 労 、感 謝 な ど多 岐 にわた る。 こ うし

た多 種 類 の内 容項 目を不 擁不 屈 型 の授 業展 開 で進

め る と、不 擁 不屈 で解 釈 で きな い 内容 項 目の 授業

は どう して も不 自然 な展 開 にな る 。教 師 の多 くは

道徳の授業 にお いて こうした不 自然 さを感 じて いる。

そ のた め道 徳 の授 業 に対 して苦 手意 識 を もつ 教師

は多 い。

この問題 を改善 す る ため の方 法 は、個 々の 内容

項 目にふ さわ しい発 問 を行 うこ とで ある。 内 容項

目と して の個 々 の道 徳 的価値 は内容 が 異 な る。 し

た が ってそ の 本質 を浮か び 上が らせ るた めの 問 い

か けも、授業で扱 う道徳 的価 値(内 容項 目)に よ っ

て変 える必 要 が あ る。 した が って学 校 場面 で 指摘

さ れ る発 問の 工夫 とは 、授 業で 扱 う道 徳 的価 値 に

ふ さわ しい 問い か けの開発 とい う ことにな る。

以 上 の点 を踏 まえ て 、 自問 自答 型 問いか けの具

体 的内容 を詳 述す る。

(2)場 面 ・限度 ・必 要 性 ・関係 性 に も とつ く作

成

道 徳 的価 値 の本 質 を浮 き彫 りにす るた めの 問 い

か け作 成 の 基本 として 、 「場 面(situation)・ 限度

(limit)・必 要性(necessity)・ 関係性(relationship)」

の 四つ の視 点 か ら問 いか けを作 成す る方法 を提案

す る。 この 問 いか けはス ポ ンヴ ィル(1995)の 著

作 に記 載 され た徳 の 定義 か ら、 筆者 が これ らの定

義 を浮 き彫 りにす るた め には どん な 問いか けが考

え られ るか 、 とい う視 点 で考案 した。

ス ポ ンヴ ィル の徳 の定義 を術 轍す る と、徳 に は

定義 の仕方(定 義方 法)が ある こ とが読 み取 れた 。

す なわち 、特定 の徳 を定 義す る際 に、場 面、 限度 、

必要 性 、 関係 性 の四 つ の面 を考 え る こ とで 、 徳 の

定義 が可 能 にな る。

そ こで以 下 に 、 この 四つ の面 を 問 いか け る こと

で徳 の本質(定 義)を 浮 か び上 が らせ る方 法 を提

案す る。

① 場 面 を問 う:ど んな 場面 に必要 とされ る徳 な

のか

特 定 の徳(た とえ ば 、勇気 、 寛容)が 必 要 とさ

れ る場 面 と必 要 と され な い場 面 を 問 いか け る。場

面 を 問 う場 合 の留 意 点 は対 比 を とお して考 え る こ

とで あ る。

(問 いか け の例1)勇 気 と は どん な 場面 に必 要 に

な るのか 。 勇気 が必 要 で はな い のは どんな場 面 な

のか。勇気 をもたね ばな らない場面は どんな場面か。

勇 気 を もたな くて もよ いの は どんな場 面 か。

(問 いか け の例2)寛 容(広 い心)は どんな 時 に

必 要 にな るのか 。寛 容 が必 要 で な いの は、 どんな

場面 か。 寛 容 で あ らね ば な らな い場 面 は どんな 場

面 か。 寛 容 で あ る必 要 が な い の は どん な 場面 か 。

これ らの線引きの基準 はどこにあるのか 。た とえ ば

強 盗 、殺 人 、 テ ロ、 い じめ には寛 容 で あ る必要 は

な いが 、そ の理 由は何 か を考 え る こ とで寛容 の意

味が見 え て くる。

② 場 面 を 問 う:特 定 の徳 を発 揮 で き る場面 とで

きな い場面 の違 いは どこか

(問 いか け の例1)寛 容 に なれ る場 面 と寛 容 にな

れな い場 面の違 いは ど こか 。

(問 いか け の例2)謙 虚 に なれ る場 面 と謙 虚 にな

れな い場 面の違 いは ど こか 。

③ 限度 を 問 う:特 定 の徳 の 限度 は ど こま でな の

か

特 定 の徳 も極 端 にな る と、 徳 として の性 質が 変

容 す る。 例 え ば寛容 で 考 えて み よ う。寛 容 とはす

べて を容 認 す る こ とな の だ ろ うか 。 無制 限 の寛 容

は寛 容 と言 え るの か。 広 い心 を無 制 限 に広 くして

い った場 合 、そ れ は広 い心 と言 え るのか 。 この問

題 は寛容 に限 らず 、他 者 に関 す る徳 に は共通 にあ

ては ま る。

さ らに この 問題 は 「① どん な場 面 に必 要 と さ

れ る徳 なの か」 で の、 寛容 で な けれ ば な らな い場

面 とそ うでない場面 との線 引きの基 準に もつなが る。

④ 必 要性を 問 う:ど う して この徳 が必 要なの か ・

この徳 がな か った らどん な こ とが 起 こる のか

必要性 を問 う場合 の留意点 は、 当該 の徳が なかっ

た場合 に どうな るのか を考 え る ことで ある。

(問 いか け の例1)み ん なが 公 共 心 を もたな か っ

た ら どん な こ とが起 こるの か。

(問いか けの例2)み んな が感謝 の心 を もたな かっ

た ら どん な こ とが起 こるの か。

⑤ 関係 性 を 問 う:徳 の 対象 は何 か ・誰 に対す る

徳 な のか

対 象 を問 う場 合 の留 意点 は、対 象 の種 類 を考 え



る こ とで あ る。対象 の種 類 と して は、 自己、他 者 、

そ の他(社 会 、 出来 事 、 記 憶 、感 情 、経 験 、)に

分類 で きる。

(問 い か け の 例1)自 分 を許 す(自 分 へ の寛 容)

