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地域の 歴史に対する関心 を高め る

小学校中学年社会科 にお ける地域学習

一 身近 な地域の 文化財 に着目 して
-
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三 重大学大学院 の ｢社 会科 教育持論演習 Ⅱ｣ で は , 目 標 ･ 内容 ･ 方法 を設定 した 地域 に 関す る教材 を検 討 し ,

開発 した 小 単元を 実践 し ､ そ の 目 標が 達成で き た の か を検 討 して い る｡ 小 単元は , 小 学校 中学 年社会科の 地域 学

習に お い て ､ 歴史的景観の 側面か ら 身近な 地域 の 文化財 を活用 すれ ば ､ 児童の 地 域の 歴史に対 する 関心 を 高め る

こ とは 可能で あ る とい う 歴史学 習の 導 入 の 視点か ら検討され た｡ 身近な 地域 の 文化財 と して ､ 栗 真小
･ 北立誠小

の 両校区 の 史跡で あ る 常夜灯 と旧 伊勢街道 を 取り 上 げ､ 児童は 昔の 地 域の 繋が り と伊 勢街道 の 様 子を 考え る｡

授業で 使用 した ワ
ー

ク シ
ー

トの 記述か ら､ 児童は 常夜灯が地 域に 存在する 背景や 伊勢街道 を 媒介 と した 地域 の

繋が り を 積極的に 予想 し ､ 学ん だ こ とを も とに 地域の 歴 史を追 究 して い こ う とする 姿勢が み ら れ た｡

中学年社会科の 地域学習に お い て ､ 歴史的景観の 側面か ら 身近な 地域の 文化財 を 活用す れば､ 地域の 歴史に 対

する 関心 が 高ま り , 歴史学習の 導入 と して 位置付け る こ とが で き る｡
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I . 小学校中学年社会科地域学習におけ る

文化財の 扱い

現行 の 平成 10 年度版学習指導要領 の 小 学校中学年社

会科 にお い て ､ 地域 に残 る文化財か ら地域 に つ い て 考察

し て い く よ う な地域学習 に 関す る項目は , 第 3
･

4 学年

の 内容 (5) イ ｢ 地域 に 残 る文化財や 年中行事｣ が 該当

す る｡
こ の 項目で は ､ 生 活の 安定 と向上 に対す る地域 の

人 々 の 願 い を考 え る手が か り と し て
, 地域 に残 る文化財

や 年中行事 を調 べ る 対象 と して 挙げて い る
1)

｡ 教科書 で

は､ 人 々 の 願 い を考え る手が か り と して 主 に年中行事が

取 り上 げ, 文化財 を取 り上 げ る場合 は､ 人 々 が 地域 で 伝

えて きた 民俗芸能が 多 く, 神社､ 街道, 城, 古墳等 の 地

域 の 歴史的景観 で あ る史跡 は少 な い
｡ こ の よ う に 中学年

社会科 の 地域学習 にお ける文化財 の 扱 い は 地域 の 人 々 の

願 い を考え る手 が か り と し て の 活用に 限定 され て い る｡

6 学年の 歴史学習で は､ 昔 の 暮 ら し を つ か む 手が か り

と し て 地域 の 歴史的景観 で あ る史跡 を取 り上 げ て ､ 歴史

学習 の 導入 と し て 児童 の 歴史 に対す る関心 を高 め る こ と

をね ら い す る 学習 が 見 られ る
2)

｡ 歴 史学習 の 導入 で は ､

現在 に 生き る子 ど も の 視点か ら過去 を と ら えた り, 現在

の 中に過去 と の つ なが り を見 い だし なが ら学習 を深 め る

必要 が あ る
二～)

｡ 小学校中学年社会科 の 地域学習 は､ 生活

体験 を重視 し な が ら, 観察 ･ 調査 を介 し て
､ 児童 の 社会

認識 を培 う学習活動で あ る
1)

o 生活体験 と 地域の 歴史 を

結び付 けれ ば､ 歴史学習 の 導入 は, 中学年社会科 の 地域

学習にお い て も可能 で あ る｡
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Ⅲ. 身近な地域の 文化財で ある

常夜灯と旧伊勢街道

開発 し た 歴史学習 の 導入 と し て の 地域学習 を 実践す

る 地域は ､ 三 重県津市の 栗真小 学校 と北立誠小 学校 の 校

区で あ る ｡
こ の 両校区 は 南北 に隣接 して お り , 歴史的景

観 と し て の 文化財 で あ る 細 い 道 に よ っ て 結ば れ て い る｡

旧伊勢街道は ､ 現在 で は 国道 2 3 号線 と して 生 まれ 変わ っ

た が ,

一

部 は 両 小 学校 区 に 昔な が ら の 細 い 道 の ま ま で

残 っ て い る｡ また ､ こ の 細い 道沿 い には 街道の 存在 を示

す証拠 とな る常夜灯が 残 っ て い る｡

両 小学校 の 中学年 の 児童 は, 普段か ら こ の 常夜灯 を目

に した り, 旧伊勢街道 を歩 い て い る
｡

こ の 二 つ の 文化財

に つ い て
､ 児童は 昔な が らの もの で あ る と い う漠然 と し

た 認識は あ るが ､ そ れ が 身近な 地域 の 歴史 と ど の よ う な

関係が あ る の か に つ い て は あ ま り意識 し て い な い
｡

児童 に 昔 と し て 考 え させ る江戸時代は ､ 徳 川 幕府 に

よ っ て 日本全国 の 統治が な され , 各地 に設 け られ て い た

関所 が 廃止 さ れ る こ と で
一

般庶民が 全国 の 街道 を 比較

的自由 に往来す る こ とが 可能 にな っ た｡ 伊勢街道は ､ 日

永 の 追分か ら伊勢神宮 へ と繋が る街道 で あ る｡ 江戸時代

に全国 各地が 街道 で 結ばれ る こ と で ､ 多く の 人 々 が 伊勢

街道 を通 っ て お 伊勢参 り をす る よ う に な っ た｡ お 伊勢参

り の 中 で も笠 をか ぶ り 柄杓 を持 っ て 伊勢神宮 を 目指す

お か げ参 り
ら)

