
わ
た
し
の
お
か
ね
な
の
に 

吉
よ

し

田だ

一
か
ず

子こ 

【
ぜ
ん前
は

ん半
】 

 

一

九

九

三

せ
ん
き
ゆ
う
ひ
や
く
き
ゆ
う
じ
ゆ
う
さ
ん

ね
ん 

四し

月が
つ

二
十
日

は

つ

か

の 

あ
さ
で
す
。 

「
き
ょ
う
は 

ぎ
ん
こ
う
へ 

い
っ
て
、
お
か
ね
を 

お
ろ
し
て 

こ
な
く
て
は
」

と
、
お
も
い
ま
し
た
。 

 

そ
こ
へ 

き
ん
じ
ょ
に 

す
ん
で
い
る 

む
す
め
の 

順
じ
ゆ
ん

子こ

が 

や
っ
て 

き

ま
し
た
。
こ
れ 

さ
い
わ
い
と
、
い
つ
も
の
よ
う
に 

順
子

じ
ゅ
ん
こ

に 

た
の
み
ま
し
た
。 

「
き
ょ
う 

ぎ
ん
こ
う
へ 

い
く
か
ら
、
ま
た 

か
み
に 

か
い
て
。
」 

「
も
う
、
い
つ
も 

あ
さ
ば
っ
か
り
に 

い
う
て
。
い
そ
が
し
い
の
に
。
」 

 

お
こ
り
な
が
ら
も 

順
じ
ゆ
ん

子こ

は 

か
い
て 

く
れ
ま
し
た
。 

 

そ
れ
を 

も
っ
て
、
え
き
ま
え
の 

ぎ
ん
こ
う
に
い
き
ま
し
た
。
ま
ど
ぐ
ち
に
は

わ
か
い 

お
ん
な
の
ひ
と
が 

す
わ
っ
て 

い
ま
し
た
。 

「
お
ね
が
い 

し
ま
す
。
」 

と 

い
っ
て
、
か
み
と 

つ
う
ち
ょ
う
を 

わ
た
し
ま
し
た
。 

 

す
る
と
、
そ
の 

お
ん
な
の
ひ
と
は
、
ち
ょ
っ
と
か
み
を 

み
て
、
ま
え
の 
ほ

う
を 

ゆ
び
さ
し
な
が
ら
、 

「
あ
そ
こ
に 

か
み
が 

あ
り
ま
す
か
ら
、
も
う
い
ち
ど 

か
い
て
く
だ
さ
い
。
」 

と
、
か
み
を 

か
え
し
て 

き
ま
し
た
。
き
ん
が
く
の
と
こ
ろ
の 

ぜ
ろ０

が 

二に

じ
ゅ

う
に 

な
っ
て
い
る
か
ら
、
お
か
ね
を 

だ
せ
な
い
と 

い
う
の
で
す
。 

 

わ
た
し
は 

あ
わ
て
ま
し
た
。
わ
た
し
は 

う
ま
れ
て
か
ら 

こ
の
か
た
、
じ
ぶ

ん
の 

な
ま
え
を 

か
い
て
、
ひ
と
さ
ま
に 

さ
し
だ
し
た
こ
と 

な
ど
た
だ
の
い

ち
ど
も 

あ
り
ま
せ
ん
。
し
き
じ
が
っ
き
ゅ
う
で 

吉
よ

し

田だ

か
ず一

子こ

と 

な
ん
ど
も 

べ

ん
き
ょ
う
は 

し
て
き
た 

け
れ
ど
、
ぎ
ん
こ
う
の 

か
み
に 

か
く
よ
う
な 

じ

し
ん
は 

ま
る
で 

な
い
の
で
し
た
。
そ
こ
で 

お
ろ
お
ろ
し
な
が
ら
、 

そ
の 



お
ん
な
の
ひ
と
に
、 

「
わ
た
し
、
じ
い 

よ
う 

か
か
ん
か
ら 

あ
ん
た 

ち
ょ
っ
と 

か
い
て 

ち
ょ

う
だ
い
。
」 

と 

た
の
み
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
お
ん
な
の
ひ
と
は
、 

「
だ
め 

で
す
。
じ
ぶ
ん
で 

か
か
な
く
て
は
。
」 

と 

い
っ
て
、
か
い
て 
く
れ
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
も
う

い

ち一
ど
、 

「
わ
た
し
、
じ
い 

し
ら
ん
か
ら
、
こ
れ
、
む
す
め
に 

か
い
て
も
ろ
た
ん
や
。
せ

や
か
ら
、
あ
ん
た
、
す
ま
ん
け
ど 
か
い
て
ち
ょ
う
だ
い
。
」 

と
、
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い 

た
の
み
ま
し
た
。
そ
れ
で
も 

そ
の 

お
ん
な
の
ひ

と
は
、 

「
だ
め 

で
す
。
じ
ぶ
ん
で 

か
か
な
く
て
は
。
」 

と 

い
う 

ば
か
り
で
す
。 

 