こと と他者 を許す(他 者 へ の寛 容)こ ととは どこ

が違 うのか 。 自分 が 自分 を許 す こと は寛容 と言 え

る のか。

(問 いか けの 例2)自 分 の 怒 りへ の誠 実 さ は 誠実

と言 え るのか 。

(問いか けの例3)節 制 とは快楽 に対す る徳 なのか 、

苦行 に対 す る徳 なの か。 苦行 に対す る節制 は 節制

と言 え るのか 。

⑥ 関係 性 を 問 う:他 者 と 自分 が どん な 関係 に あ

るの か

友 情 、信 頼 、誠 実 、寛 容 な ど他者 を必要 とす る

徳の場合、他者 と自分 とが どんな関係 にあるのか で、

徳 の様 相が 変 わ って くる。 この様相 の変わ り具合

か ら徳 の本質 を浮 き彫 りにす る ことがで き る。

(問 いか けの 例1)自 分 と利害 関係 の あ る 人 に は

誠実 で も、 自分 と利 害 関係 のな い 人 には不 誠 実で

もか まわ な いの か。

(問 いか けの 例2)自 分 の 上 司 、対 等 な 友 人 、部

下 によ って寛容(広 い心)の あ り方 は変 わ るのか 。

変 わ る と した らどの よ う に変 わ る のか 。教 師 で あ

る場 合 、相 手 が 同僚 で あ るか、 自分 の学級 の 児童

で あるか に よっ て、寛 容 のあ り方 は異 なる のか。

(3)「 道徳 的価 値 の 普遍 化 可能 性 」原 理 に基 づ く

作成

① 生命 尊重 にあて はめた 場合

「道 徳 的 価 値 の普 遍 化 可 能性 」 原 理 とは 、特 定

の道 徳 律 を、 どこ まで広 げて い く ことがで き るか

(普 遍 化 で き るか)と い う視 点 で あ る(伊 勢 田 、

2008)o

この視点 を生命 尊 重 と い う徳(道 徳 的価 値)に

あ て はめて み よ う。 か りに生命 尊重 とい う言 葉 を

人命 尊 重 に言 い換 え て み る。す る と この徳 の 適用

範 囲 は人 間 に限定 され る。 一方 で 、生 命尊 重 とす

る と、命 あ る ものすべ て が対象 にな って しま う。

人間 の現 実 生活 をみて み る と、 人間 は 、蚊 、 ゴ

キ ブ リ、魚 、 牛 、豚 、ニ ワ トリ、 な どを殺 傷 して

い る こ とは 自明で あ り、児 童 も この事 実 は知 って

い る。

「道 徳 的価 値 の 普 遍化 可能 性 」 原 理 を生 命 尊 重

に あて はめ る と、 生命 を尊 重 しな けれ ばな らな い

対 象 は どこま で にな るの か、 そ して そ の線 引 きの

基 準 は何 にな るのか 、 とい う問いか けが 生 まれ る。

哺乳 動 物 の殺 傷 につ いて は 、 「イ ル カ を殺 して は

な らな い」 とよ く言 わ れ る。 す る と 「ブタや ニ ワ

トリは殺 して食 べ て もよ いが 、イ ル カ は殺 して は

な らな い」、 と い う考 え は 、何 を線 引 き の基 準 と

して い るのか 。

例 え ば生 き物 の能 力 を線 引き の基 準 と して取 り

上 げて みよ う。 す る と 「イル カ は知 的能 力 が高 い

ので殺傷 してはな らない。」 とい う考 えが生 まれ る。

この考 え は正 しい のだ ろ うか。

この 問題 を考 え て いけ ば必 ず突 き当 た るが、 言

葉や 理解 力 とい った知 的能 力 を生命 尊重 の基 準 と

した 場合 、 話 が動物(昆 虫類)だ けで はす まな く

な り、人 間 にも及 んで しまう。

能 力 につ い ては 、別 の視 点 か ら考 え る こ とも可

能 で あ る。 「動 物 には 幸 ・不 幸 を感 じる能 力は あ

る のか」、 と い う問題 で ある 。 「幸 ・不幸 」 を感 じ

る能 力が あ る 生 き物 を有 感 生物 と呼 ぶ(伊 勢 田、

2008)。 この 視 点 か らは以 下 の理 屈 が 成 り立 つ 。

す な わ ち、 幸 ・不幸 を感 じる能 力が な い生 き物 を

殺 傷 して も、殺 され る生 き物 は不 幸 で はな い。 自

分 が 不幸 で あ る と感 じる能 力が な い生 き物 に は幸

も不 幸 もな い のだ 。 よっ て幸 ・不 幸 を感 じる能 力

がな い 生 き物 を殺傷 す る ことはか まわ な い。 ブタ

に は幸 ・不 幸 を感 じる能 力が な い。 よ って ブ タ を

殺 して も、殺 され る ブタ は不 幸 では な い。 あ るい

はニ ワ トリには幸 ・不 幸 を感 じる能 力がない。 よっ

て工場 畜産 で飼 育 され るニ ワ トリは不幸 では ない。

