
��

ίϥϜ
高大接続改革について
～新テストなど大学入試改革を中心に～

p.15

ٿͱな͔Α͠θϛφʔϧ p.14
サクラの開花を楽しみつつ…
科学的に分析すると？

��

͓͖͍ͬͯͨڭҭ/08��p.4
カリキュラム・マネジメントのとらえ方と
　推進のポイント
カリキュラム・マネジメント

ٿͱな͔Α͠トϐοΫス p.10

楽しく学ぼう
　「子ども大学ひらつか　奏アカデミー東海大学」

p.8͖ΐ͏͍͘ݟฉ
世界遺産を活かした人材育成プログラム

΄ͬͱなग़ձ͍ p.16
ຊສ՚ڸതؗɹؗɹɹେ۽ ਐҰ͞Μ

201�年4݄2�ൃߦ௨ר第��߸

No.43
20���य़

����

 

エデュコ ࣌ٿͷڭҭใࢽ

p
ɾ
2

┍┲┪┳┶┱┥┸┭┳┲��͔Βೆ͔Β p.12

 

　
北
里
大
学

　特
別
栄
誉
教
授

大
村

　智
さ
ん



PROFILE　ༀֶത࢜ɾཧֶത࢜ɾཬେֶಛผӫ༪ڭत。1��� 年ࢁསݝ
ֶ。ੜ·Εࢢ࡚ ඒज़େֶ໊༪ཧ事ɺ࡚େଜඒज़ؗؗ。201�年ɺࢠ๏ਓঁߍ
ଟ͘のدੜײછのಛޮༀとなΔΠϕϧメΫνϯΛڞಉͰ։ൃしͨΟϦΞ
ϜɾΩϟϯϕϧത࢜とڞにϊーϕϧੜཧֶɾҩֶΛड。

　努力して自分から
　　　よくなっていこう

東京大学国際高等研究所
北里大学

特別栄誉教授 大ଜ　ஐさん

Interview


ͷ
Ө
ڹ

　　

う
ち
は
農
家
で
し
た
か
ら
、
子
ど
も

の
頃
は
学
者
に
な
る
な
ん
て
考
え
た
こ

と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
野
山
を
駆

け
回
っ
て
い
る
と
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を

勉
強
で
き
ま
す
。
ス
マ
ホ
ば
か
り
見
て

い
て
も
、
サ
イ
エ
ン
ス
は
生
ま
れ
ま
せ

ん
。
い
つ
も
仲
間
と
「
も
っ
と
自
然
に

触
れ
な
が
ら
子
ど
も
を
育
て
よ
う
」
と

話
し
て
い
ま
す
。

　

本
当
に
勉
強
し
始
め
た
の
は
高
校
3

年
か
ら
で
す
。
耳
鳴
り
が
ひ
ど
く
て
眠

れ
な
い
の
で
、
夜
中
に
起
き
て
猛
勉
強

し
た
ら
、
受
か
る
は
ず
の
な
い
大
学
に

受
か
り
ま
し
た
。

母
は
情
操
教
育
に
は
熱
心
で
し
た

が
、
勉
強
に
つ
い
て
は
何
も
言
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
私
が
絵
画
好
き
な
の
は
母

の
影
響
で
す
。
子
ど
も
の
頃
、
母
は
私

の
勉
強
部
屋
を
よ
く
移
動
し
て
、
そ
の

た
び
に
部
屋
に
絵
を
飾
っ
て
く
れ
ま

し
た
。
当
時
は
カ
レ
ン
ダ
ー
の
絵
な

ど
を
切
り
取
り
、
貯
め

て
楽
し
ん
で
い
ま
し
た

が
、
大
学
の
助
教
授
に

な
っ
た
頃
か
ら
月
賦
で

絵
を
買
い
始
め
、
そ
の

後
、
私
の
研
究
成
果
が

上
が
り
、
企
業
か
ら
特

許
料
な
ど
を
い
た
だ
い

て
資
金
的
に
余
裕
が
出

て
く
る
と
、
好
き
な
絵

を
少
し
ず
つ
買
い
続
け

て
、
私
は
コ
レ
ク
タ
ー

に
な
っ
て
い
っ
た
の
で

す
。も

う
一
つ
、
母
か
ら
影
響
を
受
け
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

私
は
高
校
の
先
生
を
5
年
、
大
学
教

授
を
9
年
し
ま
し
た
が
、
そ
の
間
い
つ

も
頭
に
あ
っ
た
の
は
母
の
あ
る
言
葉
で

し
た
。
私
は
時
々
隠
れ
て
母
の
日
記
帳

を
見
て
い
て
、
あ
る
時
、「
先
生
の
資

格
と
は
自
分
自
身
が
進
歩
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
見
つ
け
た