が 定期的 に大流行 した o こ の よ う に､ 伊

勢神宮 に は, お か げ参 り を中心 と し て 全国各地か ら様 々

な 人 々 が 集 ま っ て き た｡ 江戸時代 に伊勢神宮 へ 続く 主 要

な道 と して 整備が な され た伊勢街道 は､ 時代 は変わ っ て

も伊勢神宮 へ の 参拝 ･ 観光 の 道 と し て 人 々 を安全 に運ぶ
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役割 を担 っ て い る
｡ 身近 な 地 域 に 現存す る 旧伊勢街道 を

取 り上 げ る こ と で
､ 当時の 伊勢街道の 様子 や 三 重県 内の

他地域 を身近 に 感じ る こ とが で き､ 全国 との 繋が り を つ

か む こ とが で きる
｡

こ の よ う に常夜灯や 旧 伊勢街道と い う 身近 な 地域の 文

化財は､ 中学年の 児 童に と っ て 生7舌の 中で 地域の 歴史 を

意識で きる 格好 の 地域教材で ある ｡

Ⅲ . 単元 ｢ 昔な がらの細い 道 に つ いて

考えよう｣

街道 を教材 と し た 実践は ､ 街道を 歩 い た り ､ 街道 に つ

い て 調 べ て 発表 す る な ど､ 主 に 総合的な 学習の 時間で 実

施さ れ て い る. 長崎街道 を 教材と し た 実践で は
Il'

､ 児童

に 旧宿場町 で あ っ た 校区 の 歴 史を 調 べ さ せ
, 地 域独特の

生活や 文化 を つ か ま せ て い る
o

こ の よ う に ､ 街道と 関わ

る 具体的 な活 動や 体験 か ら 地域を 学ん で い こ う と す る 学

習が多 い
. 本単元で は､ 児童の 普段 の 生活 と 関わ り が 深

い 常夜灯 や 旧 伊勢街道 と い う 地域 の 文化財 を取 り 上げ､

旧 伊勢街道 を媒介 と し て
､ 身近な地域 の み で は な く , 県

内の 他地域､ 全 国 と の 繋が り を つ か ま せ る o

社会科教育 に お け る地 域 に 根ざ す 地域学習の 視点 と し

て ､ 次 の 4 点が あ る
丁■

o

a . 地 域 の 事実 に は, 他の 地域 の 事象 と 密接 に 結び つ

い て い る 側面が あ る o

② 地域の 事象 に は､ 様 々 な共 通性が あ る
｡

③ 地 域の 事象 に は､ そ の 地 域だ け に 見 られ る特殊性が

ある
｡

④ 地域の 事象 に は､ 矛盾 が あ り ､ 変化, 発展が み ら れ る ｡

本単元 に お い て は､ ①は 地域 に あ る 街道は 他地域 と結

び つ い て い る こ と､ ②は 地域 に あ る 常夜灯は 旧街道沿 い

に あ る こ と､ ③は 地 域 に あ る街道は 伊勢神宮参拝 の た め

に 日本全国 の 人 々 が 集 ま る 特別な 街道で あ る こ と, ④は

地 域に あ る 常夜灯は 旧街道か ら少 し 離れ て い た り 形 が 異

な っ て い る こ と を 学習す る こ とで 対応し て い る ｡

小 単元 は ､ 粟真′ト学校 で は 3 ･ 4 学年合同 で 20 0 () 辛

の 6 月 に 2 時間 連続 と 1 時間 の 計 3 時間 で
､ 北立誠小

学校 で は 5 学年で 2 00 6 年 の 11 月 に 2 時間連続 で 実施

した｡ 小単元の 構成 は次 の 通 り で あ る ( 3 時間E】は 栗 真

･トの み) ｡

○常夜灯 は ど んな と こ ろ に あ る ? ･ ･ 1 時間

○伊勢街道 は どん な様子 だ っ た の ?
･ ･

1 時 間

○ なぜ昔 の 人 々 は 伊勢神宮 を め ざ した の :,
･ ･

1 時 間

第l 時 は､ 細し1 道 と常夜灯 の 分布 を 確認 し ､ 身近 な 地

域 に 見 ら れ る 文化財 を点的側面か ら と ら え て し- る c 第 2

時 は, 昔 の 伊勢街道 の 様子 をイ メ ー ジ さ せ ､ 身近 な 地域

と 他地 域 を結 ぶ 線的側 面 か ら と ら え て し1 る ｡ 第 :i 時は .