功 利 主義 的 に考 え る と、逆 にブ タや ニ ワ トリを食

す る人間 は幸福 にな るの で、幸福 の総量 は増 える。

② 思 いや り ・親切 にあて はめた 場合

「道徳 的価 値の普遍化可能性」 原理は、 「生命尊重」

だ けで はな く、他 の道 徳 的価 値 に あて はめ る こと

が可能である。例 えば この原理 を 「思いや り ・親切」

に あて はめ て みよ う。 この場 合 、親 切 にす る対 象

を ど こまで広 げ るか、 とい う問 いか け にな る。 自

分 に近 い人 か ら川頁に考 え てみ よ う。 家族 には親 切

にす る。 仲 の 良 い友 達 にも親 切 にす る だ ろ う。 さ

らに対象 を広 げて考 えて み よ う。 全 くの見ず 知 ら



ず の人 や 自分 と仲 が 悪 い人 、 自分 が嫌 って いる人

には親切 にす る必 要 はな いの だろ うか。

も し、家 族 や仲 間 とい った 自分 が愛 す る人 達 に

だ け親 切 に して 、 自分が 愛 して い な い人 には 親切

にす る必要 が な い と した ら、そ れ は親 切 と呼 ぶ の

だ ろ うか 。

このよ うな 問 いか け を考 えて も らう こと によ っ

て親 切 は何 か 、 と い う道 徳 的価 値 の本 質 に迫 る こ

とが で きる。

(4)「 道徳 的価 値 の 普遍 法 則性 」原 理 にも とつ く

作成

ある行 為 を、共 同体す べて の人が 実践 した 場合 、

そ の共 同体 が望 ま しい社 会 にな ってい るか ど うか 、

で行 為 の妥 当性 を判 断す る考 え方 であ る(伊 勢 田、

2008)o

この原理 に もとつ くと、次 のよ うな 問 いか けが

生 まれ る。 「ど うして嘘 をつ いた らい けな いのか?」

とい う理 由 につ いて 、次 の よ うな 問 いか け を もっ

て も ら う。 「この 学級 全員 が 嘘 をつ き は じめた ら、

この学 級 は ど うな ります か?こ の学 級 は もち ま

すか?」

特定の行為 を共 同体 のす べての人が実践 した時 の、

共 同体 の姿 を想像 す る視 点 を もつ ため の 問 いか け

に なる。

この考 え方 は共 同体 を重視 した考 えで あ る。 し

か し学 校場 面 で は、 道徳 を個 人 の心 を扱 う とい う

イ メ ー ジで 捉 え て い る。 上 記 の 嘘 の例 に して も、

自分 の気持 ち や相 手 へ の迷惑 とい った個 人 の 内面

や二 者 関係 の視点 か ら論 じられ る ことが 多 い。

こう した学校 場 面 の状 況 に対 して、 倫理 の 立場

か ら道 徳教 育 の あ り方 を捉 え直 してみ る。 道 徳 は

倫理 で あ る。 そ して 倫理 の倫 とは仲 間 、人 間 、輩

(と もが ら)と い う意 味で あ る(佐 藤 、2007)。 し

た が って道 徳 は 、共 同体 を維 持 す るた め の道 筋 と

い う意 味で ある。 共 同体 を維 持 す るた め に成 員が

とるべ き行動 の指 針が 道徳 な ので ある。

学 校 で の道 徳 の授 業 は、個 人 の 内面 を 問題 にす

る ことが多 く、 この よ うな共 同体 の維 持 と い う視

点 を とる ことが ほとん どな い。普遍 法則 性原 理 は、

道徳 が個 人 の 心 の内 面で は な く、共 同体 の維 持 と

い う現 実 的な 課題 か ら生 まれた もので あ る こ とを

示 して い る。 この こ とは、道 徳 が学 級 経営 や 学校

経 営 に直 結 す る こ とをよ く示 して いる。 教 師 には

この点 をまず理 解 して も らいた い。

そ して 児 童 には 、普 遍法 則 性原 理 に も とつ く問

いか け を経 験す るに よっ て、 共 同体 の維 持 とい う

視 点 をも って ほ しい。 そ の うえ で児 童 には 、 この

視 点 こそ が 、 人は なぜ 道徳 的 で あ らね ばな らな い

のか 、に対 す る答 え であ る ことに気 付 いてほ しい。

(5)「 対称 性 の原理 」 に基 づ く作 成

対 称 性 とは 、 「自分 に あて は まる こ とは他 人 に

も あて は まる」、 「自分 にあて は めて い る こ とは他

人 に もあて は めて よ い」 とい う意 味 で あ る。た と

え ば 「自分 が相 手 に して あ げた こと と同 じ こと を

相 手 も 自分 にす べ きで あ る」 と考 え 方 で ある。 私