の
で
す
。
進
歩
し
続
け
る
こ
と
が
先
生

の
資
格
の
基
本
だ
と
、
母
は
自
分
に
言

い
聞
か
せ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
自
分

を
鼓
舞
す
る
意
味
で
も
、
母
の
言
葉

は
今
も
生
き
て
い
ま
す
。「
自
分
が
去

年
と
変
わ
ら
ず
一
歩
も
進
歩
し
て
い
な

か
っ
た
ら
、
先
生
の
資
格
は
な
い
」
く

ら
い
に
思
わ
な
い
と
。
子
ど
も
も
世
の

中
も
ど
ん
ど
ん
進
歩
し
て
い
る
の
に
、

先
生
だ
け
が
大
昔
に
教
わ
っ
た
こ
と
し

か
知
ら
な
か
っ
た
ら
、
困
る
じ
ゃ
な
い

で
す
か
。
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ਐ
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ͱ
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東
京
都
内
の
定
時
制
高
校
に
5
年
勤

務
し
ま
し
た
が
、
私
が
教
え
た
こ
と
よ

り
も
、
生
徒
た
ち
か
ら
学
ん
だ
こ
と
の

ほ
う
が
多
か
っ
た
で
す
。
家
の
都
合
で

全
日
制
の
高
校
に
行
け
な
い
学
生
た
ち

が
真
剣
に
学
ぶ
姿
を
見
て
い
る
う
ち
に
、

自
分
も
勉
強
し
直
そ
う
と
決
め
、
東
京

理
科
大
学
で
修
士
号
を
取
っ
て
卒
業
し

ま
し
た
。
そ
の
時
「
や
っ
ぱ
り
自
分
は

学
校
で
教
え
る
よ
り
も
、
コ
ツ
コ
ツ
研

究
す
る
ほ
う
が
向
い
て
い
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
」
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ

は
大
き
な
間
違
い
で
し
た
。
研
究
す
る

ほ
ど
、
ま
す
ま
す
人
前
で
喋
る
機
会
が

多
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

定
時
制
高
校
で
教
え
て
い
た
頃
は
、

若
い
学
生
た
ち
と
ス
キ
ー
や
ハ
イ
キ

ン
グ
に
も
行
き
ま
し
た
。
今
も
当
時
の

学
生
た
ち
と
付
き
合
い
が
続
い
て
い

て
、
年
に
一
度
は
集
ま
る
会
を
し
て

い
ま
す
。
去
年
の
秋
は
私
が
ノ
ー
ベ

ル
賞
を
受
賞
し
た
の
で
、
彼
ら
は
「
大

村
さ
ん
、
今
回
は
来
な
い
だ
ろ
う
な
」

と
思
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
い
つ

も
ど
お
り
私
が
出
席
し
た
ら
、
み
ん

な
本
当
に
喜
ん
で
く
れ

ま
し
た
。
誰
と
で
も
仲
よ

く
、
出
会
い
を
大
事
に
す

る
こ
と
が
人
生
成
功
の

元
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　　

私
は
「
こ
う
し
た
い
」

と
思
っ
た
こ
と
は
た
い

て
い
実
行
し
ま
す
。「
努

力
し
て
、
何
が
何
で
も
や

の
部
屋
か
ら
学
位
を
取
っ
た
院
生
は
百

人
は
い
ま
す
。
人
を
育
て
な
が
ら
研
究

を
続
け
た
か
ら
、
世
界
に
認
め
ら
れ
る

よ
う
な
仕
事
が
で
き
た
の
で
す
。

　

教
育
現
場
の
先
生
方
は
、
自
分
た
ち

が
ま
ず
し
っ
か
り
勉
強
し
て
見
せ
る

「
実じ
っ

践せ
ん

躬き
ゅ
う

行こ
う

」
が
大
切
で
す
。

　

そ
し
て
子
ど
も
た
ち
は
、
こ
れ
か
ら

い
ろ
い
ろ
な
人
と
出
会
っ
て
い
く
中

で
、「
恕じ
ょ

」
の
心
を
持
っ
て
勉
強
し
、

お
付
き
合
い
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

「
恕
」は「
思
い
や
り
」と
い
う
意
味
で
、

『
論
語
』
に
出
て
き
ま
す
。

　

