
Ｌ）

き
で
す
。

い
が
ま
か
れ
て
い
ま
す
。

「
に
わ
で
こ
ろ
ん
で
く
じ
い
た
の
。

い
き
お

「
た
だ
い
ま
！
」

「
あ
れ
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
ど
う
し
た
の
。
」

司

ぽ
〈

び
ょ
う
い
ん
に
い
っ
た
ら
、

み
つ
か
も
す
れ
ば

な
お
り
ま
す
っ
て
。

し
ん
ぱ
い
は
い
ら
な
い
よ
。

（
よ
か
っ
た
な
。
）

2３が
ま
っ
て
る
ぞ
。
」

》

さ
や
か
さ
ん
も
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
お
に
ぎ
り
が
だ
い
す

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
み
ぎ
て
に
ほ
う
た

と
も
だ
ち
と
あ
そ
ん
だ
か
え
り
み
ち
、
さ
や
か
さ
ん
は

さ
や
か
さ
ん
の
お
に
ぎ
り
づ
く
り

，
あ
に
の
ま
さ
る
ぐ
ん
と

よ
く
げ
ん
か
ん
の
と
を
あ
け
ま
し
た
。

お
な
か
・
へ
こ
ぺ
こ
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
お
に
ぎ
り

Ｌ１

っ
し
ょ
に
な
り
ま
し
た
。

Ｙ
；

；

１０１

頭

｜
Ｉ

守
一
、
可
Ｉ

１００



す
い
て
る
で
し
ょ
う
？
‐

と
、
さ
や
か
さ
ん
は
お
も
い
ま
し
た
。

い
ち

「
で
も
、
お
と
う
さ
ん
と
お
か
あ
さ
ん
の
か
え
り
は
、
一
時
し

Ｉ
Ｌ
‐
士
列
十
Ｊ
Ｃ
Ｉ
Ｌ
ト
ー
し
し
」

「
脂
し
や
あ
、
ふ
た
り
で

つ
く
っ
て
み
る
？
」

に
っ
こ
り
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が

い
い
士
ユ
ー
レ
‐
た
坐
。

お
に
ぎ
り
づ
く
り
の

せ
ん
せ
い
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

で
す
。
ぬ
ら
し
た
ち
い
さ
な

て
に
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
し
お
を

つ
け
て
に
ぎ
り
ま
す
。

し
れ
な
い
け
ど

「
じ
ゃ
あ
、
ふ
た

つ
く
っ
て
み

』
つ
こ
り
と
治

す
ぎ
だ
し
、
お
に
ぎ
り
が
に
ぎ
れ
な
く
て
、
こ
ま
っ
て
た
の
。

○

ふ
た
り
と
も
、
お
な
か
が
す
い
て

「
ぼ
く
、
お
に
ぎ
り
か
っ
て
く
る

お
も
い
つ
い
た
よ
う
に
、

ま
さ
る
く
ん
が
い
い
ま
し
た
。

「
で
も
、
お
に
い
ち
ゃ
ん
、

わ
た
し
つ
く
っ
て
み
た
い
な
。

う
ま
く
で
き
な
い
か
も

1０２
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わ
た
し
た
ち
に
も
た
く
さ
せ
た
い
っ
て
。
」