も他 者 もお 互 い対等 な 権利 を もつ とい う考 え方 で

あ る(佐 藤 、2004)。

具 体 的 には 、 「私 は あ な た に親 切 に して あ げた

のだ か ら、 あ なた も私 に親 切 にす べ き だ」、 「私 は

あな た の世 話 を して あげ た のだか ら、 あな た も私

の言 う ことを 聞 くべ きだ」、 「私 が あな た に して あ

げた の だか ら、 あなた も私 に して くれ るべ きだ 。」

とい う考 え方 であ る。

私 達 は、 日常 生活 の中 で、 つ い、 こう した考 え

方 を とって しま う。す な わ ち 自分 が 他者 にな した

行 為 に見 返 りを求 め るの だ。 例 え ば 「あの 時、 あ

んな に世話 してや ったの に…。恩知 らずな奴 だ…」。

あ るい は部活 の指導 を して いる先 生 は 「自分 はボ

ラ ンテ ィア で部 活 の指 導 を して い る、土 日 も指 導

で家 庭 を犠 牲 に して いる のだ 。 だか ら、お ま え達

も頑 張 れ 、私 に感 謝 しろ 。」 と い った考 え方 に陥

りが ち にな るか も しれ ない 。

この対 称 性 の原理 は私達 が 日常 で よ く使 う思 考

様 式 で あ る。 しか し果 た して この思 考様 式 は、 徳

に あて は まる のだ ろ うか 。例 え ば 「私 は あなた に

親 切 に して あ げた のだ か ら、 あ なた も私 に親 切 に

す べ きだ 。」 と い う対 称性 の原 理 の考 え方 は、 道

徳 的に見た場合、本 当に正 しい と言 えるのだ ろうか。

対 称 性 の原 理か ら道 徳 を捉 えた場 合 、 この よ うな

問 いか けが生 まれ る。

次 の例 も対称 性 の原 理 で ある。 例 え ば 「あな た

が私 に親 切 に して くれ た ら、 私 も あな た に親 切 に

しま し ょう。 しか し、 あ なた が私 に親切 に して く

れな い のだ っ た ら、私 もあな た には 親切 にす る必



要 は あ りませ ん。」。 こう した考 え方 は親切 心 と言

え る のだ ろ うか。 徳 に条 件 がつ い て いる。 条 件付

き の愛 はあ るが、条 件付 き の徳 は ある のだ ろ うか 。

私 とあ なた が対 等 で あ る とい う考 え方が 対 称性

の原 理 で あ る。 した が って親 切 とは逆 の迷 惑 とい

う行 為 につ いて も対 称性 の原 理 は成 立 す る。 次 の

よ うな 例で ある。 す なわ ち 、私 は あな た に迷 惑 を

か けな い よ うに生 き て い る。 同 じよ うに あな た も

私 に迷惑 をか け ては いけ な い。

この論理 を以下 の 事例 で考 えて み よ う。 学研 小

学6年 の資 料 に 「ラ ッシ ュア ワー の惨 劇」 とい う

資料 が あ る。 そ の内 容 は次 の とお りで あ る。酩 酊

状態 で 駅 の線 路 に落 ちた 男 性 が いた 。 この 男性1

人 を救お うとして 、3人 の男性が線路 に飛び降 りた。

しか し結果 的 に4人 とも電車 にはね られ 、死 亡 し

て し まった。

人 を救 うた め に線 路 に飛 び降 りた3人 の男 性 の

行為 は賞賛 され る。 一方 で 、対 称性 の原理 に もと

つ くと、線 路 に落 ち た人 を救 わ な か った行 為 も非

難 され る ことは な い。対 称性 の原理 に もとつ くと

次 の よ うな理 屈が 成 り立 つ 。か りに あな たが酩 酊

して線 路 に落 ち た とす る。そ のあ なた を私 に助 け

させ る とい う ことは 、 あな たが 私 に迷 惑 をか け る

こ とに な る。 「ホー ム にい る私 」 は 「線 路 に落 ち

た あな た」 に迷惑 をか けて いな い 。だ か ら 「線路

に落 ちた あな た」 も 「ホー ム にい る私 」 に迷 惑 を

か けては いけな い。 「線 路に落ちたあなた」 を 「ホー

ム に いる私 」 に助 けさせ る とい う ことは 、 あな た

が私 に迷惑 をか けて い る こ とにな る のだ。 だ か ら

私 は あな た を助 け る必要 は な い。線 路 に落 ち た人

間 は、 自分 が 起 こ した トラブル に他 者 を巻 き 込 む

ことが な いよ うに、 他者 によ る助 け を拒 み、 独 力

で逃 げ る努 力 をす べ きだ。

対 称 性 の原 理 に も とつ く問 いか け は、対 他 者 に

ついての徳 には共通 にあてはまる。対称性 の原理 は、