わ
た
し
は 

お
も
わ
ず 

ぼ
や
い
て 

し
ま
い
ま
し
た
。 

「
じ
い 

し
ら
ん
も
ん
は 

じ
ぶ
ん
の 

お
か
ね
も 

だ
さ
れ
へ
ん
の
ん
か
。
」 

  

問  

「
ぼ
や
き
な
が
ら
、
吉

よ
し

田だ

さ
ん
は
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
た
で
し
ょ
う
か
。
」 

          



【
こ

う後
は

ん半
】 

 

あ
く
る
日ひ

、
こ
ん
な 

お
も
い
は 

も
う 

し
た
く
な
い
と 

お
も
い
な
が
ら
、

順
じ
ゆ
ん

子こ

と 
い
っ
し
ょ
に
、 

き
の
う
の 

こ
と
を 

日
に

つ

き
に 

か
き
ま
し
た
。 

 

そ
の 

つ
ぎ
の 
日ひ

は 

も
く木

よ
う

び
日
で 

し
き
じ
が
っ
き
ゅ
う
の

ひ
日 

で
す
。 

わ
た
し
は
、
こ
の 

に

つ日
き
を 

も
っ
て
、
と
こ
ろ
と 

な
ま
え
の 

て
ほ
ん
を 

か

い
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

 

そ
の

ひ
日
か
ら
、
な
ん
ど
も 
な
ん
ど
も 

け
い
こ
し
ま
し
た
。
え
ん
ぴ
つ
で 

お

お
き
く 

か
い
た
り
、
ち
い
さ
く 
か
い
た
り
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
で 

か
い
た
り
、
も

う 

な
ん
か
い 

か
い
た
か 

わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
き
じ
が
っ
き
ゅ
う
へ 

い
く
と
、

ま
っ
さ
き
に 

こ
れ
を 

け
い
こ
し
ま
し
た
。 

 

せ
ん
せ
い
は
、 

「
こ
の 

く
や
し
さ
を
、
つ
ら
く
て
も 

う
ん
と 

く
わ
し
く 

か
い
て 

お
き
ま

し
ょ
う
。
」 

と 

い
わ
れ
ま
し
た
。 

 

そ
う
し
て 

か
き
は
じ
め
た
の
が 

こ
の 

ぶ
ん
し
ょ
う
で
す
。 

 

こ
れ
を 

か
く 

と
き
が
、

い

ち一
ば
ん 

た
の
し
く
な
り
ま
し
た
。 

「
こ
の 

ぶ
ん
し
ょ
う
は 

じ
ぶ
ん
で 

か
み
に 

な
ま
え 

と
き
ん
が
く
を 
か

い
て
、
お
か
ね
が 

だ
せ
た 

日ひ

ま
で 

つ
づ
け
ま
し
ょ
う
。
そ
の
日ひ

の 

こ
と
を

か
い
て
、
こ
の 

ぶ
ん
し
ょ
う
を 

お
わ
り
に 

し
ま
し
ょ
う
。
」 

と
、
せ
ん
せ
い
は 

な
ん
ど
も 

い
わ
れ
ま
す
。
わ
た
し
も
、
そ
う
し
た
い
と 

お

も
い
ま
し
た
。 

 

と
し
が 

か
わ
っ
て 

三さ
ん

月が
つ

二ふ
つ

日か

の 

あ
さ 

で
す
。
四し

月が
つ

八よ
う

日か

か
ら 

い

つ一
し
ゅ

う
か
ん 

四し

こ
く
に 

お
ま
い
り
に 

い
く
の
で
、
十

じ
ゆ
う

ま
ん
え
ん 

だ
さ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。 

 