全国か ら の お か げ 参 り を事例 と して
､ 伊勢街道が 全 国 の

道 と繋が っ て い る と い う 面的側面か ら と ら え て い る ｡

単元の 内容面で は､ 常夜灯の 夜道 に 明か り をと もす 役

割や 伊勢街道の 人 々 を安全 に 正 確 に楽 しく 伊勢神官 に 導

く と い う 役割､ 旅 人の 様子や お か げ参 り の 様 子 を取 り 上

げる こ とは . 児 童の 地域の 歴史 に 対す る 関心 や 歴 史そ の

もの へ の 関心 を高め て し1 く と考 え る o また , 人 々 は 伊勢

神宮に 行く こ と によ っ て
､ 各地域 の 人 々 と触 れ 自分 の

住む 土地の 情報 を交換 しあ っ た とし1 う 参拝 ･ 観光以 外の

日 的が あ っ た と い う 事実は 児 童 の 関心 を高め て い く と考

え る .

単元の 方法面で は , 身近な 地域 の 文化財で あ る 常夜灯

( 写 真 1
･

2 参照) ､ 旧 伊勢街道 ( 写 真 3
･

4 参照) を 地

域教材 とし て 活用 し､ こ れ ら の 文化財 と 身近 な 地域の 関

わ り を と ら え , 伊勢街道を 媒介 とし て 身近 な 地域と 他地

域､ 日 本全国 とい う よ う に 視野 を広げて い く 学習過程 を

く むo こ の こ と に よ り ､ 児童が 歴史 に対する 自分の 考え

を持 っ た り ､ 新た な 疑問 を持 て る よ う に す るD

単元の 学習過程 を表 し た の が 表 1
､

ワ - ク シ
ー

トの 記

述 を表 し た も の が蓑 2 で あ る.

写真 1 栗真 の 常夜灯 写 真 2 Ⅱ 戸橋の 常夜灯

写 真 3 栗 真小 前の道

写 真 4 エ 戸 橋付近 の 道
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地域 の 歴史 に対す る関心 を高 め る小 学校中学年社会科 にお け る地域学普

表 1 学習過程

第 1 時 ｢ 常夜燈は どん な と こ ろ に あ る ?｣

･ 地域の 文化財で あ る常夜灯の 立地や ､ 学校近く を 通 っ て い る細 い 道 に興味を 持つ ｡ 【関心
･ 意欲 . 態度】

･ 常夜燈の 役割 をつ か み ､ 常夜灯の 分布は 昔の 街道が あ っ た と こ ろ を 表 して い る こ と に気付く ｡ 【知識 ･ 理解】

学習項 目 主な 発 間や指示 学習活動 指導上の 留意点 資 料 評 価

身 小 学 校 前 ○ こ の 道 は ど こ の 道 か ○ ど こ の 遥 か を 発 ○学 校 前( ◎ 近く) の 写 真 を 提 示 資 1 : 学 校 前 関心
. 意欲 . 態度l

近
な

也
域
に

見

(㊥ 近 く) の 知 つ て い ます か o 表す る○ す る○ 児 童 は ｢ 栗 真 小 学 校 の ( ◎ 近 く) の 道 ど こ の 道 か を 考

追 前の 道だ( ◎江 戸 橋駅の 近 く の

道だ) ｣ 等 と答え る だろ うo

の 写 真 え ､ 発 表 しよ う と

した か o

小学 校 近く ○ こ れ を 見た こ とが あ ○ 見 た こ と が あ る ○学 校近 く の 常夜 灯 の 写真 を 提 資 2 : 二 つ の 常 関心
. 意欲 . 態度

ら の 常夜燈 り ますか ○ か を発表す るo 示 す るo 児 童は ｢ あ る , な い｣ 夜 灯の 写 真(◎ 身近な 地域 の 文化
れ

る

文

と答 え る だ ろ うo あ る と 答 え 江 戸 橋 駅 近 く 財で あ る常 夜燈に

た 児 童 に ど こ で 見た の か 場所 の 常 夜 灯 の 写 関す る 質問に 答え

化
財

を確認す る
o 真 の み)