対他 者 につ いて の徳 の本 質 を浮 か び上 が らせ る 際

に有 効な 論理 で あ る。

(6)功 利 主 義 と義 務論 にも とつ く作 成

功 利 主義 と義務 論 は倫 理学 にお け る大 きな 柱 に

な って い る理 論で ある。 この二 つ の柱 か ら道 徳教

育 を捉 え る と、現 在 の道 徳 の授 業 は功 利主 義 の枠

組 み だ けで 展 開 さ れて い る と言 わ ざ る を得 な い 。

しか も教 師 はそ の こと に気 づ いて いな い。功 利 主

義 の枠 組 み で展 開 され て い る現在 の 道徳 の授 業 に

義務 論 の枠 組 み を入 れ る ことが可 能 で あ る。 この

こと によ って児 童 は、 自分 の生 き る営 み を支 える

新 たな視 点 を問 いか けと して習得す る ことができ る。

功 利主 義 とは、道 徳 的価 値 はす べ て 、行為 が ど

の よ うな結 果 を生 むか に よ って決 まる 、 とい う成

果 主義 の考 えで あ る。 したが って、 「よか れ と思 っ

て実 践 した行 為 で も、 よ い結 果 を もた らさなか っ

た場 合 は 意 味 が な い」、 と考 え る。 溺 れて い る人

を助 け よ う として 川 に飛 び込 ん だ結 果 、溺 れて い

る人 も助 けよ う と した 人 も、 とも に溺れ て しまっ

た場合 、助 け よ うと した行 為 には意 味が ない のだ、

と判 断 され る。

一 方 、義 務論 とは、 結果 にかか わ らず 、そ の状

況 で 自 らが や らね ばな らな い行 為 をや った こと 自

体 に意 味が あ る、 と考 え る。 か りに失敗 に終 わ っ

て も、 あ るい は、 うま くい きそ うにな くて も、 自

分 の義務 と して 、 自分 の使 命 感 に も とつ いて実 践

した行 為 には意 味 が ある、 と考 える 。

通 常 、 道 徳 の時 間 に使 わ れ る 、 「この行 為 をす

る こ とによ って 、 どん な い い ことが あ ります か 」、

とい う教 師 発 問の論 理 は功 利 主義 で あ る。 一方 で

義 務 論 に立 つ と、 「か りに い い こ とが なか った と

した ら、や っ た意 味 はな い のです か 」、 「うま くい

きそ うにな か った ら、や らな くて もい いのです か」

とい う問 いか けが 生 まれ る。

児 童 は、 功利 主義 の視点 は既 に習 得 して い る と

考 え られ る。そ して社 会 が功 利主 義 で動 いて いる

ことも事実 で ある。 しか し、人 生 の途 上 では 、 「頑

張 った けれ ど、 うま くい かな か った 」、 「うま くい

くか ど うか わか らな いが 、 自分 の義 務 と してや ら

な けれ ばな らな い」、 とい った 場 面 に遭 遇 す る こ

とはい くらで も ある。 そ うした場 面 に 、 自分 を支

え る道 徳 的価値 が義 務論 にな る。

生 き る とい う営 み の中 で の義務 論 の重 要性 を踏

ま える と、 授業 の 中で 教 師が 義務 論 とい う視 点 か

ら問いか けを行 い、児 童 に義 務論 を体 験 して も ら

う必 要 が あ る と言 え る。 「う ま くい か なか った と

した らや った意 味 はな い ので しょ うか?」 、 「う ま

くい くか 、 いか な いか わ か らな い こ とに、取 り組

む こ とはで き ます か?」 とい う問 いか け を児童 が



考 え る体 験 を とお して 、児 童 に義務 論 とい う視点

を習 得 して も らう必要 が あ ろう。

そ して道 徳 の授 業 を とお して 、世 の中 には 功利

主義 とい う価 値観 だ けで は な く、義 務 論 と い う価

値観 が あ る、 とい う こと を児 童 に習 得 して も らう

の であ る。

児 童 に は、 これ か らの長 い人 生 のな かで 遭 遇す

る で あ ろ う失 敗 経験 や 理 不 尽 な 経験 、 あ るい は 、

結果 にかか わ らず 挑 戦 しな けれ ば な らな い事 態 に

対 し、 自分 が どのよ うな問 いか け を もって 向 か い

合えば よいのか 、とい う視 点 を習得 して も らいたい。

そ して 、道 徳 の時 間 を とお して 「折 れ な い心 、 自

分 を支 える価 値観 」 を身 に付 けて も らいた い。

① 功利 主 義 と義 務論 にふ さわ しい 内容項 目(道

徳 的価 値)

