
お
し
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

じ
ろ
う
は
と
も
だ
ち
の

い
ち

き
ょ
う
Ｉ
）
つ
に
一
ば
ん
に

わ
か
る
ま
で

で
も
、
き

お
さ
る
の
が
つ
こ
う
の
じ
ろ
う
は
、
も
ん
た
せ
ん
せ
い
が

だ
い
す
き
で
す
。
も
ん
た
せ
ん
せ
い
は
、
や
す
み
じ
か
ん
に
は
、

い
っ
し
ょ
に
あ
そ
ん
で
く
だ
さ
る
し
、
、
へ
ん
き
ょ
う
は

吃
も
ん
た
せ
ん
せ
い
だ
い
す
ぎ

冬
」
よ
『
７
，

そ
し
て
、
げ
ん
き
な
こ
え
で

「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」

と
あ
さ
の
＋
め
い
さ
つ
を
し
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
、
せ
ん
せ
い
の
あ
い
さ
つ

が
か
え
っ
て
き
ま
せ
ん
。

「
そ
う
か
・
き
ょ
う
は
、
十
口
ん
た
せ
ん
せ

い
は
こ
ら
れ
な
い
ん
だ
。
」

「
じ
ろ
う
さ
ん
、
さ
び
し
い
ね
。
」

じ
ろ
う
は
、
こ
っ
く
り
と
う
な
ず
き

こ
く
ば
ん
を
み
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、

も
ん
た
せ
ん
せ
い
は
し
ゅ
っ
ち
よ
う
で
す
。

は
な
こ
と
、
い
つ
も
の
よ
う
に

い
さ
』
士
埜
－
し
坐
に
。

3９
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Ｌ）

お
お

せ
ん
せ
い
の
じ
が
、
大
き
く
か
か
れ
て
い
ま
１
１
）
た
。

く
き
ょ
う
一
に
ち
み
ん
な
で
な
か
よ
く
が
ん
ば
る
ん
だ
よ
〉

Ｘ
」
い
＋
よ
－
）
坐
に

「
『
車
』
の
か
ん
じ
の
か
き
じ
ゆ
ん
は
ど
う
だ
っ
た
か
な
。Ｉ

れ
ん
し
ゅ
う
を
は
じ
め
ま
す
。

う
を
し
た
ノ
ー
ト
を
み
な

お
し
ま
し
た
。

「
あ
っ
た
。
も
ん
た
せ
ん
せ
い
の

お
て
ほ
ん
。
た
く
さ
ん
れ
ん

し
ゅ
う
し
て
は
な
ま
る
を

い
っ
ぱ
い
も
ら
っ
た
ん
だ
。
」

・
へ
え
じ

じ
ろ
う
は
、
そ
の
・
へ
Ｉ
ジ
を

し
ば
ら
く
み
て
い
ま
し
た
。

す
る
と
、
は
な
ま
る
が
も
ん
た

せ
ん
せ
い
の
に
っ
こ
り
し
た

あ
わ
て
て
せ
ん
せ
い
と
い
っ
し
ょ
に
じ
の
べ
ん
き
ょ

く
る
ま

の
う
と

じ
ろ
う
は
、
み
ん
な
と
い
つ
ｌ
し
ょ
に
、
ノ
／
ｌ
卜
に
じ
の

せ

十
勺
や
い
坐
し

一
じ
か
ん
め
の
チ
ャ
イ
ム
が
な
り
ま
し
た
。
‐
も
ん
た
せ
ん

の
か
わ
り
に
、
き
ょ
う
と
う
せ
ん
せ
い
が
、
き
て
く
だ

画

か
お
に
み
え
て
き
ま
し
た
。

#〆曇－－学嘗議も=
〆〆~＝
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き
ゅ
う
し
よ
く
が
お
わ
り
、
》