資 3 : 小 学校付

よ う と した か o

㊥ 二 つ の 写真 の 同 じ と ㊥ 常 夜 灯 の 同 じ と ㊥ 江戸 橋 の 常 夜灯 の 写 真 を 提示

日 こ ろ と違 う と こ ろ は こ ろ と 違 う と こ す る○ 児童 に 同 じ と こ ろ は 石

の

視
占
こご

ど こ だろ う o ろ を 発表する o づ く り ､ 違 う と こ ろ は 空洞 の

あ るな し等 に気付か せ るo

○学校 近く の 常夜 燈の ○ 常 夜 燈 の 場 所 の ○ 小 学 校 を 中JL と した 地 図 を 用

場所を 見ま し よ うo 説明を 聞くo
い て ､ 常 夜 燈 の 場 所 を 示 し ､

小 学校 付近 に 常夜 灯が た く さ

ん あ る こ と を意識 させ るo

近 の 常 夜 灯 の

位置の 地図

⑳常夜灯 や 江戸橋 前の ⑳ い つ 頃 か ら で き (多古 く か ら あ る の か と 問い か け ,

道は い つ 頃で き た の

で し よ う かo

た の か を 聞くo 2 0 0 年以 上 前の 江戸時代か らあ

る こ と を説明す る
o

細 い 道 と 常 ◎ ｢ ど う して 小学校 前 ○ 小 学 校 前( ⑳ 近 ○考 え を ワ
ー

ク シ
ー

ト に 記 入 さ シ ー ト 1 : どう ｢玩軒画面1
夜燈 ( ㊥ 近 く) の 道 に 常 く) の 道 に常 夜燈 せ

､ 発表 さ せ る
○ 児童 は ｢ 昔 し て 小 学 校 前 常 夜燈の 役割 と位

夜燈が あ る のか ?｣

○ 小 学校近 く の 常夜燈

が あ る 理 由 を 考 の 道が 通 つ て い た か ら｣ ｢ 人 が ( ◎ 近 く) の 道 置 を 把握 し ､ 常夜

え ､ 発表す る○

○ 常 夜 燈 の あ る と

多く 集 ま る よ う な 場所だ か ら｣ に 常 夜 燈 が あ 灯 の 分布が 道 を表

｢目 印が 必 要な 場 所だか ら｣ 等

と答え る だろ う ○

○三 重県 内 の 常 夜灯 の 図 を 提 示

る の か ?｣

資 4 : 常 夜燈 の

し て い る こ と を理

解で きた か ○

と 三 重県 内の 常夜燈 こ ろ を み て 気 づ し ､ 常 夜 燈 の 分布 に 着目 さ せ 位 置 の 図(伊勢

の あ る と こ ろ を み て い た こ と を 発 表 る o 児 童 は ｢常 夜 燈 が あ る と 街道)

気 づ く こ と は あ り ま

せ んか o

○常 夜灯 と道 は ど の よ

す る
○

○ 常 夜 灯 と 道 と の

こ ろは 線 に な つ て い る｣ ｢道 の

よ う だ｣ 等 と答え る だろ う○

○常 夜灯 は 道 の そ ば に あ る こ と

う な 関係が あ り ます

か o

関係 を考 え るo を 想 起 さ せ , 常夜 灯 を 繋 げば

ば道 に な る こ とを 説明す る
o

ど こ ヘ 繋が ◎ ｢ 学校 前(㊥近 く) の ○ ど こ ヘ 繋 が る 道 ○ 学 校前( ⑳近 く) の 細 い 道 で あ シ ー ト 2 : ｢ 学 関心 . 意欲 . 態度F

る 道 道 は ど こ に繋 がる か か を ワ
ー

ク シ ー る こ と を確 認 し
､

ど こ ヘ 繋が つ 校 前( 近 く) の 学校前 の 道 が ど こ

ワ
ー

ク シ
ー トに 書 い 卜 に書く ○ て い る の か を ワ

ー

ク シ
ー

ト に 道 は ど こ に 繋 ヘ 繋が る か 調 べ よ

て き ま し よ う( ㊥ 書 書い て く る よ う に指 示 す る((砂 が つ て い る う(◎予 想 しよ う)

き ま し よ う) ○｣ 書かせ る) ○ か ?｣ と した か o

第 2 時 ｢ 伊勢街道は どん な様 子だ っ た の ?｣

･ 伊勢街道を 媒介 と した 地域の 繋がり や伊 勢神 宮をめ ざ した 人々 の様子 に興 味を持 つ
｡ 【関心 ･ 意欲 ･ 態度】

･ 伊勢街道が整備 された た め ､ 人 々 は安 全に 正 確に 楽 しん で伊勢神 宮 へ 行 けた こ と を理 解 する｡ 【知識 ･

理 解】

学習項目 主な 発間や 指示 学習活動 指導上の 留意点 資 料 評 価

身 伊 勢 神 宮 ヘ ◎ ｢ 学校 前( ㊥近 く) の ○ 考 え た こ と や 調 ○ 道 の 終点 に 着 目 さ せ て 発 表 さ

資 5 : 昔の 伊勢

l . =

一 ; ;
藍

近
な

也
域
と

他
也
域
杏

繋が る道 道は どこ に繋が つ て ベ た こ と を 発表 せ る
o 児童 は 調 査 を も と に 伊 道の 終点 が , 伊 勢

い る で し よ う か ?｣

○終点 の 絵 を見 ま し よ

する○

○終点 を絵( ◎や 写

勢(◎ 予 想 を も と に伊 勢､ 四 日

市, 松 阪等) と答え るだ ろ う○

○ 昔の 伊勢神宮 の 様子 の 絵(◎や

神宮で あ る こ と か

ら学校前(⑳近 く)

の 道が 伊勢街道 で

うo

○学校 前( ◎近く) の 道

真) か ら 読 み 取 今 の 写真) を見 せ , 鳥居 や 人 々 神宮 の 絵(◎ や あ つ た こ と を理 解

るo

○ 学校 前(◎ や 江戸

の 多 さか ら伊勢神宮 を導く ○

○ 伊勢 神宮 に 繋 が る こ と か ら 学

今の 写真) で き た かo

頓 は ど こ に 繋が つ て い 橋) の 道 の 終 点 を 校 前(⑳ 近 く) の 細 い 道 は 伊 勢
.らヽ

伊
輿
街
追

ま した か○ 確 認す るo 街道で あ つ た こ と を伝え る○

旅 す る 人 の ◎ ｢ 旅を す る 人 々 の 持 ○ 旅 を す る 人 々 の ○江 戸 時代 は 歩 い て 旅 し た こ と シ
ー

ト 3 : ｢ 旅 l . :

Z! Tl

様 子 と 伊 勢 ち物 や 服 装 は どの よ 持 ち 物 や 服 装 を を確 認 し ､ ワ
ー

ク シ
ー

ト に 書 を す る 人 々 の 歩 き の 旅の 人 々 の

街道の 施設 う な もの だ つ た の だ 予 想す る○ か せ るo 児童 は｢ 笠 , 身軽 な 格 持 ち 物 . 服 装 様子 や 歩き の 旅 に

