
 

「
ふ
る
さ
と
」
大
す
き 

 
休
み
じ
か
ん
、
あ
き
ら
さ
ん
、
い
っ
ぺ
い
さ

ん
、え
い
じ
さ
ん
の 

三
人
が
、バ
ケ
ツ
の 

ま

わ
り
で 

楽
し
そ
う
に 

あ
そ
ん
で
い
ま
す
。

バ
ケ
ツ
の 

中
に
は
、
つ
よ
そ
う
な 

ザ
リ
ガ

ニ
が 

元
気
に 

う
ご
い
て
い
ま
し
た
。 

そ
こ
へ
、
た
ろ
う
さ
ん
が 
や
っ
て
き
て 

言
い
ま
し
た
。 

「
わ
あ
、
か
っ
こ
い
い 

ザ
リ
ガ
ニ
だ
ね
。 

 

ぼ
く
に
も
、
さ
わ
ら
せ
て
。」 

す
る
と
、
三
人
が
、 

「
だ
め
だ
よ
。
こ
の 

ザ
リ
ガ
ニ
は
、
ぼ
く
た
ち 

三
人
で 
つ
か
ま
え
た
ん
だ
か

ら
。
た
ろ
う
く
ん
の 

家
は
、
と
お
い
か
ら 

い
つ
も 

い
っ
し
ょ
に 

あ
そ
べ

な
い
だ
ろ
。」 

と 

言
い
ま
し
た
。
た
ろ
う
さ
ん
は
、
な
み
だ
が 

で
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

三
人
は
、
い
つ
も 

学
校
か
ら 

か
え
っ
て
か
ら 

い
っ
し
ょ
に 

あ
そ
ん
で
い

ま
す
。 

あ
き
ら
さ
ん
の 

家
の 

ち
か
く
に
は 

小
川
が 

あ
る
の
で
、
ザ
リ
ガ
ニ
と
り

を 

し
ま
す
。 

い
っ
ぺ
い
さ
ん
の 

家
に 

行
っ
た
と
き
に
は
、
ち
か
く
に 

や
さ
し
い 

お
じ

い
さ
ん
た
ち
が 

す
ん
で
い
る
の
で 

こ
ま
ま
わ
し
を 

教
え
て
も
ら
い
ま
す
。 

え
い
じ
さ
ん
の 

家
の 

ま
わ
り
に
は
、
ひ
ろ
ば
が 

あ
る
の
で 

ボ
ー
ル
あ
そ

び
を 

し
ま
す
。 

で
も
、
た
ろ
う
さ
ん
の 

家
は
、
と
お
い 

山
の
ほ
う
に 

あ
り
ま
す
。
バ
ス
で 



学
校
に 

か
よ
っ
て 

い
る
の
で
、
み
ん
な
と
は
、
あ
そ
べ
な
い
の
で
す
。 

 
そ
の
夜
、
た
ろ
う
さ
ん
は
、
お
母
さ
ん
の 

ま
え
で 

な
い
て
い
ま
し
た
。 

「
ぼ
く
、
こ
ん
な 

山
の
ほ
う
に 

す
み
た
く
な
い
よ
。
ぼ
く
も
、
み
ん
な
と 

あ

そ
び
た
い
よ
…
…
。」 

お
母
さ
ん
は 

こ
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

次
の
日
の
朝
、た
ろ
う
さ
ん
が 

お
き
る
と 

お
父
さ
ん
が
、手
に 

な
に
か 

う

ご
く
も
の
を 

も
っ
て
い
ま
し
た
。 

「
た
ろ
う 

ほ
ら
、
カ
ブ
ト
ム
シ
を 
と
っ
て
き
た
ぞ
。
学
校
に 

も
っ
て
い
く
と 

い
い
よ
。」 

た
ろ
う
さ
ん
は
、
う
れ
し
そ
う
に 

学
校
に 
行
き
ま
し
た
。 

 

休
み
時
間
、
カ
ブ
ト
ム
シ
の 

ま
わ
り
に 

み
ん

な
が 

あ
つ
ま
っ
て
き
ま
し
た
。 

「
す
ご
ぉ
い
。」 

「
か
っ
こ
い
い
。」 

「
つ
よ
そ
う
だ
ね
。」 

み
ん
な 

く
ち
ぐ
ち
に 

言
い
ま
し
た
。
た
ろ
う
さ

ん
は
、 

「
ぼ
く
の 

家
の 

ま
わ
り
に
は
、
カ
ブ
ト
ム
シ 

 
 
 

や 

ク
ワ
ガ
タ
が 

た
く
さ
ん 

い
る
ん
だ
よ
。 

 
 