一
人
が
よ
く
な
れ
ば
周
り
も
よ
く
な

り
、さ
ら
に
日
本
も
、世
界
も
よ
く
な
っ

て
い
き
ま
す
。
世
界
が
よ
く
な
る
の
を

待
っ
て
い
な
い
で
、
ま
ず
自
分
が
努
力

し
て
よ
く
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

り
遂
げ
よ
う
」
と
い
う
気
概
が
好
き
な

ん
で
す
。

　

例
え
ば
教
授
に
な
っ
て
8
年
目
頃
、

北
里
研
究
所
の
経
営
建
て
直
し
の
た
め

に
教
授
を
辞
め
、
研
究
所
に
帰
っ
て
改

革
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
改
革
は
成
功

し
て
研
究
所
は
黒
字
に
な
り
、
数
年
後

に
大
学
と
統
合
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
二
百
数
十
億
の
研
究
資
産
を
研
究

所
に
残
し
て
の
統
合
は
大
変
で
し
た

が
、
い
つ
も
苦
し
い
ほ
う
を
選
ぶ
ん
で

す
よ
、
私
は
。

　
『
源
氏
物
語
』の「
夕
霧
」の
巻
に
、「
ど

う
ぞ
こ
の
子
の
経
営
を
あ
げ
て
」
と
い

う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。「
経
営
」は「
人

を
育
て
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　

私
は
38
歳
の
時
に
自
分
の
研
究
室
を

持
ち
ま
し
た
が
、
そ
の
時
に
「
ま
ず
、

今
研
究
所
に
い
る
学
生
た
ち
に
力
を
つ

け
て
学
位
を
取
ら
せ
、
自
分
の
研
究
は

院
生
た
ち
の
力
を
合
わ
せ
て
次
の
段
階

で
や
ろ
う
。」
と
決
め
ま
し
た
。
そ
し

て
全
員
が
学
位
を
取
る
と
、
仕
事
も
ど

ん
ど
ん
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私

ఆ
࣌
੍
ߴ
ߍ
ͷ
ੜ
ె
ͨ

ͪ
͔
Β
教
Θ
ỳ
ͨ
͜
ͱ

͍
ͭ
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͍

΄
͏
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બ
Ϳ
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Λ
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【
主
な
著
作
物
】

■
大
村
智
著

　『
人
を
つ
く
る
言
葉
』
毎
日
新
聞
出
版

　『
人
間
の
旬
』
毎
日
新
聞
出
版

　『
自
然
が
答
え
を
持
っ
て
い
る
』
潮
出
版
社

■
関
連
書
籍

　�

馬
場
錬
成
著
『
大
村
智
　
2
億
人
を
病
魔
か
ら

守
っ
た
化
学
者
』
中
央
公
論
新
社
な
ど
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課
程
Ứ、ủ
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学

び
（
ア
ク
ς
ỹ
ϒ
・
ラ
ー
χ
ン
ά
）Ứ、ủ
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
Ứ
と
い
っ

た
新
し
い
言
༿
が
ొ

し
て
い
て
や
る


き
こ
と
が
૿
え
た
の
か
と
ࠔ

し
て

い
る
と
い
っ
た

も
ฉ
か
れ
る
。
こ
う

し
た
ෆ
҆
や
ෛ
担
ײ
を
ܰ
ݮ
す
る
上
で

େ
切
な
こ
と
は
、
ま
ず
ࣗ
分
た
ち
の


ݩ
を
確
か
め
る
こ
と
で
あ
る
。
新
学
習

指
導
要
領
の
ه
述
や
中
央
教
育
審
議
会

答
申
の
ఏ
言
に
র
ら
し
て
、
各
学
校
が

ਐ
め
て
き
た
教
育
の
方
向
性
や
さ
ま
͟

ま
な
取
り
組
み
を
ৼ
り
返
り
、
そ
れ
ら

の
意
義
を
問
い
直
し
て
、
継
続
す

き

こ
と
、
見
直
す

き
こ
と
を
一
体
的
に

整
理
し
て
い
く
こ
と
が
େ
切
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ

　