こ
ん
ど
こ
そ
、
じ
ぶ
ん
で 

か
み
に 

か
い
て
、
ぎ
ん
こ
う
で 

お
か
ね
を 

お

ろ
し
て 

こ
よ
う
と 

お
も
い
ま
し
た
。 



 
い

ち一
ね
ん 

か
か
っ
て 

や
っ
と 

た
め
た 

じ
ゆ
う

十

ま
ん
え
ん
で
す
。
こ
れ
で 

お
ろ

し
て 
も
ら
え
る
や
ろ
か
、
し
ん
ぱ
い 

し
な
が
ら
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
に 

し
っ
か
り

ち
か
ら
を 
こ
め
て 

か
き
ま
し
た
。 

 

そ
れ
を 
も
っ
て
、
ぎ
ん
こ
う
の 

ま
ど
ぐ
ち
に
い
き
、
お
そ
る
お
そ
る
、 

「
き
ょ
う
、
は
じ
め
て 

か
い
て 

き
た
ん
や
け
ど
、 

こ
れ
で 

い
け
ま
す
か
。
」 

と 

い
っ
て
、
つ
う
ち
ょ
う
と 

わ
た
し
が 

か
い
た
ほ
う
の 

か
み
を 

さ
し
だ

し
ま
し
た
。 

 

ま
ど
ぐ
ち
の 

お
ん
な
の
ひ
と
は
、
に
っ
こ
り 

し
て
、 

「
い
け
ま
す
よ
。
」 

と
、
い
っ
て 

く
れ
ま
し
た
。
ほ
っ
と 
し
ま
し
た
が
、
ま
だ 

し
ん
ぱ
い
で
す
。 

 

し
ば
ら
く 

ま
え
に 

た
っ
て
い
る
と
、 

「
よ

し吉
だ

田
さ
ん
。
」 

と
、
よ
ん
で 

く
れ
て
、

じ
ゆ
う

十

ま
ん
え
ん
と 

い
っ
し
ょ
に 
つ
う
ち
ょ
う
を 

か
え

し
て 

く
れ
ま
し
た
。 

 

う
ま
れ
て 

は
じ
め
て
、
わ
た
し
の 

か
い
た 

じ
で
、
お
か
ね
が 

だ
せ
た
の

で
す
。
う
れ
し
く
て 

う
れ
し
く
て
、
な
み
だ
が 

で
て
き
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

（
『
部
落
解
放
』
４
０
８
号
よ
り
一
部
省
略
） 

 

問 

「
な
み
だ
を

な
が流

し
な
が
ら
、

よ
し吉
だ

田
さ
ん
は
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
た
で
し
ょ
う 

  

か
。
」 

 

問 

「
よ
し吉
だ

田
さ
ん
の
が
ん
ば
る

き
気

も
持
ち
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
」 
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小学校６年  道徳 

わたしのおかねなのに 

 
（１） 主題名 目標をもって（Ａ 希望と勇気、努力と強い意志） 

（２） 教材名 「わたしのおかねなのに」（出典：『なまえをかいた』吉田一子（自費出版）） 

（３） 主題設定の理由 

具体的な差別についてほとんど知らない児童が、差別のために奪われた文字を取り戻すた

めに識字学級に通う吉田一子さんの生活つづりかた「わたしのおかねなのに」を学ぶことに

よって、差別の現実や、それを乗り越えてきた人間のたくましい生き方を知り、人間の生の

言葉の重さをかみしめながら、差別をなくそうという心や、自分自身が抱えているさまざま

な人権問題を乗り越えようとする意欲を育てる。 

また、本時は中学校で学習するであろう、北代色さんの手紙「夕やけがうつくしい」と

「教科書無償運動」につなげる上で、小・中の連携を図るためにも適した教材である。 

（４） 学習のねらい 

① 具体的な差別の現実や苦しみを乗り越えようとする人たちのたくましい生き方にふれ、

自分自身のこれからの生き方につなげて考えることができる。 

② 識字学級の意義と活動内容がわかる。 

③ 自分自身を語ることの大切さやすばらしさに気づき、自分の生活を見直すことができ

る。 

（５） 育てたい資質・能力 

・他者の痛みや感情を共感的に受容できるための想像力や感受性 

（６） 準備 

・「わたしのおかねなのに」読み物資料 

・『ひらがなにっき』絵本の挿絵 

・ＥＴＶ特集「なまえをかいた - 吉田一子・84歳 -」（2010年 1月 17日放送） 

略案 

学習活動 主な発問と予想される生徒の反応 教師の支援 

１ ＶＴＲ「なまえを

かいた - 吉田一子・

84歳 -」の冒頭部分

を見て、吉田一子さ

んについて知る。 

 