ろ う ?｣ 好｣ 等 と答え る だろ う o は ?｣ 必要な 施設が 整備
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永田 成文 ･ 林 隆之 ･ 吉崎 誠
･ 斎藤 隼人

日
の

○ 歩 き の 旅 の 様子 を 描 ○ 絵 や 写 真 か ら 持 ○ 服 装､ 宿 帳, 弁当 箱, 印 寵等 資 6 : 旅人 の 服 さ れ た こ と を理 解

い た 絵や 写真で 確 認 ち 物 や 服 装 を と を 説 明 し ､ 歩 き の 旅 の 様子 の 装 と 持 ち 物 の で き た かo

視 して み ま し よ う○ ら え る○ イ メ
ー ジ をふ く ら ませ る○ 絵

占

Ei] ◎ ｢ 歩い て 旅 す る人 の ○ 歩 き の 旅 に 何 が ○ 伊勢 街道 の 出発点 の 日 永 か ら シ ー

ト 4 : ｢ ど

た め に 必 要 な 施 設 必 要か を考 え るo

○ 二 枚 の 絵 を 見 て

終 点 の 伊勢 神 宮 ま で 歩 い て 2 の よ う な 施 設

(建物) は 何だろ う ?｣

○昔 の 伊 勢街道 の 施設

日 か か る こ と か ら､ 必 要 な 施

設 を ワ ー ク シ
ー

ト に書 か せ るo

児 童は ｢ ホ テ ル｣ ｢休憩所｣ ｢常夜

灯｣ 等 と答 え るだ ろ うo

○ 旅寵 と茶 屋 が 歩 く 旅 を 楽 に さ

が 必 要か｣

資 7 : 旅篤 と茶

の 絵 を 見て 確認 して

み ま し よ う o

施設を とら え るo せ て く れ た こ と を 説 明 し ､ 小

学 校 区 (栗 真 . 北立 誠) に も

茶屋 が あ つ た こ と を補足 す る
○

屋 の 絵

伊 勢 街道 の ○伊勢街 道 を旅 して み ○ 伊 勢 街 道 を 旅 し ○ 伊 勢街 道 の 要所 で あ る 日 永 .

資 8 : 日永の 昔

関心 . 意欲 . 態度】

行程 ま し よ うo よ う とする o 津 . 松 阪の 宿場 を取 り上 げ る○ 伊勢街道 の 行 程や

○ 出発点 の 日永 か ら見 ○ 昔 と 今 の 日 永 の ○ 今 も 鳥居 が あ る こ と に 着 目 さ 宿場 の 様子 を 今 と

て い き ま し よ うo

○津 に着 き ま した o

○松阪 に着 き ま した o

○終 点の 伊 勢神宮 に着

様子を 見る ○

○ 昔 と 今 の 津 の 様

せ ､ 伊 勢街 道 と 東 海道 の 分 岐

点 で あ る こ と を つ か ませ るo

○ 昔 も橋が ある こ と に 着目 させ ､

と今 の 様子

資 9 : 津の 昔 と

昔で 比較 しよ う と

した か o

子を 見る
○

○ 昔 と 今 の 松 阪 の

江 戸 橋 は 伊勢 街道 の 橋で あ つ

た こ と を つ か ませ る
○

○ 松 阪 に も 橋 が ある こ と に 着目

今 の 様子

賓 l o : 松 阪 の

様子 を見る ○

○ 昔 と 今 の 伊 勢 神

さ せ ､ 名産 ｢ ヘ ん ば 餅｣ の エ ビ

ソ
ー

ドを話すo

○ 伊勢神宮 の 昔 の 今 を 比較 させ ､

昔 と今 の 様子

資 1 1 : 神 宮 の

き ま した o 宮の 様子 をみ るo 昔 も 今 も 変 わ らず に 賑わ つ て

い る こ とを つ か ませ る○

昔 と今 の 様子

伊 勢街 道 の ○伊 勢街道 の 宿場町 を ○ 伊 勢 神 宮 ヘ 無 事 ○ 伊 勢街 道 に 様 々 な 施 設 が 整 備 l
.
王

J : :
I ;

役割 旅 して ､ 旅 人 は 無事 に 行 く こ と が で さ れ た こ と に よ り ､ 旅 人 は 安 伊勢街道 の 整備 に

に伊 勢神宮 に 行く こ き るか を考え るo 全 に ､ 正 確 に ､ 楽 し み な が ら よ り 人 々 が 安全 に

と が で き る と思 い ま 伊勢 神宮 に 到着 す る こ と が で 正 確 に 楽ん で 旅が

す かo き た こ と(⑳ や 伊勢 街道以 外 に

も伊 勢 に 通 じ る 道 が あ つ た こ

と) を お さ え るo

で き た こ とが つ か

め た か o

も つ と 勉 強 ◎ 人々 が 伊 勢神宮 を 目 ◎ 人 々 が 伊 勢 神 宮 ⑳全 国 の 人 々 が 集 ま つ た 目的 は (動 シ ー ト 5 : 関心 . 意欲 . 態度l

した い こ と 指 した 理 由を 聞 き ま を 目 指 し た 理 由 観光 や 参拝 の 他 に 情 報 交換 が ｢ も つ と 勉強 し 文化財 を さ ら に調

しよ うo を 聞く
o

あ つ た こ とを 説明する o た い こ と｣ ベ よ う と意欲が 高

㊥ ｢ もつ と勉 強 し た い ⑳ も つ と 勉 強 し た ⑳ 二 時 間 の 学習 を 踏 ま え , ワ - ま つ たか o

こ とを 書きまし よう○｣ い こ と を書く o ク シ ー

ト に書か せ る
○

第 3 時 ｢なぜ 昔の人 々 は伊勢神 宮をめ ざした の ?｣ (栗真小学校の み)

