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平成 7 年度東京都小学校道徳授業研究会 研究部 授業研究 

 

よりよい生き方を求め、未来を拓く児童を育てる道徳教育 

―的確な自己理解を図る道徳の指導－ 

 

平成 7 年 6 月 27 日㈫第 5 校時 

台東区立上野小学校 5 学年 2 組 

男子 15 名 女子 18 名 計 33 名 

                  指導者   石田 周 

１ 主題名   父母を敬愛する   4-⑸ 家庭愛 

 教材名  「ぼくのお母さん」 桜井貴史（大田区立小池小学校児童作文） 

 

２ 主題設定の理由 

（１）ねらいとする道徳的価値について 

子供たちは忙しい毎日を送っている。学習塾や英語塾、そろばんに習字、サッカーに野球･･･、一

週間のスケジュールは一杯にうまっており、その合間をぬって友達と遊ぶという子供は多い。核家

族化、少子化が進み、一人の子供にかけられる教育費の額が上がったことで、子供たちは自分の興

味のままに習い事に通える。また、子供に対する親の期待も厚い。この子のためになるならば、な

んでもやってあげたいと親たちは力を惜しまない。 

その反面、親たちは仕事に追われ、子供と一緒にいる時間が少なくなっている。サラリーマン家

庭が多いので、親が外で懸命に働く姿を子供たちは見ないで育っている。自分のためにこんなに働

いているのだということを子供たちは案外自覚していないと考えられる。それに拍車をかけている

のが共働き家庭の増加であろう。多くの母親たちは仕事で疲れた体で家事もきちんとこなしている

のである。 

このような状況の中で子供たちは甘やかされ、ほしい物が手に入るのは当たり前と思っている傾

向がある。親の厚い願いを知り、自分も家族の一員であるということを理解させた上で、自己の父

母に対する態度と心情を振り返らせ、あわせて父母を敬愛する心情を養いたいと考える。 

 

（２）児童の実態について 

上野下町にある本校は、5 年前に下谷小と清島小が統廃合されて生まれた新しい学校である。幼

稚園・小学校・社会教育センター・温水プールの 4 つが集まっているインテリジェントスクールで

ある。子供たちはこの恵まれた施設の中で、明るく、快活に育っている。 

家庭はサラリーマン家庭が多いが、自営業や伝統工芸の職人さんもいる。 

事前調査では、母親に対してはいつも働いてくれてありがとうという感謝の言葉やこれからもよ

ろしくお願いしますという子がほとんどであった。自分がよくないことをしたときはこわいが、ふ

だんは優しいという回答がほとんどであった。優しさについて、自分を見守っていてくれる、相談

に乗ってくれることを優しさととらえている子、また、自分がほしい洋服などを全部買ってくれる

から優しいと認識している子もいた。また、母親のよいところとして、趣味に打ち込んでいること

や普段の会話をあげていた。しかし、自分に対する父母の願いや期待についての意識はほとんどな

かった。 

学級は 4 月にクラス替えがあって 2 ヶ月余。軽井沢移動教室を経験し、クラスとしてのまとまり

が少しずつ感じられるようになってきた。男女は仲が良く、互いに助け合う様子がよく見られる。 

この集団として高まりたいという気持ちを家族にも向けさせ、これから父母に対してどのように

かかわっていくかを考えさせることで、家族を敬愛する心情を養いたい。また、家族の一員として

の自己の在り方についても改めて考えさせたい。 
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（３）資料について 

本資料は江東区立大島中央小学校教諭（現シンガポール日本人学校勤務）佐野友隆先生の教え子、

桜井貴史君（現高校 3 年生）が小学校 3 年生の時に書いた作文である。桜井君は幼稚園に通う 4 歳

の時に母親をがんで亡くした。作文には母親を慕う桜井君の気持ちが全文にあふれている。母との

つらい別れを悲しい体験としてだけとらえるのではなく、周囲の人々に支えられながら自分は力強

く生きていこうという気持ちが伝わってくる話である。 

資料中の母親との死別の場面を大きく取り上げすぎずに、テープを録音した時の母親の子に対す

る愛情や子の成長に対する喜びの心情、さらに、形見の手紙に綴られている子に対する溢れるばか

りの愛情や期待、そして願い。それに今も応えようと母を敬愛し続ける桜井君の心情を共感的にと

らえさせることで今の自己を振り返り、父母や家庭について深く考えさせたい。 

（参考文献；平成 4 年度江東区小学校道徳教育研究会研究紀要） 

 