み
ん
な
、
さ
わ
っ
て 

い
い
よ
。」 

と 

や
さ
し
く 

言
い
ま
し
た
。
あ
き
ら
さ
ん
、
い
っ
ぺ
い
さ
ん
、
え
い
じ
さ
ん
も 

「
き
の
う
は
、
ご
め
ん
ね
。
た
ろ
う
く
ん
の 

す
ん
で
い
る 

と
こ
ろ
も 

い
い
と

こ
ろ
な
ん
だ
ね
。」 

と 

言
っ
て 

い
っ
し
ょ
に 

あ
そ
び
ま
し
た
。 



 

た
ろ
う
さ
ん
が
、
え
が
お
で 

家
に 

か
え
っ
て 

学
校
の 

で
き
ご
と
を 

話

す
と 
お
母
さ
ん
が
、 

「
よ
か
っ
た
ね
。
た
ろ
う
の 

家
は
、
す
こ
し 

と
お
い
け
れ
ど
、
い
ろ
ん
な 

虫

が 

た
く
さ
ん 
い
る
し
、 

お
ほ
し
さ
ま
も 

た
く
さ
ん 

光
っ
て
る
わ
。 

お

母
さ
ん
、
か
ぞ
く
み
ん
な
が 

え
が
お
で 

く
ら
せ
る 

こ
こ
が 

大
す
き
よ
。」 

と 

言
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
に
っ
こ
り 

う
な
ず
く 

た
ろ
う
に 

「
み
ん
な
の 

す
ん
で
い
る
と
こ
ろ
は
、
ど
こ

で
も 

か
な
ら
ず 

い
い
と
こ
ろ
な
の
よ
。

こ
ど
も
た
ち
は
、そ
こ
で
、い
ろ
い
ろ
な 
思

い
出
を 

つ
く
り
な
が
ら 

大
き
く
な
っ
て

い
く
の
。
じ
ぶ
ん
の 

そ
だ
っ
た 

と
こ
ろ

を
『
ふ
る
さ
と
』
っ
て 

い
う
の
よ
。
た
ろ

う
の
『
ふ
る
さ
と
』
は
、
こ
こ
よ
。」 

と 

話
し
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

「『
ふ
る
さ
と
』
か
あ
。
い
い
こ
と
ば
だ
ね
。
一
人
ひ
と
り
に 

た
い
せ
つ
な
『
ふ
る

さ
と
』
が 

あ
る
ん
だ
ね
。
ぼ
く
も 

こ
こ
が 

大
す
き
だ
よ
。
大
す
き
な 
か

ぞ
く
も 

い
る 

『
ふ
る
さ
と
』
だ
ね
。」 

た
ろ
う
の 

え
が
お
が 

き
ら
き
ら 

か
が
や
き
ま
し
た
。 

  



【指導者用資料】 

 
「ふるさと」大すき 

 
教材の見方 

誰にとっても、生まれ育った場所「ふるさと」は、かけがえのない大切な

ものであり、自己の形成に大きな役割を果たすとともに、一生にわたって大

きな精神的な支えとなるものである。愛情あふれる家族、温かい地域の人々、

多くの大切な思い出、懐かしく心に染み入る風景はかけがえのないものであ

る。しかし、差別によって、愛する「ふるさと」を名のることができない現

実がある。今も残る同和問題を解決していくためには、「生まれた場所・住

む場所によって差別されることがあってはならない」ことを、幼い頃より学

んでいくことが必要である。 
児童には、「ふるさと」の意味を知らせ、一人ひとり住む場所は違ってい

ても、お互いがそれぞれの「ふるさと」を尊重し合っていくことの大切さに

気付かせたい。そして、誰もが、胸を張って「ふるさと」を名のれる社会づ

くりの第一歩とし、住む場所によって仲間はずしにすることは、まちがって

いることに気付かせたい。 

 
指導のねらい 

○ 「ふるさと」のよさやすばらしさを知り、「ふるさと」に愛着がもてる

ようにする。 
○ 生まれた場所、住む場所によって差別をすることなく、それぞれの「ふ

るさと」を尊重し合おうとする心情を培う。 

 
留意事項 

○ 住む場所により仲間に入れてもらえないことを押さえて、たろうのつら

さを考えさせたい。その際、低学年の児童は生き物に関心が強いため生命

尊重に視点が移ってしまわないように気を付けたい。 
○ 私たちは、郷土の自然や文化に触れ、人々との触れ合いを深めることで、

それぞれ自分の「ふるさと」に対する愛着がわいてくる。それゆえ「ふる

さと」とは、存在そのものが尊重されるべきものであることを心に留めて

おきたい。 
○ 児童の心の中に、生まれた場所、住んでいる場所に対して大人からのま

ちがった情報や偏見により差別心が芽生えないよう今後の指導につなげ

ていきたい。 
○ 一人ひとりが、自分の住んでいる場所のいいところを感じ、紹介し合う

ことでそれぞれの「ふるさと」を尊重し合おうとする心情を培いたい。 