新
学
習
指
導
要
領
の
実
施
に
向
け
、

各
学
校
で
は
そ
の
४
උ
を
ਐ
め
る
時
ظ

を
ܴ
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
校

長
を
は
͡
め
教
職
員
が
新
学
習
指
導
要

領
と
そ
の
എ
ܠ
と
な
っ
て
い
る
中
央
教

育
審
議
会
答
申
の
झ
ࢫ
や
内
容
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

新
学
習
指
導
要
領
や
中
央
教
育
審
議
会

答
申
を
め
͙
っ
て
は
、
こ
れ
か
ら
の
学

校
教
育
や
教
育
課
程
の
在
り
方
を
示
そ

う
と
ৄ
し
く
ॻ
き
ࠐ
ま
れ
て
お
り
分
ྔ

も
ଟ
い
こ
と
か
ら
と
り
つ
き
に
く
い
と

い
っ
た

や
、ủ
社
会
に
։
か
れ
た
教
育

ン
ト
の
ग़
発
点
と
な
る
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と

は
、
学
校
の
教
育
目
標
を
実
現
す
る
た

め
、
教
育
活
動
と
ܦ
営
活
動
と
を
関
連

付
け
て
、
計
画
・
実
施
・
評
価
・
改
善

の
過
程
を
॥

さ
せ
、
学
校
内
外
の
資

源
を
࠷
େ
ݶ
に
活
用
し
な
が
ら
教
育
の

質
を
高
め
て
い
く
こ
と
と
と
ら
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
、
中
央
教
育
審

議
会
答
申
で
次
の
三
つ
の
側
面
が
ఏ
示

さ
れ
、
新
学
習
指
導
要
領
総
則
で
は
そ

れ
ら
を
؆
ܿ
に
し
た
も
の
が
示
さ
れ
て

い
る
（
小
・
中
学
校
で
は
第
1
の
4
）。

①
各
教
科
等
の
教
育
内
容
を
相
互

の
関

で
捉
え
、
学
校
の
教
育
目
標

を
踏
ま
え
た
教
科
横
断
的
な
視
点
で
、

そ
の
目
標
の
ୡ
成
に
必
要
な
教
育
の

内
容
を
組
織
的
に

ྻ
し
て
い
く
こ

と
。②

教
育
内
容
の
質
の
向
上
に
向
け

て
、
子
ど
も
た
ち
の
姿
や
地
域
の
現

状
等
に
関
す
る
ௐ
ࠪ
や
各
छ
デ
ー
λ

等
に
基
づ
き
、
教
育
課
程
を
編
成
し
、

実
施
し
、
評
価
し
て
改
善
を
図
る
一

連
の
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
を
確
立
す

る
こ
と

③
教
育
内
容
と
、
教
育
活
動
に
必

要
な
人
的
・
物
的
資
源
等
を
、
地
域

等
の
外
෦
の
資
源
も
含
め
て
活
用
し

な
が
ら
効
果
的
に
組
み
合
わ
せ
る
こ

と

　

こ
う
し
た
三
つ
の
側
面
に
示
さ
れ
て

い
る
事
ฑ
は
、
ど
の
学
校
で
も
す
で
に

あ
る
程
度
は
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
が
意
図
的
、
計
画
的
、
組
織
的
に
行

わ
れ
、
学
校
の
教
育
目
標
の
実
現
に
結

び
つ
い
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て

い
る
。

⑴　

教
育
׆
ಈ

ܦ
Ӧ
׆
ಈ
の
શ
ମ

知っておきたい教育NOW⁞

明星大学教授
　吉冨 芳正

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
ͷ
ͱ
Β
͑
ํ
ͱ
ਪ
ਐ
ͷ

ϙ
Π
ン
ト

１
　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
と
ら
え
方

２
　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
を
効
果
的
に
進
め

る
ポ
イ
ン
ト
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学
校
の
活
動
は
、
େ
き
く
教
育
活
動

と
ܦ
営
活
動
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
各
学
校
で
྆
ऀ
の
関

が
ဃ

し

な
い
よ
う
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
େ

切
で
あ
る
。
ま
た
、
教
育
活
動
に
つ
い

て
も
、
学
校
の
教
育
課
程
と
各
教
科
等

の
指
導
が
体
系
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ྫ
え
ば
、
学
校

の
中
に
は
、
図
１
で

ࣜ
的
に
表
し
た

よ
う
に
、
教
育
活
動
と
ܦ
営
活
動
の
྆

面
に
わ
た
っ
て
さ
ま
͟
ま
な
छ
ྨ
の
計

画
が

ଟ
く
（
গ
な
く
と
も

े
、
ଟ

い
と
こ
ろ
で
は
ඦ
ۙ
く
）
ଘ
在
す
る
。

そ
れ
ら
が
ば
ら
ば
ら
に
な
ら
な
い
よ
う
、

学
校
の
教
育
目
標
を

点
に
、
教
育
課

程
を
࣠
と
し
て
ߏ

的
に
整
理
さ
れ
て
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い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ྫ
え
ば
、