（４）的確な自己理解を図る指導法の工夫 

 自分はどんな人で、何をどう感じ、どのように判断するかをはっきり認識することは難しいこと

である。「あるがままの自己をよく知ること」を自己理解と考えるならば、自己理解は様々な条件に

よって刻々と変化していく場合もあるのではないだろうか。例えば、他者の行動や意見から示唆を

受ける前と後の自己、社会の出来事や現象と自分を対比させる前と後の自己のように。こう考える

と今までの経験や体験によって生じた自分なりの考えや行動の仕方にある程度の客観性をもたせ、

それをプラスの方向へ向かわせる自己理解を図るようにすることが、的確な自己理解と考えられる。 

 的確な自己理解を図る一つの場面が他者の言葉や行動に対する自分の反応を振り返ったときと

言える。この場合の児童にとっての他者とは、生活をともにしている親や家族、学校などの友達、

そして教師などの順で考えられるのではないだろうか。もちろん、地域の大人や、病院その他の施

設で出会う人々も他者なのであるが、自分に近いという意味では前者であろう。自分に対する他者

の言葉や行動には、自分に対するその人固有の動機や願いが隠れている。その動機や願いについて、

児童が改めて考えてみることを「的確な自己理解」を図る一つの視点としてとらえた。 

 指導法の工夫として、道徳の時間とそれ以外の場面とに分けて考えてみた。 

 

 《日常における指導場面》 

① 今日のことわざ（今日の俳句、今日の四字熟語） 

 ことわざや四字熟語などを輪番で発表する。その際、自分の感想や意見を必ず入れるように

指導している。また、友達の発表を聞いて、自分がどう思ったかをノートにとるようにもさせ

ている。 

② 昨日のニュース 

 昨日の新聞記事の中からスクラップしてきたものを発表する。社会に対する目が養われ、様々

な社会事象を考える中で道徳的思考も併せて養われると考えている。スクラップしてきた記事

には他の児童が必ず自分の感想を入れるようにさせている。一冊のスクラップブックに全員の

意見や感想がたまっていくので、児童が後から読み直したとき様々な感想を抱く。 

 

 《本授業における指導法の工夫》 

① 事前における指導 

   ○ 「ぼくの（わたしの）お母さん」という題で作文を書くことで、授業前に自己の母親に対す

る思いを自覚させる。 

 ○ 保護者に対し、誕生時の子への願い（誕生手記）などを手紙にして書いてもらうよう依頼す

る。その際、資料「ぼくのお母さん」を同封し、どんなねらいで授業に用いるか、また、授業

でどのように使うか（我が子以外の人が読むのかどうかなど）を知らせた。 
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② 授業 

 ○ 導入時に、「母親は自分に対してどんな願いをもっているか」を想像してワークシートに書

かせ、ねらいとする価値について主体的な態度で臨むようにする。 

 ○ 終末時に、母親の願いが書かれた手紙を読み、導入時に自分がワークシートに書いた内容と

比較することで、より的確な自己理解をすすめる援助とする。なお、全家庭から手紙のご協力

が得られた場合にのみ授業終末で活用する(全員分の手紙が集まらなければ説話に変更する)。 

③ 事後における指導 

 ○ 母親の手紙に対する感謝の手紙を書くことで、父母を敬愛する心情を高め、これからの自分

についても考えさせる。 

 ○ 一人一人の自己理解の実態をワークシートや母への手紙によって分析し、必要な援助をする。 

                                                                                                                                            

３ 本時のねらい   

父母を敬愛し、家庭を愛する心情を養う。 

 