そ
う
じ
の
じ
か
ん
で
す
。

「
い
つ
も
だ
っ
た
ら
、
‐
も
ん
た
せ
ん

せ
い
と
い
っ
し
ょ
に
ぞ
う
き

ん
が
け
を
す
る
の
に
な
あ
・
」

ご
し
ご
し
ご
し

ゴ
シ
、
ゴ
シ
、
ゴ
シ
。
じ
↓
ら
へ
７
１
も

は
な
こ
ｉ
も
‐
も
も
こ
も
た
ろ
う
Ｉ
も
、

い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
で
す
。

ぞ
う
き
ん
が
け
の
お
と
が
、

し
だ
い
に
、

「
じ
ろ
う
、
が
ん
ば
れ
。

じ
ろ
う
、
が
ん
ば
れ
。
」

と
、
毛
ん
た
せ
ん
せ
い
の
こ
え
に

き
こ
え
て
き
ま
し
た
。
じ
ろ
う
は
、

ま
す
ま
す
ち
か
ら
い
っ
ぱ
い

ゆ
か
を
ふ
き
ま
し
た
。

は
な
こ
や
み
ん
な
の
て
も
、

や
す
み
な
く
う
ご
い
て
い
ま
す
。

ひ

つ
罫
）
の
［
ロ
の
あ
さ
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ろ
く
し
ち
や
つ