功利 主 義 と義 務論 を授 業 に導 入す る と した ら、

内容 項 目は何 がふ さわ し いで あろ うか 。功 利 主義

と義 務論 にふ さわ しい 内容項 目は、 「勤勉 ・努 力 ・

忍耐 ・不 擁不 屈」 で ある。

「勤 勉 ・努 力 ・忍 耐 ・不 擁不 屈 」 は 、 授 業 の展

開 が ワ ンパ タ ー ン にな って しまいや す く、授 業 内

容 も浅薄 にな って しま いや す い 内容 項 目で あ る 。

この 内容 項 目で は 、授 業 の 最 後 に教 師 が 「勤 勉 、

努力、 忍耐が大事 です」 と連呼す る という、ス ロー

ガ ンの連 呼水準 で終 わ って しま う授 業が 多 い。 「勤

勉 、努 力 、忍 耐が 大事 で す」 とい う価 値 の名 称 を

連 呼す る だ けで終 わ って しま い、そ れ 以上 、価 値

を深 く考 え る とい う作業 が 、授 業 の 中で最 も行 わ

れ て いな いの が この 内容 項 目な の で ある。 授 業で

は教 師 が 「勤 勉 、努 力 、忍耐 とい う 内容項 目は大

事 で ある」 こ とを伝 えて いるだ け にな って しま っ

て い る。 これ で は道 徳 的価値 を扱 った こと には な

らな い。 なぜ こうな って しま うの か。 教師 が道 徳

的価 値 を どう扱 って い け ばよ いの か、 す なわ ち道

徳 的価 値へ の 向か い合 い方 を理 解 して い な いか ら

で あ る。そ して 「この道 徳 的価 値 は こ う扱 え ば よ

い のだ 、 こうい う視 点か ら考 えれ ば よい のだ 」 と

い う道 徳 的価 値へ の ア プ ローチ の仕 方 を示 す のが

問 いか けに なる 。

「勤 勉 ・努 力 ・忍 耐 ・不 擁不 屈 」 とい う道 徳 的

価値 を、功 利 主義 と義務 論 とい う二 つ の価 値 観で

捉 える ことによ って、児 童 に 「勤勉 ・努力 ・忍耐 ・

不 擁 不屈 」 とい う道 徳 的価 値 に対 す る 向か い合 い

方 を習 得 して も らう こ とが 可能 にな る。

教師 は児 童 に、義務 論 と功 利主義 に もとつ く 「問

いか け」 を行 う。 義務 論 と功 利主 義 とい う二 つ の

価 値 観 の内 容 を 「問 いか け」 とい うか たち で表 現

す る。児 童 は 、 この 問い か け を考 え る と い う思 考

体 験 を とお して、 この問 いか け を 自分 の もの と し

て習 得す る。 自分 の もの として習 得 す る とは、 日

常生活 のな か で 自問 自答 で きる よ うに な る とい う

意 味 で あ る。そ して授 業 の 中で習 得 した問 いか け

を 日常 生活 の なか で 自問 自答 で き るよ う にな って

は じめて 、 当該 の価 値観 を習 得 した ことにな る。

② 功 利主 義 と義務 論 に もとつ く問 いか け

本研 究 で は 、義務 論 と功 利 主義 を考 え させ る問

いか け(教 師発 問)を 、次 の二種 類 の視 点 に整 理

す る。 この 二種 類 の視 点 が、 児童 に 自分 の 問 いか

け と して 習得 して も らいた い価値 観 とな る。

視 点1の 問 いか け:実 行 前、 成功 しそ うか 、失 敗

しそ うか(う ま くいきそ うか、 い きそ うにな いか)

とい う視点 か ら問 いか け を作 成す る 。

(問いか けの例1)

・失敗 しそ うだ った ら、や らない方が い いのか(取

り組 まな い方 が い いのか)。

・成功 しそ うな時 だけ(う ま くいきそ うな時 だ け)、

やれ ばい いのか(取 り組 め ばいい のか)。

・成功 しそ うだ か ら(う ま く い きそ う だか ら)、

や るの か(取 り組 む のです か)。

視 点2の 問 いか け:実 行後 、 成功 したか 失敗 した

か(う ま くい った か、 い かな か った か)と い う視

点 か ら問 いか け を作 成す る 。

(問いか けの例2)