４ 展開                           ☆自己理解を図るための指導法の工夫 

 学習活動 主な発問と予想される児童の反応 指導上の留意点 

 

つ

か

む 

1 教師の説話を聞き、

学習課題をつかむ。 

⑴ 教師の説話を聞く。 

 

⑵母親に対する自分の

認識を確かめる。 

○先生の家族の話をします。（息子への

思いを語る） 

 

 

① みんなはお母さんのことをどう思

っていますか。 

② お母さんはみんなのことをどう思

っていると思いますか。 

＊OHC で写真を映す。 

 

 

 

 

 

＊ワークシート① 

（自己の母親像をつかむ。） 

 

 

ふ 

 

か 

 

め 

 

る 

 

①  

3 資料「ぼくのお母さ

ん」を読み、家庭愛につ

いて考える。 

 

① 心に残ったことを発表してくださ

い。 

 

② テープを録音しているお母さんは、

貴史君に対してどんなことを思っ

ているでしょうか。 

C:かわいいな  

C:あいうえおが言えるくらい大きくなってう

れしい  

C:いい子になってほしい  

C:大きくなったときの思い出や記念にしたい 

 

③ 三度目の握手をしてくれたお母さ

んはどんな気持ちだったでしょう。 

C:もっと一緒にいたい 

C:なんて可愛いんだ  

C:一緒にいられなくてごめんね  

C:大好きだよ 

C:最後のお別れの握手になるな。 

C:お母さんのことを忘れないでね 

 

＊資料に共感している気持ちを

大切にする。 

 

＊テープにあふれる母の願い

や、子の成長を喜ぶ気持ちに

まで気づかせたい。 

 

 

 

 

 

 

＊死についての意見も認めなが

ら、ねらいからずれていかな

いように修正する。 
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５ 評価 

 ・ 自分のことを思う父母の気持ちに気付き、父母を敬愛し、家庭を大切にする気持ちが養われたか。 

 ・ 的確な自己理解を図るための発問構成は適切であったか。 

  

 

④ お母さんは貴史君にどんな気持ち

でお手紙を書いたのでしょう。 

C:おばあちゃんを大切にしてください  

C:健康な元気な人になってください 

C:悲しい気持ちでいっぱいだった 

C:自分のことがきちんとできる人になってね 

C:貴史がいつか読んでくれるときが来る  

C:大きくなったときの思い出や記念にしてね 

C:やさしくていい子になってね  

C:大きくなったらお母さんの願いを聞いてね 

 

 

 

＊手紙の内容を抜き出しただけ

の発言も認める。 

 

 

ふ

か

め

る

② 

4 ねらいとする価値に

ついての自分の考えを

まとめ、自己理解を深

める。 

○ 自分はお母さんやお父さん、家族の

人にどう思われているか、考えましょ

う。 

C:人の気持ちが分かる人になってほしい  

C:健康でいつまでも長生きしてほしい 

C:もっとしっかりした態度で生きてほしい 

C:うそやごまかしをしないで生きてほしい 

C:目標達成のために頑張ってほしい 

 

＊親の愛情を知り、その中で自

分が成長してきたことを考え

させる。 

 

＊ワークシート② 

 

ま

と

め

る 

5 母親からの手紙を読

んで、自分を振り返る。 

○（お母さんからの手紙を渡す。） 

お母さんがみんなのことを考えな

がら一生懸命に書いてくれた手紙で

す。 

☆ 手紙を読み、自己内対話を

行う。（発表はさせない。） 

＊BGM を流す。 
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《 

資
料 

》 

ぼ
く
の
お
母
さ
ん 

桜
井
貴
史 

ぼ
く
が
四
才
の
と
き
、
お
母
さ
ん
は
が
ん
の
た
め
病
院
で
な
く
な
り
ま
し
た
。 

ぼ
く
は
幼
稚
園
か
ら
帰
っ
て
、
三
時
に
な
る
と
、
毎
日
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
バ
ス
に
乗
っ
て
病
院
へ
行

き
ま
し
た
。
時
々
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
バ
ス
の
中
で
泣
き
そ
う
な
顔
を
し
な
が
ら
、 