･ 伊 勢国と全 国との 繋が り や伊勢神宮 を目指 した 人 々 の 気持ちを考え よ う とする ｡ 【関心 ･ 意欲 ･ 態度】

･ 昔の 人々 が伊勢神 宮をめ ざ した 理 由は
､ 参拝 ･ 観光の ほ か に情報交換があ っ た こ とを つ か む｡ 【理 解 ･ 知識】

内容 主な発 間や 指示 学習活動 指導 上の留意点 資 料 評 価

街 伊 勢 国 と 全 ○伊勢 国は 日 本 の 色々 ○ 伊 勢 国 は 日 本 全 ○江 戸 時代 に 伊 勢国 と呼 ばれ て

資 1 2 : 日 本 の

L 関心 . 意欲 . 態度

道 国 と の 繋 が な 地域 と つ な が つ て 国 と 繋 が つ て い い た こ と を 確 認 し ､ 日 本 全国 伊 勢街道 と全国 の

香
追
し

た

リ い た と思い ま すかo

○昔 の 地 図 を 見て 確か

た か を考 え る
o

○ 苦 の 地 図 を 見 て

の 旅人 が 街 道 を 通 して 伊 勢国

に来た こ と を確認する o

○江 戸 を 事 例 と し て ､ 街 道 で 全

街道 を 通 して 伊 勢

国 と全国 が 繋が つ

て い る こ と に興 味

全
国

々
､

ら

め て み ま し よ うo 確か め るo 国 と伊 勢国 が 繋が つ て い る こ

と をつ か ませ るo

街道 を持 つ こ とが で き

た かo

一 生 に
一 度 ○伊勢 神宮 に は ど の よ ○ ど の よ う な 人 が ○ 誰で も伊 勢神 宮 に 来 る こ と が

資 1 3 : 今 と 苦

関心
. 意欲 . 態度

の

お
は お か げ 参 う な 人 が 集 ま つ た の 伊 勢 神 宮 に 来 て で き た の か と い う 視点 か ら 考 伊 勢神宮 を 目指 し

か リ を で し よ うo

○江戸 ( 東京) か ら は

い た の か を 予 想 え さ せ , 庶 民 ( 農 民 . 町 民) た 人 は どの よ う な

げ する○ が 多か つ た こ と を説明する ○ 人 で どの よ うな 気

参 ○江 戸 か ら の 目 数 ○ 徒歩 を 意 識 さ せ ､ 江戸 か ら の 持 ち で あ つ た の か
リ

どれ く ら い の 時間 と と 費 用 を 予想 す 目 数 と 費用 を 予 想 さ せ るo 目 を考 え よ う と し た
E 司
面
の

視
占
:こ)

お 金が か か つ た と思

い ま す か
o

○こ れだけ の 目数とお金

る
○

○ どれ く らい 集ま つ

数 . 金( 1 4 日 . 5 両(1 5 万 円)) を

提 示 し , 当時 5 両 を 集 め る の

は 大変だ つ た こ と を補足 す る
o

○ 昔 と 今 の 伊勢 神宮 ヘ の 参 拝客

か○

か け , 全国 か らどれ く た か を 予想 し ､ 確 数 を 提 示 し ､ 人 口 比か ら 見れ の 参拝客数

ら い の 人 が 伊 勢 神宮

に集ま つ た の だろうo

○ ｢ 一 生に 一 度 は お か

記 す るo

○ 人 々 は ど の よ う

ば 音 は 大 変な 人 数 が 伊 勢 神宮

に集 ま つ た こ と を説明 す るo

○
一

生 に
一

度 に 着 目 さ せ ､ 伊勢

げ参 り を｣ の 意 味 を な 気 持 ち で 伊 勢 神 宮 参拝 が 人 生 の 一 大 イ ベ ン

考え ま し よ うo 神 宮 を 目 指 し た 卜 で あ つ た こ と を つ か ませ るo
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地 域 の 歴 史 に 対す る 関心 を 高め る 小 学校中学年社会科 に お け る 地 域学普

の か を考 え る8 村 で お 金 を 集 め ､ 代 表 者が 代

琴 し て しゝた 二 と を 補足す る .

伊 勢神 宮 を ◎ ｢ ど う し て 多 く の ○ 多く の 人 々 か 仲 ○ お 金 と忙
r

frE'7 を か け て も 伊 勢 仲 シー ト 5 : [垂直亘垂｣
目 指す理 由 人 々 は 伊勢 神 宮 を 目 勢 祁

'

E
Lf
-

.

.

'

を 目 指 L
メ

.

i
;

.

;
t

L

r
r E l 指 す_哩ril を ワ ー ク シー ｢ ど う し て 多 く 多く J) 人 々 は 単 に

指 した の で しよ う ?｣ た 理 EI F を 考 え . 卜に i!i-; か せ る o 児 童 は ｢ 楽 し の 人 々 は 伊 勢 参 拝す る だ け で な

○ 皇国 J) /＼ ○

か- J た か lI) ｣ ｢ お 琴
El し た か つ 神官 を LJ 指 し く . 情 報交換 の た

た/J
▲L-, ｣ 等 と 答え る だ ろ う .