・失 敗 した ら(う ま くい か な か った ら)、 頑 張 っ

た意 味(甲 斐)は な か ったのか 。

・失 敗 した ら(う ま くい か な か った ら) 、頑 張 っ

た ことは無駄 だ った のか 。

(7)「 顔 」概念 にも とつ く作 成

① 顔 概念 にも とつ く問 いか け

顔 概 念 は20世 紀 の 哲 学者 で あ る レヴ ィナ ス の

理 論 で ある(佐 藤、2000;2004)。 レヴ ィナス の

顔 概 念 は、 学校 にお ける道 徳 教育 へ の貢 献 可能 性

が高 い理論 で あ ると言 え る。

こ こでは 、顔 概 念 の理論 を理論 の か たち で紹 介



す る の で はな く、 問 いか けの か た ちで 紹 介 す る 。

こう い う紹 介 の仕 方 の方 が授 業 に生か しや す い と

考 え られ るか らで ある。 顔概 念 は 、道 徳 の授 業 の

中 で は、友 情 、信 頼 、助 け合 い、 と い う内容項 目

で 生かす ことが でき る。

顔概 念 か らは 次 の よ うな 問 い か けが 生 まれ る 。

相 手が 知 らな い と ころで 相 手 に非倫 理 的行 為 を な

す こと と、相 手が 知 って いる と ころで 非倫 理 的行

為 をな す こと とは、 同 じ非倫 理 的行 為 をす るに し

て も罪 悪感 が 異 な るで あ ろ うか 、そ れ とも同 じで

あ ろ うか 。そ の理 由も考 えて ほ しい。

二 種類 の具 体 的な場 面 を設定 し、説 明 しよ う。

場面A:假 屋 園君 と坂元 君は仲 良 しである。 ある 日、

假屋 園君 は、 坂元 君 が上 級 生 にい じめ られ て い る

場面 に出 くわ した。 坂元君は困 って いるようだった。

ここで假 屋 園 は坂元 君 が 困 って い る こと を知 っ

て い る。 しか し坂 元 君 の方 は、 假屋 園が 困 って い

る坂 元 君 を見 て い る こと も、假 屋 園が 坂元 君 を助

け よ う と思 え ば助 け られ る立 場 にい る こと も知 ら

な い 。 「坂 元 君 は僕 に気 付 い て いな い」 と假屋 園

は思 っ た。

假 屋園 は、 困 って い る坂元 君 を見 捨て て逃 げた 。

場面B:困 って い る坂元 君 は、 近 くで 假屋 園 が 自

分 を見 て い る こ とに気 付 き、 假 屋 園 の顔 を見 た 。

假屋 園 も坂 元 君 の顔 を見 た 。假 屋 園 は坂元 君 の ま

な ざ しに さ らされ た 。坂 元 君 のま な ざ しに さ らさ

れ なが ら、坂元 君 の 視線 を感 じな が ら、假 屋 園 は

気付 かな いふ りを して 逃 げた。

上記 場 面 の 坂元 君 は、 平 成26年 度 の 筆 者 の大

学院 のゼ ミ生で あ り、場面 の例 に記 載す るにあた っ

て は、本 人 の了解 を得 て い る。

さて 、上 記 の二 つ の場 面 で、 假屋 園の罪 悪 感 は

どの よ うに異 な るだ ろ うか 。友 人 が假 屋 園の 存在

に気 付 いて いな い時(困 って いる友 人 は私 の 顔 を

見 て い な い時)、 友 人 を助 けず 逃 げ る場 合 の假 屋

園 の罪 悪感 。 一方 で 友人 が假 屋 園 の存 在 に気 付 い

て い る時(お 互 い が相 手 に気 付 い て い る時)、 友

人 を助 けず 逃 げ る場 合 の假屋 園の罪 悪感 。 罪 悪感

の大 き さに違 い は ある だ ろ うか 。 も し違 いが あ る

とした ら児童 にそ の理 由を話 し合 って も らう。

② 問 いか けが 問 いか け を生む

この問 いか け を考 えて い く過 程 で どの よ うな現

象が 生 じるか を考 えて み よ う。考 え る場 合 の学 習

形態 は 、児 童 同士 の班 別対 話 活動 で もよ い し、 一

斉 指導 で の教 師 と児 童 との対 話 で もよ い。

この問いかけ を考 える過程 のなかで、児童か らは、

次 か ら次 へ と新 しい問 い か け が生 じ るで あ ろ う。

た とえ ば 「罪悪 感 って 何 だ ろ うね?」 、 「ど うして

人 間っ て罪 の意 識 を感 じる のだ ろ うね?罪 の意 識

の原 点 は何 だ ろ うね?」 、 「どん な時 に 人間 って 罪

の意 識 を感 じる のだ ろ うね?」 、 「こ の場 面 で は、

何 が 罪 なの だ ろ うね?友 人 を見捨 て て逃 げる こ と

自体 が罪 な のか ね?」 、 「助 けな けれ ば な らな い根

拠 はどこにあるのかな?根 拠 は友情な のかな?」 、「友

情 とい うの は 、 自分 へ の危 害 と引 き換 え に して で

も守 らね ばな らな い ほ どの価 値 なの かね?自 分 が

順 調 の時 は 友 人が寄 って くるが 、 自分が 逆境 にな

る と友 人は 自分 か ら離 れ て い くだ ろ う。 そ の理 由

は友 情 とい うのは 、ギ ブ ア ン ドテイ ク(対 称 性 の

原理)だ か らだよ。」 「人 間関係 ってい うのはすべて、

ギ ブ ア ン ドテイ クな の か ね 。」、 「徳 もギ ブ ア ン ド

テイ クな の か な。」 とい っ た新 しい 問 いか けが 生

まれ るだ ろ う。

さ らに提 出 され る意 見 として 、友 人が 自分 に気

付 いて いな い場 合 よ り気 付 い て い る場 合 の方 が 、

罪 の意識 が 大 き い とい う意 見 と気 付 い て いな い場

合 の方が、罪悪感が大 きいとい う意見 があるだ ろう。

す る と罪 の 意識 の原 点 は単 に 「規 則 を破 った、 破

らな い」 で は な く、そ れ 以上 の ところ に ある のか

も しれ な い。

どち らの 罪悪 感 が大 き いか とい う視点 か ら、 友

情 と罪悪 感 、 良心 の本 質(原 点や 根 拠)を 発 見 す

る こ とが で きる。

こ こで大 切 なの は、 どち らの罪 悪 感が 大 き いか

とい う答 え で はな く、 友情 、 信頼 、 助 け合 い の場

面 に は、 こ う した 「問 い か け」(視 点)が あ る こ

と自体 を知 ってお くこ とで あ る。

道徳 の時 間の 意義 は、 こ うした問 いか け を、 「友

情 、信頼、助け合 い」 を考 える時の問いかけ(視 点)