「
早
く
治
る
と
い
い
ね
。
で
も
、
お
母
さ
ん
は
、
肺
が
ん
だ
か
ら
治
ら
な
い
か
な
。」 

と
言
い
ま
し
た
。 

ぼ
く
が
、
最
後
に
お
母
さ
ん
と
話
し
た
の
は
、
死
ぬ
二
日
前
で
し
た
。
ぼ
く
が
面
会
に
行
っ
た
ら
、
そ

の
日
は
と
て
も
元
気
で
し
た
。
ぼ
く
を
ベ
ッ
ド
に
の
せ
て
、
今
ま
で
で
、
一
番
長
く
話
を
し
て
く
れ
ま
し

た
。
よ
く
覚
え
て
い
な
い
が
、
ぼ
く
が
大
き
く
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
や
、
病
気
を
絶
対
治
し
て
み
せ
る
か

ら
貴
ち
ゃ
ん
も
が
ん
ば
っ
て
ね
、
と
話
し
ま
し
た
。
に
こ
に
こ
笑
い
な
が
ら
、
あ
く
手
し
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
の
手
は
と
て
も
や
せ
て
い
て
、
ご
つ
ご
つ
し
て
い
ま
し
た
。
お
母
さ
ん
の
う
で
を
ち
ょ
っ
と
つ
っ
つ
く

と
す
ぐ
骨
に
さ
わ
り
ま
し
た
。
病
気
に
な
る
前
は
、
背
が
高
く
太
っ
て
い
て
五
十
八
キ
ロ
も
あ
り
ま
し
た

が
、
死
ぬ
前
は
三
十
九
キ
ロ
に
へ
っ
て
し
ま
っ
た
と
、
後
で
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
夜

七
時
に
な
る
と
、
面
会
時
間
が
終
わ
り
に
な
り
ま
す
。 

そ
の
日
、
お
母
さ
ん
は
、
「
ま
た
明
日
き
て
ね
。」
と
さ
び
し
そ
う
に
、
ま
た
あ
く
手
を
し
て
く
れ
ま
し

た
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
前
へ
行
っ
た
ら
、
も
う
一
度
お
母
さ
ん
に
会
い
た
く
な
り
ま
し
た
。
病
室
に
走
っ

て
い
く
と
、
お
母
さ
ん
は
お
ど
ろ
い
た
よ
う
な
顔
を
し
て
い
ま
し
た
。「
お
い
で
。」
と
や
さ
し
い
小
さ
な

声
で
ぼ
く
を
よ
び
、
三
度
目
の
あ
く
手
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
ぼ
く
は
、
「
バ
イ
バ
イ
。」
と
言
っ
て
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
の
所
へ
走
っ
て
行
き
ま
し
た
。
お
母
さ
ん
に
会
っ
て
話
し
た
の
は
、
そ
の
日
が
最
後
で
し
た
。

今
も
や
さ
し
か
っ
た
お
母
さ
ん
の
顔
を
忘
れ
ま
せ
ん
。
ぼ
く
が
病
室
で
は
し
ゃ
ぐ
と
、
ぼ
く
を
そ
っ
と
よ

ん
で
、
「
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
前
で
遊
び
な
さ
い
。」
と
外
に
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
日
は
お
母
さ
ん
の
ベ

ッ
ド
の
上
に
の
せ
て
く
れ
た
の
で
、
ぼ
く
は
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。 

そ
の
よ
く
日
病
院
に
行
っ
た
ら
、
お
母
さ
ん
は
眠
っ
て
ば
か
り
い
ま
し
た
。
ぼ
く
が
い
く
ら
よ
ん
で
も
、

さ
け
ん
で
も
、
返
事
を
し
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
神
様
の
よ
う
な
き
れ
い
な
顔
を
し
て
十
二
月
十
一
日

に
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

毎
日
、
「
お
母
さ
ん
に
会
い
た
い
な
あ
。
」
と
思
っ
て
さ
び
し
そ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。
幼
稚
園
の
先
生