○lJT. 勢 押
'

L

'
:

J

E

'

で は 他 地 域 の 人 々 と

た の か｣ め に伊 勢 神官 を 目

指 した ニ と を理 解

･ 宗主喜7?圭-3 -
I
,

;

京∪

と

≡宗主J
7

,岩望夏空
･

k- 流 で き る こ と に 1
1

_
'

i
1

[｣ さ せ ,

通l rj~一戸L
;
注が I

＼r71
-
J で あ つ た ニ の

で きた か (.

○ 他 地 域 v7 人 々E I
IJ ｢ は

ら_.

○ ノ＼
F
,

, の 話 Lr) r),】7
;7

時 代 に 長 大〔T)十l
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資 3 : 小学校付近 の 常夜
'

TT の 位置

表 2 ワ
ー

ク シートの記 述

⊥

寸′

:

:

′ ? ､ ∴

資 4 : 常夜燈の 位置( 伊 勢街 道) 資 8 : 日永の 様子(伊勢街道 と京王毎道の 分 岐)

I : ど う して 小学校 前 ( ㊤近 く) の遵 に常 夜燈 が あ る の か ? ( 複数rd 答の 場合は 一番目 の 記述 を抜粋)

左三側 : ㊧ 3 学年 2 1 名 . 4 学 年 1 8 名 ､ 計 3 9 名 (1 r は 3 学年 . [ ] は 4 学年) 右側 : ◎ 3 学 年
- 3 6 名

○ 人 々 ( 特 に 干 ど も) の お 圭 もり

○昼 ( 学 校帰り) の 道 し る べ ( 目印)

○あ か り ( ろ うそ く) で 道を て らす

○夜 の 道 し る べ ( E] 印)

○昔 の 道の そ ば

○魔除 け

○無回 答
･ 感想

- L5 ) [ 5] = ( 1〔

･ t61 [3] - ( 9

･ 1 3) [6] = ( 9

･ 1 31 [2] = ( 5

I

1 01 [2] = ( 2

1 11 [o] - ( 1

I 1 31 [o] = ( 3

○ あか り ( ろ うそ く) で 道 を て らす

○ 車や 自転車 の た め に道 を て らす

○夜の 道 し る べ ( 目印)

2 : 学校 前 ( ㊥近 く) の 道は ど こ に 繋が っ て い るか ? ( 複数回 答の 場合は一番 目の 記述を抜粋)

左側 二 ㊥ 5 学 年2 1 名 ､ 4 学年 1 8 名 ､ 計 3 9 名 (1 1 は 3 学 年 ､ こ] は 4 学 年) 右側 : ㊤ 3 学年 - S 6 名

○国 道 2 3 琴線 (開銀)

○伊勢神宮

○伊勢, 松 阪 , 鈴鹿 . L)月 日市 . 桑名 等

○四 日市 ( 桑 名 ･ 松阪) か ら伊勢 ( 鳥羽)

○ヒ】本中

○ そ の 他 ( 山 ･ 梅 . 学校等)
･

無 回 答

･ 1 6)
I I ol
I

( 4)
I 15)
A

1 o)
-

1 61

[2] = ( 8 )

[7] = ( 7 )

[2] = ( 6

[o] = ( 5 )

[1] = ( 1 )

[6] - ( 1 2)

○伊勢t 松阪 ､ 鈴鹿 . 凶 日 市 ､ 桑 名等

○四 日市 ( 桑名 . 松 阪) か ら 伊勢 (鳥羽)

○伊勢 神宮

○そ の 他 ( 山 ･ 海 ･ 町 ･ い な か等) ･ 無 回 答

6 ( ㊤ 5 ) : も っ と勉 強し た い こ と ( 複数 回 答､ 記述 内容か ら項 目 ご とに ま とめ て い る)

i.
:

_
側 : ㊧ 3 学年 2 0 名 ､ 4 学 年1 9 名 . 言卜3 9 r . (1 1 は 3 学 年 . [ ] は 4 学年) 右側 : ⑳ l1 学

'

f
- 3 4 名

《苫の 伊勢神宮 の 様子 に つ い て》

(( 伊 勢神宮 ( 神宮) に つしユ て》

((
1

Ej

t

の 伊勢街道 の 様子 に つ い て》

《お か げ参 り に つ い て》

《街道 に つ い て》

(( 旨の j =

'

,
括 に つ い て))

《常 夜灯 に つ しゝて)

《そ の 他))

lらl

1 3r

(2)

i 21

L2l

; =

(o)

1 21

【3] = ( 8 )

[5] = ( 8 )

[6] = ( 8 )

【4] = ( 6 )

[3] = ( 5

[1] = ( 2

[1] = ( 1 )

[o] = (
.

2 )

《音の 伊 勢神宮 の 様子 に つ い て》

《伊 勢神宮 ( 神宮) に つ い て》

《旨の 伊勢街道 の 様子 に つ い て》

《街道 に つ い て》

《苦 の 生活 に つ い て》

《常 夜灯 に つ い て》

く( そ の 他》

( l l)

( 10 )

I

( 9 )

( 7 )

( 5 )

( 2 )

( 4 )

※ 太字 は 分 析の 際 に着 目す る 記述や 項 目
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Ⅳ. 文化財の活用 による地域の