として 習 得 す る と ころ にあ る 。そ して 児 童 に は、

この問いかけ を自分 の問いと して持 ち続 けて ほしい。

す る と暮 ら しの 中でそ の答 え に遭 遇 す る瞬 間が 訪

れ る。 「これ が 罪悪 感 の源 な のだ 。」、 「これ が助 け

な けれ ばな らな い根 拠 な の だ 。」 とい う瞬 間 に出



会 え る。 しか し、 自分 の 中に 問い か けを も って い

な い と、そ の 瞬 間が 目の前 に訪 れ た と して もわか

らな いま まな ので ある。 答 え は問 い を もって い る

人 間 にだけ訪 れ る。

③ 別の テ ーマ につな が って い く問いか け

所 与 の 問 いか け を考 えて い く と、次 々 と新 しい

問 いか けが生 じる。そ してそ の問いか けは別 のテー

マ に もつ なが って い く。 顔概 念 による 問いか け は、

自分 の非倫 理 的行 為(逃 げる とい う行 為)が 、相

手 に 「ばれ る、 ばれ な い」 とい う問題 で あ る。 こ

の 「ばれ た時 、 ばれ な い時」 と罪悪 感(良 心)と

い う 問いか けは 、友 情場 面 だ けで はな く生徒 指導

の場 面 で も教 師が 頻 繁 に遭遇 す る 問題 で あ る。す

な わ ち 「ばれ な けれ ばそ れ で いい のか 。 ばれ な け

れ ば何 とも思 わ な いのか 。 ばれ な けれ ば何 をや っ

て も いい のか 。」 「ばれ た時 に謝 れ ばそ れ で いい の

か 。」 と い う問 い か けで あ る 。 こう した 問 い か け

を児 童 生徒 に投 げか け た こ とが あ る教 師 は多 い は

ず だ。

発 問 とは、 児童 に考 えて ほ しい ことを 問 いか け

るのだ。教 師が児童 にこうした 問いか けをす るのは、

こうした 問題 を児童 に考 えてほ しいか らな ので ある。

4.対 話 の深化 とは 「問いか けが 問いか けを 生む 」

こと

最 初 の 「問 いか け」 は教師 か ら出 され る とす る。

これ らの問 いか けを、対 話 によ って考 える とす る。

す る と対話 の 過程 で 種 々の疑 問点 が新 た な問 いか

け と して 生 まれて くる。 本研 究 で は、 最初 に出 さ

れ た特 定 の問 いか けか ら、新 た な 問 いか けが 次 々

と生 まれて くる過 程 を対 話 の深 化 と定 義す る。最

初 に 出 され た 問 いか け(教 師発 問や 対 話課 題)に

対 して 、児童か ら新た な問いか け(疑 問点)が 次 々

と創 られ る こ とによ って対 話が 深化 す る。

した が って 最初 に出 され た 問い か け(教 師 発 問

や対 話課 題)に 対 して 、児 童が 自分 達 で 、新 た に

どれだ け の問 いか け(疑 問点)を 生み 出 した か を

対話や道徳的思考 の深化 の指標 とす ることがで きる。

本研 究で は これ を問 いか けの創 造 と呼び た い。

そ して次 々 に 出 され る問 いか け(疑 問点)を 考

え て い く ことを通 して 、友情 や 寛容 とい った 徳 の

姿が具体 的 にな ってい く。 どれ だけの 問いか け(疑

問点)を 創 造 した かが 、 自分 達が 発 見 で きる徳 の

姿 を決 め る。

5.道 徳 の 授業 は 「問 い か け続 けろ 」 と い う呼 び

か け

道 徳 の授 業 で示 して い る こ とは、 人 間は 、古 今

東西 、 こうい う問題 に悩 んで き たの だ 、 とい う こ

とで あ る。 そ こ を 「わ か りきっ た こ と」 と捉 えて

しま うの は 、 「考 え 続 け る こ と」 や 「問 いか け続

け る こと」 をや め て しま う ことを意 味す る。

単 に徳 目の陳列棚 を鑑賞す るだけになって しまう。

道 徳 の授業 は 「君な らどう考 えて、 どう動 くのか」

を よ く考 え ろ 、 とい う問 いか け なの で あ る。 自分

の 問題 として考 え る とい うこ とは、 自分 で 問 いか

け を生 み出 す と い うこ とで ある。 常 に 問 いか け続

け る こ とが 、徳 目の陳 列棚 を他 人事 として鑑 賞 す

るのではな く、 自分 の問題 と して捉 える ことにな る。

だ か ら道 徳 の時 間 の中 だ けで答 え が 出た 、 出な

い に こだわ る必 要 はな い 。そ して 生 き る とい う こ

とは、 こう した問 いか け に応 えて い く営 み な ので

あ る。
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