が
、「
桜
井
君
、
夜
、
お
空
を
見
て
ご
ら
ん
。
ぴ
か
ぴ
か
光
っ
て
い
る
お
星
さ
ま
が
、
お
母
さ
ん
よ
。
天
国

に
行
っ
て
お
星
さ
ま
に
な
っ
た
の
よ
。
お
母
さ
ん
に
会
い
た
く
な
っ
た
ら
、
お
星
さ
ま
を
見
な
さ
い
。」
と

教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
お
星
さ
ま
に
む
か
っ
て
、
幼
稚
園
の
先
生
に
ほ
め
ら
れ
た
こ
と
や
、
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
と
仲
良
く
く
ら
し
て
い
る
こ
と
を
心
の
中
で
話
し
ま
す
。
ぼ
く
は
、
晴
れ
た
夜
が
大
好
き
で
す
。
ぴ
か

ぴ
か
光
っ
て
い
る
お
星
さ
ま
は
お
母
さ
ん
が
「
い
い
子
に
な
り
な
さ
い
。」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

ぼ
く
は
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
、
ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
だ
っ
た
り
、
鼻
の
手
術
を
し
て
、
心
配
を
さ
せ
た
の

で
、「
お
母
さ
ん
は
、
早
く
死
ん
じ
ゃ
っ
た
の
か
な
あ
。」
と
思
い
ま
す
。
今
は
元
気
に
な
っ
た
の
で
、
き

っ
と
天
国
で
喜
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。
天
国
に
い
る
お
母
さ
ん
は
、
ぼ
く
の
こ
と
を
心
配
し
て
い
な
い

と
思
い
ま
す
。
ぼ
く
が
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
あ
ま
え
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
と
ぼ
く
が
、
あ
い
し
ょ
う
が
悪
か
っ
た
ら
、
大
き
く
な
っ
て
も
、
ぼ
く
が
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
い
じ
め
た
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り
す
る
子
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
ぼ
く
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
仲
良
し
だ
か
ら
、
マ
マ
は
安

心
し
て
死
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
貴
ち
ゃ
ん
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
仲
良
く
く
ら
し
て
い
け
る

だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

 

時
々
、
家
族
三
人
で
か
た
み
の
テ
ー
プ
を
聞
き
ま
す
。
ぼ
く
と
マ
マ
が
お
話
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

ぼ
く
、「
パ
パ
好
き
よ
。
マ
マ
好
き
よ
。
み
ん
な
好
き
よ
。
パ
パ
、
ビ
ー
ル
を
た
く
さ
ん
飲
ん
だ
ら
だ
め

よ
。」 

マ
マ
、「
ア
イ
ウ
エ
オ
っ
て
言
っ
て
ご
ら
ん
。」 

ぼ
く
、「
ア
イ
ウ
エ
オ
。
ぽ
っ
ぽ
っ
ぽ
っ
ハ
ト
ぽ
っ
ぽ
っ
、
豆
が
ほ
し
い
か
バ
イ
バ
ー
バ
イ
。」 

マ
マ
、「
毎
日
見
て
い
る
テ
レ
ビ
は
？
」 

ぼ
く
、「
て
ん
と
う
む
し
の
テ
レ
ビ
で
す
。」 

マ
マ
、「
き
よ
ち
ゃ
ん
、
か
わ
い
い
で
す
か
？
」 

ぼ
く
、「
う
ん
。
か
わ
い
い
よ
。」 

マ
マ
、｢

き
よ
ち
ゃ
ん
の
パ
ン
ツ
は
か
わ
い
い
で
す
か
？｣ 

ぼ
く
、「
か
わ
い
く
な
い
よ
。」 

マ
マ
、「
貴
ち
ゃ
ん
も
、
き
よ
ち
ゃ
ん
の
よ
う
に
お
ね
し
ょ
を
す
る
ん
で
す
か
？
」 

ぼ
く
、「
う
ん
、
あ
し
た
す
る
よ
。」 

マ
マ
、「
屋
根
の
上
に
、
ほ
す
ん
で
す
か
？
」 

ぼ
く
、「
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
。」 

マ
マ
、「
貴
ち
ゃ
ん
と
、
公
園
で
遊
ぶ
お
友
だ
ち
の
名
前
を
お
し
え
て
く
だ
さ
い
。」 

ぼ
く
、「
ま
あ
ち
ゃ
ん
に
、
ま
さ
み
ち
ゃ
ん
。
し
ん
ち
ゃ
ん
。
た
け
ち
ゃ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
け
い
こ
ち
ゃ