歴史に対する関心 の高まり

地域の 文化財の 活用 によ る 地域の 歴史 に対する 関心の

高 ま り に つ い て ､ ワ
ー ク シ

ー トの 記述 か ら次 の 3 点 を分

析す る｡

○身近な 地域の 文化財 に 対する 関心の 高 まり

○身近な 地域 と他地域 との 繋が り に対する 関心の 高ま り

○地域の 歴史 に対する 関心の 高ま り

対象 とする 開い は､ 常夜灯 の 役割 と位置と の 関わ り を

考え させ る ワ
ー ク シ ー ト 1

, 身近な 地域の 昔な が ら の 細

い 道 と他地域 との 繋が り を予 想 さ せ る ワ
ー ク シ

ー

ト 2 ,

地域の 文化財 の 学習 を通 して 追究 を促す ワ
ー ク シ ー ト 6

( ◎ 5) とす る｡ そ れ ぞれ ､ 3 学年 と 4 学年 で 違 い が 見 ら

れ る の か (粟真小) , 地域 に よ る違 い が見 られ る の か (栗

真小 と北立誠小) もみ て い く｡

ワ
ー ク シ

ー ト 1 の 記述 か ら, 栗真小 学校 4 学年 の ｢ 昔

の 道 の そば｣ 以外は, 両 小学校 の 児童 と も常夜灯 の 役割

と位置を 関連 づ け る こ とが で き て い な い ｡ 常夜灯 の 役割

で は､ 栗真小 学校 で は児童 の 普段 の 生活 に 関わ る視点か

ら ｢ 通学路 の お 守りや 道 しる べ｣ と い う記述が 多 い ｡ 北

立誠小 学校 で は ､
｢ 昔 の 夜 に明か り を と もす｣ と い う 記

述 が 際だっ て 多く, 昔 は電気が なか っ た の で
､ 暗 い 道 に

は常夜灯 に 明か り を と もす必要が あ っ た こ と を強 く意識

して い る｡
こ れ は, 北立誠小 学校 の 児童 は通学や 校区た

ん けん等 で 江戸橋 の 常夜灯 と関わ る機会が 多 く, 栗真 の

常夜灯 は目立 ち に くく , 栗真小 学校 の 児童 の 日常生活 と

の 関わ り が 弱 い た め だ と考 え られ る｡ 以上 の こ と か ら､

児童 の 日常生活 に関わ りが 深 けれ ば深 い ほ ど地域 の 文化

財 に対す る 関心が 高 ま る と い え る｡

ワ
ー

ク シ
ー

ト 2 の 記述か ら､ 乗真小 学校 で は 昔な が ら

の 細 い 道が ど こ で 終わ る の か と い う 視点か ら, 舗装 され

た大 き な 道路 で あ る ｢ 国道 2 3 号線や 県道関線｣ と記述

して い る児童が 多 い
｡

こ の 記述は 北立誠小 学校の 児童 に

は見 られ な い た め､ そ れ だ け栗真小 学校の 児童 に と っ て

学校前 の 道が 昔な が らの 細 い 道 を強く 認識 して い る と考

え られ る｡ また ､ 中学年 (特 に 3 学年) の 段階で は ､ 過

去 と現在 を繋げて 考察す る こ とが 難 しい こ と を示 して い

る｡ 乗真小 学校の 3 学年 で は ､ 繋が り の 視点か ら都市や

伊勢街道 を 意識 し た 複数 の 都市 を記述 し､ 4 学年 で は 目

的地 と い う 視点か ら 伊勢神宮 とい う 記述が 見ら れ る ｡ 北

立誠小 学校 で は 繋が り ､ 目的地の 両方の 視点か らの 記述

が 見 られ る ｡ 以上 の こ とか ら ､ 身近な 道 との 繋が り を 考

察さ せ る こ とで ､ 他地域を 意識する と同時に 他地域 との

繋が り に つ い て の 関JL が 高ま る とい え る.

ワ
ー ク シ

ー ト 6 ( ⑳ 5) の 記述か ら ､ 両小 学校 の 児童は ､

県内の 地域 にあ る 文化財 で あ る 常夜灯や 伊勢街道 や 伊勢

神宮 に つ い て ､ 昔の 暮 ら しを 強く 意識 して 追究 した い と

記述 して い る 児童が 多い
｡ 栗真小学校 で は 3 時間目に お

か げ参り を 取り 上 げた た め ｢ お かげ参 り｣ の 項 目が あ る
｡

北立誠小 学校 で は ､
｢ 昔の 伊勢神宮の 様子 に つ い て｣ の

項目の 中に､ 栗真 小学校 の 3 時間目 に取 り 上げ た学習内

容 で あ る, 伊勢神宮に は どん な 人 が, 何 の た め に
､ ど こ

か ら, 何 人 く ら い 来 て い た の か と い う記述 が含 まれ て い

る｡ こ の こ と は､ 学 ん だ こ と か ら地域 の 歴史 に対す る追

究 が始 ま っ て い る 証拠 で あ る｡ 以 上 か ら, 身近 な地域 の

文化財 を活用 して 他地域 と の 繋が りや 昔 の 人 々 の 様子 を

イ メ ー ジ させ る こ と に よ り地域 の 歴史 に対す る 関心 が 高

ま る と い え る
｡

中学年 の 児童 に
, 身近 な地域 の 文化財 に着目 させ ､ 昔

の 暮 ら し に つ い て 追求 させ て い けば､ 地域 の 歴史 に対す

る 関心 を高 め る こ と が で き る
｡ 小学校中学年社会科 の 地

域学習 にお い て
､ 地域 の 人 々 の 願 い を と ら え る た め の み

で は な く､ 地域 の 歴史 に対す る 関JL ､ を高 め るた め に地域

の 文化財 を活用 し, 歴史学習 の 導入 と し て 設定す る こ と

が 必要 で あ る と考 え る｡
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