「
も
っ
と
い
ろ
ん
な
も
の
を
い
れ
よ
う
よ
。
」

と
、
ま
さ
る
く
ん
。
う
め
ぽ
し
、
さ
け
、
か
つ
お
ぶ
し
、
そ
れ
に
、

く
り
Ｉ
）
て
き
き
ま
し
た
。

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
、
に
こ
に
こ
し
な
が
ら

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
そ
の
て
で
に
ぎ
っ
た
の
？
」

弓

し）「
さ
や
か
と
ま
さ
る
の
き
も
ち
が
、
お
に
ぎ
り
に
つ
ま
っ

「
ま
あ
お

て
え
ぶ
る

お
か
あ
さ
ん
は
、
テ
‐
ｌ
ブ
ル
の
お
に
ぎ
り
を
み
て
、
び
っ

十
勺
い
李
９

チ
ー
ズ
ま
で
い
れ
て
み
ま
し
・
た
。

お
お大

き
さ
‐
も
か
た
ち
も
い
ろ
い
ろ
な

じ
ゅ
う
は
ち

お
に
ぎ
り
が
十
八
こ
‐
も
で
き
ま
－
ｌ
）
た
。

「
や
っ
た
！
お
と
う
さ
ん
と

お
か
あ
さ
ん
の
ぶ
ん
も
だ
よ
・
」

．
念
、

そ
の
と
き
、
ノ
く
、
る
ま
の
と
ま
る
お
と
ノ
刀

‐
し
ま
し
た
。
お
と
う
さ
ん
と
お
か
あ
さ
ん
が
、

か
え
っ
て
き
た
の
で
す
。

て
い
る
ん
だ
ね
。
」

お
と
う
さ
ん
も
た
の
し
そ
う
で
す
。

や
、
さ
や
か
と
ま
さ
る
が
、
つ
く
っ
て
く
れ
た
の
よ
。

Ｌ、

し
そ
う
。
お
か
あ
さ
ん
う
れ
し
い
な
。
‐

い
い
＋
よ
－
し
坐
に
。

104
１０５



か
く
れ
ん
ぽ

う
に
し
て
い
ま
す
。
お
に
に
な
っ
た
ひ
ろ
し
く
ん
が
、

も
、
こ
う
え
ん
で
、
と
も
だ
ち
と
か
く
れ
ん
ぽ
を
た
の
し
そ

と
こ
た
え
な
が
ら
、
か
く
れ
る
と
こ
ろ
を
い
そ

「
も
う
い
い
か
い
。
」

お
お

と
、
大
き
な
こ
え
で

「
ま
あ
だ
だ
よ
。
」

2４ま
り
こ
さ
ん
は
、
か
く
れ
ん
ぽ
が
だ
い
す
き
で
す
。

「
チ
ー
ズ
も
な
か
な
か
う
ま

み
ん
な
に
ほ
め
ら
れ
て
、

さ
や
か
さ
ん
は
ふ
し
ざ
に

お
も
い
ま
し
た
。

（
お
に
ぎ
り
っ
て
、
ほ
ん
と
う
に

き
も
ち
を
こ
め
れ
ば
お
い

し
く
な
る
ん
だ
な
あ
。
）Ｌ１

っ
て
い
ま
す
。
み
ん
な
は
、Ｌ１

蚕
」
ょ
へ
７

で
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口
板
書

力勤ぞくみんな ここにこ

２３さやかさんのおにぎりづくり４－(2)父母,祖父母を敬愛し,進んで家の手伝いなどをして,家族の役に立つ喜びを知る。
（家族愛）

さ
や
か
さ
ん
の
お
に
ぎ
り
づ
く
り

、主顕醗定の理由

<ねらいとする価値について〉

核家族が多くなった現代において家族を結ぶ

紳は，昔に比べ希薄になりつつある。しかし，

自分が困って悩んだときや病気になったときな

ど，家族のありがたさが身にしみて感じられる

ことに変わりはない。

そこでお互いの仕事や立場を考え，家族の一

員として自分の立場を浬織し，家族のために協

力することはますます必要となってくる。お互

いに思いやり，感謝の気持ちをもち合うことが

大切なのである。

ここでは，人間の幸せの基盤は家庭であるこ

とを再認職させ，家族への親愛の情や感鮒の念

を育てたい。

〈子どもの実態について＞

多くの家庭において，「子どもを中心」にし

た家庭生活が営まれており，その結果として，

子どもたちは「世騒をしてもらうことがあたり

まえ」になりがちである。

また，この期の子どもは，大人がやっている

ことは何でもまねてやりたがる傾向でもあり，

ベットの世話や新聞とり等をお手伝いとして取

り組んでいる子も多い。

そこでいつも世話をしてくれている家族のこ

とを思い起こし，感謝の気持ちをもって自分も

家族の一員として助け合おうとする心情を育

て，実践へとつなげたい。

〈費料について＞

本資料は，さやかさんと兄のまさる〈んがけ

がをした祖母のかわりに，おにぎりづくりに挑

戦する話である。いつもは，母親代わりの祖母

に頼りっきりの二人だが，おにぎりづくりを通

して，家族の役に立つことや家族が喜ぶことを

することの楽しきを実感する。さやかさんに共

感することによって進んで家の手伝いをしよう

とする態度を養いたい。

回ねらい

家族の愛情を感じ，家族のために自分ででき

るお手伝いを進んでしようとする態度を養う。

児童書100～106ページ

（
き
も
ち
を
こ
め
れ
ば
お
い
し
く
な
る
。
）

何1雇隙

－４７－－４６－

学 習 活 動 支援上の留意点

(1)お手伝いをした経験について鰭し合う。．．

ｏお手伝いをして喜んでもらったことはありませんか。

･せんたくものをたたんでいる。

．おちやわんを運んでいる。

(2)資料｢さやかさんのおにぎりづくり｣を蹄んで，賭し合う。

①おばあさんのけがを知ったとき，さやかきんはどう思っ

たでしょう 。

･おばあちゃんのけがが軽くてよかったなあ。早く治ると

いいな。

･おなかがすいたな。でも，おばあちゃんはおにぎり作り

Iま無理だろうな。

．今日はおばあちゃんにおにぎりを作ってあげよう。

②おにぎりを作りながら，さやかざんはどんなことを考え

たでしょう。

．とっても楽しいな。おいしく作れたらいいな。

･いろんな味のおにぎりができたらいいな。

．「おいしい｡」と言ってくれるかな。

･お父さんやお母さんは喜んでくれるだろう。

③ほめられてどんなことを考えたでしょう。

｡そんなにおいしかったの。作ってよかったよ。

･心をこめて作ったかいがあったなあ 。

．またいっぱい作ってあげよう。

｡みんなにほめてもらって，うれしいなあ。

．喜んでもらってうれしいなあ。

(3)家族の人たちの心遣いなどについて話し合い，自分はこれ

からどうしたらよいかを考える。

ｏうちの人たちにやさしくしてもらったり，自分がしてあ

げたりしたことはありませんか。これからどんな子になり

たいですか。

･病気のとき，みんなが心配してくれた。

･妹が泣かないように，妹が喜ぶようにいっしょうけんめ

い世諾をした。

･心配をかけないようにする。

(4)教師の篭を聞く。

’
家族のためによく努力をしている子どもの事例を紹介

する ◎ ’

・ねらいとする価値にかかわる

意識がもてるようにする。

・日常．祖母にどのように世騒

になっているか，さやかたちが

祖母にどのように感謝している

かも合わせて考えられるように

する◎

・家族でいっしょに物を作る楽

しさや，両親や祖母のためにが

んばろうとする気持ちをとらえ

ることができるようにしたい。

・子どものやさしさが両親や祖

父母にとっては何よりもうれし

いものであることを助言する。

・家族がどんなことをしてくれ

るかを振り返り，家族のことを

思って手伝うことの気持ちよさ

について感得できるようにした

し。
◎

・十分に時間をとり，行為と朝

にそのときの気持ちを発表でき

るようにする。

・保霞者会などで，家庭におI弓

る様子を聞いておき，家族のズ

めによく努力をしている子ど《

の事例を紹介する。保護者か‘

の手紙として紹介してもよい。