ん
。
け
い
こ
ち
ゃ
ん
に
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
る
ん
だ
よ
。」 

マ
マ
、「
貴
ち
ゃ
ん
に
も
い
る
ね
。
い
い
子
で
い
て
ね
。」 

ぼ
く
、「
り
ょ
う
か
い
。」 

 

今
年
は
、
雨
ば
か
り
ふ
っ
て
、
お
星
さ
ま
が
見
ら
れ
な
く
て
さ
び
し
か
っ
た
で
す
。
夏
休
み
に
な
っ
て

か
ら
よ
く
晴
れ
る
の
で
、
夜
に
な
る
の
が
楽
し
み
で
し
た
。
雨
の
日
は
、
お
母
さ
ん
が
残
し
て
く
れ
た
カ

セ
ッ
ト
テ
ー
プ
の
声
や
か
た
み
の
お
手
紙
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
い
ま 

す
。 マ

マ
は
死
ぬ
前
に
、
ぼ
く
に
お
手
紙
を
書
い
て
お
い
て
く
れ
ま
し
た
。 

『
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
こ
と
を
マ
マ
だ
と
思
い
、
大
切
に
し
て
お
手
伝
い
を
し
た
り
、
言
う
こ
と
を
よ
く
聞

い
て
く
だ
さ
い
。
マ
マ
の
お
仕
事
を
全
部
や
っ
て
く
れ
る
の
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
で
し
ょ
。』 

お
母
さ
ん
、
ぼ
く
は
お
母
さ
ん
の
言
っ
た
と
お
り
、
大
き
く
な
っ
て
も
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
こ
と
を
大
切 

に
し
ま
す
。
だ
か
ら
心
配
し
な
い
で
ね
。 

 

『
あ
ぶ
な
い
遊
び
を
し
な
い
で
、
公
園
の
中
で
遊
ん
で
下
さ
い
。』 

お
母
さ
ん
、
ぼ
く
は
公
園
で
は
あ
ま
り
遊
ば
な
い
け
れ
ど
、
あ
ぶ
な
い
遊
び
は
し
ま
せ
ん
。 

 

『
自
分
で
で
き
る
こ
と
は
自
分
一
人
で
や
っ
て
く
だ
さ
い
。』 

お
母
さ
ん
、
ぼ
く
は
で
き
な
い
こ
と
で
も
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
教
わ
っ
た
り
し
て
で
き
る
よ
う
に
な
り
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ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
お
せ
ん
た
く
や
、
茶
わ
ん
洗
い
や
ふ
と
ん
し
き
も
や
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 
『
ご
は
ん
を
い
っ
ぱ
い
食
べ
て
、
大
き
く
て
足
の
長
い
、
頭
の
よ
い
子
に
な
っ
て
下
さ
い
。』 

お
母
さ
ん
、
ぼ
く
は
足
の
長
い
方
だ
と
思
う
け
れ
ど
、
お
母
さ
ん
は
ど
う
思
い
ま
す
か
。
夢
の
中
で
教
え 

て
下
さ
い
。 

 

『
が
ま
ん
の
で
き
る
子
に
な
っ
て
下
さ
い
。』 

お
母
さ
ん
、
ぼ
く
は
も
っ
と
、
が
ま
ん
の
で
き
る
子
ど
も
に
な
り
ま
す
。 

 

お
母
さ
ん
、
ぼ
く
は
お
母
さ
ん
が
一
番
好
き
で
す
。
ぼ
く
は
、
今
で
も
、
天
国
に
い
る
と
信
じ
て
い
ま 

す
。 

 