２ 資料「わたしのお

かねなのに」の前半

部分を読んで話し合

う。 

 

 

 

 

 

 

３ 資料「わたしのお

かねなのに」の後半

○ 吉田一子さんは、どうして字を書いたり

読んだりすることができなかったのでしょ

う。 

 

 

 

○ ぼやきながら、吉田さんはどんなことを

考えたでしょうか。 

・字が書けないことがくやしい。 

・もう、銀行に行きたくない。 

・勉強して字を覚えれば自分のお金が使え

る。 

・字が書けないと、自分のお金も使えないこ

とはおかしい。 

・字の読み書きができないと生活ができない

社会はおかしい。 

○ なみだを流しながら吉田さんは、どんな

ことを考えたでしょうか。 

○ ＶＴＲ（ＥＴＶ特集

「なまえをかいた - 吉

田一子・84歳 -」）の

冒頭部分と絵本を使っ

て、吉田一子さんにつ

いて簡単に紹介する。 

○ 読む前に「吉田さん

のすごいところはどこ

だろう。」と考えなが

ら、聞かせるようにす

る。 

○ 「識字」の取組は、

本人の努力だけで解決

するものではないこと

に気づくようにする。 

 

○ グループでの話合い

では、多様な意見に触
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部分を読んで話し合

う。 

・ワークシートに、一

人ひとり考えて書き

込む。 

・グループになり、自

分の考えを説明す

る。 

・グループでどんな意

見が出たか、全体で

発表する。 

４ 吉田さんの「がん

ばる気持ち」がどこ

からくるのか、話し

合う。 

・一人で考え、ワーク

シートに記入した

後、グループで話し

合う。 

 

 

 

 

５ 本時の学習を振り

返る。 

・間違っていると言われないか心配だったか

ら、安心した。 

・がんばって字を覚えたことが報われた。 

・一緒に勉強してくれたことに感謝したい。 

・これからも、もっと勉強したい。 

・自分のお金を自分で使えることができるよ

うになってうれしい。 

・社会に自ら参加できることがうれしい。 

・字の読み書きができなくても安心して生活

できる社会であってほしい。 

 

○ 吉田さんのがんばる気持ちはどこからく

るのでしょうか。 

・差別へのくやしさ 

・自分もやればできるという喜び 

・みんなと同じことをしたいという願い 

・社会参加への意欲 

・将来への希望 

・支えるなかまの応援となかまへの感謝 

 

 

 

 

○ 吉田さんの生き方から学んだことを書き

ましょう。 

・くじけずに努力していくことは大切だ。 

・今までの自分は難しいことを避けていたか

もしれない。 

・努力するためには、周りの人の理解も大切

だ。 

・何事もあきらめずに挑戦していきたい。 

れ、さまざまな考え方

があることを知ること

ができるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 一人で考えた後、グ

ループで話し合う。そ

の後、他のグループの

考えに触れられるよう

にする。 

○ 学ぶことの大切さに

共感できるように声か

けをする。 

○ 本時の学習を振り返

り、学んだことをノー

トに書くように声かけ

をする。 

 

 























































【参考】 

○ 吉田一子さんの識字作品を集めた文集 

『なまえをかいた』（吉田一子）が、自費出版されて 

います。関心がある方は、下記までご連絡ください。 

  大阪府富田林市若松町１－９－１２ 

  富田林市人権協議会  ℡ ０７２１－２４－３７００ 

 

○ お話しのモデルになった吉田一子さんの通う識字教室 

に関わる人が中心に集まった有志の会が作成した絵本が 

『ひらがなにっき』です。 

   文 若一の絵本制作実行委員会 絵 長野ヒデ子 

   解放出版社 ２０１８年 

○ ＮＨＫドキュメンタリー番組、「ＥＴＶ特集・なまえをかいた～吉田一子・84歳～」で、 

吉田さ一子んの学び、生きる姿が紹介されています。映像は、瀬戸会館に保存してい

ますので、視聴されたい方は、瀬戸会館までご連絡ください。 
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