｛
ハ
、
七
、
は
ょ
め
ち
、
八
つ
だ
。
」

あ
さ
が
お

4４

わ
っ
て

う
ん
ど
う
じ
よ
う

ん
せ
い
と
じ
ろ
う
た
ち
は
、

い
つ
も
よ
り
に
こ
に
こ
し
な

が
ら
、
う
れ
し
そ
う
に
か
け
ま

二
が
つ
き
が

な
が
、
せ
ん
せ
い

式
』

う
え
木
ば
ち
の

ま
っ
て
い
ま
す

「
せ
ん
せ
い
の

だ
れ
・
」

い
ち

「
一
、
一
一
、 い

た
り
ぁ

８
イ
々
／
川
ソ
ア
の

一
」

い
＋
ま
ｉ
し
上
に
◎

天
』
ノ
胆
‐
し
こ

こ
一
、
四
、
五

は
じ
ま
っ
て
、
み
ん

の
あ
さ
が
お
の

ま
わ
り
に
あ
つ

あ
さ
が
お
、
は
な
が
た
く
さ
ん
さ
い
た
ん

【●

で
、
も
ん
た
せ

蕊》
》

、

軸
■

●
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、圭頚詮定の理由

<ねらいとする価値について＞

学校は，子どもが初めて社会生活を体験する

場である。社会生活であるからわがままは通用

しない。集団生活の厳しさがある。しかし，そ

こに絶えず自分のことを考えてくれる教師がい

ることは，大きな励みとなり，親しみと感謝の

心をもつようになる。そしてそれは，教師を敬

う心に成長し,それによって学校が好きになり，

学校での生活を充実させていこうとする態度や

意欲も，しだいにわいてくることになる。

<子どもの実態について＞

一年生の子どもは，学校生活でしばしば不慣

れな場面に出会う。特に人と人との関係，集団

における自分とのかかわりなど緊張の度合いも

強い。それだけに，教師や学校の友達との人間

関係をよし1状態にもっていくことが望まれる。

担任とのふれ合いを多く求めながらも，自ら

学級生活を楽しもうという意識が薄い子どもた

ちに，担任や他の先生方がそれぞれの立場から

自分たちのことを常に考えてくれていることを

回展開

とらえさせたい。

<資料について＞

本資料は，おさるの学校のもんた先生が出張

のときに，じろうがこれまでのもんた先生との

かかわりを思い出し，もんた先生をますます好

きになって学校の生活を楽しむようになるとい

う内容であ詮

もんた先生が出張でいないときの朝の教室で

のあいさつの場面，字の轡き方が分からなかっ

たときに，もんた先生からはなまるをもらった

ことを思い出す場面，掃除の時間のもんた先生

の励ましの声の場面，それぞれでのじろうの気

持ちに共感することによっでもんた先生を敬

愛していこうとする気持ちが増し，ねらいにせ

まることができると考える。また，次の日は｢い

つもより」という言葉を大切にして話し合わせ

る中で，学校の生活を楽しもうとする気持ちを

育てていきたい。

回ねらい

先生や自分の学級に親しみ，学級の生活を楽

しもうとする心惰を育てる。

－２５－

１２もんたせんせいだいすき４－(3)先生を敬愛し'学校の人々 に親しんで，学級や学校の生活を楽しくする。（愛校心）

－２４－

た
の
し
い
が
っ
き
ゅ
う
に
ノ

し
た
い
な
ノ
．

／
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も
ん
た
せ
ん
せ
い
だ
い
す
き

学習活動 支援上の留意点

(1)入学してからの学校生活について賭し合う。

ｏ入学してからの生活の中で，楽しかったできごとについ

て発表しましょう。

･先生や友達，上級生といっしょに遊具遊びをした。

(2)資料「もんたせんせいだいすき」を銃んで，話し合う。

①もんた先生のいない教室で朝のあいさつをするじろう

lま，どんな気持ちだったでしょう。

・いつもやさしくあいさつを返してくれるのに，きょうは

むかえてくれない。さびしいなあ。

・いろんな話を聞いてもらえない。

②はなまるが,もんた先生のにっこりした顔になったとき，

じろうは，どんな気持ちになったでしょう。

．やさしく教えてくれたなあ。

。いっぱいほめてくれたなあ。

。また，がんばらなくちゃ。

③ぞうきんがけの音が，もんた先生の声に聞こえたとき，

じろうは，どんな気持ちになったでしょう。

・もんた先生が見てくれているよ。

･先生が，応援してくれている，みんなで力を合わせてき

れいにしよう 。

④次のａもんた先生と運動場で遊んでいるじろうは，ど

んな気持ちでいるでしょう。

｡やっぱり先生といっしょだと何をしても楽しい。

･たよりになる。やる気がわいてくる。

･先生がいると，学校へ来るのが楽しい。

(3)先生やみんなと過ごして楽しかったことを思い出し，その

ときの様子や気持ちを賭し合う。

･休み時間や公園へ行ったときにいっしょに遊んだ。

･鉄棒ができたとき，いっしょに喜んでくれた。

･がんばった係活動を，ほめてくれた。

(4)教師の露を聞く。

Ｉ
自分が一年生のころの思い出(担任の先生の話をする)。

子どもとの生活の中で楽しいことやうれしいことなど。Ｉ

・入学してからの集団遊び，共

同作業，行事などの全活動の中

で教師とのかかわりやそのとき

の気持ちを自由に発表できるよ

うにする。

・子どもが追体験できるように

間をとって語り，つぶやきを生

かして発問につなげる。

・じろうとはな子の会話では，

対話法を活用し，モ》んた先生に

会えなくてさびしい気持ちに共

感できるようにする。

・子どもの成長を願い，やさし

く励ましてくれる先生のやさし

さに気付くようにする。

・ぞうきんがけの場面では，子

どもと教師の役割演技を活用す

るなど，主人公に共感できるよ

うにする。

｡「いつもより」という言葉を大切

にして賭し合う中で，先生や友

達との信頼関係を自覚し，先生

や友達といっしょに学校生活を

楽しもうとする気持ちがわいて

くるようにする。

・教師と子どもが楽しく過ごし

た場面のビデオや写真，絵を掲

示する。

・教師も子どもたちといっしょ

に学校生活を送る中で，うれし

かったことや楽しかったことを

感慨豊かに紹介していき，とも

に学校生活を楽しんでいきたい

という気持ちを深めるようにす

る ｡