全
体
的
・
一
ൠ
的
な
も
の
か
ら
ݸ
別
的
・

۩
体
的
な
も
の

と
つ
な
が
る
体
系
性

や
、
ฒ
ྻ
す
る
も
の
同
࢜
の
関

性
な

ど
を
視
点
と
し
て
整
理
し
て
い
く
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

学
校
の
教
育
活
動
と
ܦ
営
活
動
は
、
全

体
が
一
؏
し
た
も
の
と
し
て
展
։
さ
れ
、

子
ど
も
た
ち
が
資
質
・
能
力
を
確
か
に

高
め
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。

⑵　

学
校
の
׆
ಈ
の
શ
ମ
૾
Λ
ࢹ
֮

Խ
し
ͯ
ڞ
༗
し
改
善
し
ͯ
͍
͘

　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を

効
果
的
に
ਐ
め
る
上
で
、
教
職
員
が
学

校
の
教
育
活
動
や
ܦ
営
活
動
の
全
体
૾

を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
視

֮
化
し
ڞ
༗
す
る
こ
と
が
༗
効
で
あ
る
。

　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に

つ
い
て
視
֮
的
に
示
し
た
も
の
と
し
て

は
、
ా
ଜ
に
よ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
・
モ
デ
ル
（
図
̎
）
が
役
に

立
つ
。
こ
れ
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
の
要
ૉ
と
し
て
、
ア
⁒
教

育
目
標
の
۩
現
化
、
イ
⁒
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
、

⁒
組
織
ߏ

、
Τ
⁒

学
校
จ
化
、
Φ
⁒
リ
ー
μ
ー
、
カ
⁒
Ո

ఉ
・
地
域
社
会
等
、
キ
⁒
教
育
課
程
行


を
ڍ
げ
、
そ
れ
ら
の
ߏ

や
相
互
の

関

を
視
֮
的
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

教
職
員
が
こ
の
モ
デ
ル
の
上
に
学
校
の

現
状
を
ॻ
き
ग़
し
て
検
討
す
る
こ
と
で
、

ࣗ
分
た
ち
の
取
り
組
み
の
よ
さ
や
課
題

と
改
善
方
策
を
見
ग़
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
ܦ
営
活
動
や
教
育
活
動
の
目

標
や
内
容
を
一
体
的
に
表
な
ど
に
示
し

ڞ
༗
す
る
こ
と
も
େ
切
で
あ
る
。
ྫ
え

ば
、
学
年
͝
と
に
、
学
校
全
体
の
教
育

目
標
や
ܦ
営
方
針
を
受
け
当
該
学
年
で

重
点
的
に
取
り
組
む
事
項
を
示
し
た
上

で
、
教
科
等
で
各
学
ظ
や
各
月
に
取
り

上
げ
る
内
容
や
実
施
す
る
活
動
な
ど
を

一
ཡ
で
き
る
よ
う
表
す
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
目
指
す
と

こ
ろ
や
相
互
の
つ
な
が
り
を
見
ࣦ
わ
ず

に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

そ
れ
ら
に
実
施
の
過
程
で
の
ؾ
付
き
を

ਵ
時
ॻ
き
ࠐ
ん
で
い
く
こ
と
で
、
評
価

や
改
善
の
た
め
の
༗
効
な
資
ྉ
と
な
る
。

⑶　

ޮ
Ռ
的
な
औ
Γ

Έ
の
ϙ
イ
ϯ

τ
Λ
見
ͭ
͚
Δ

　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を

ਐ
め
て
い
く
う
ち
に
、
ࣗ
分
た
ち
の
学

校
に
は
た
く
さ
ん
の
課
題
が
あ
る
こ
と

に
ؾ
付
き
、
そ
れ
ら
全
෦
に
取
り
組
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
ෛ
担
ײ

が
૿
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し

た
点
に
つ
い
て
、
ా
ଜ
の
ఏ
案
す
る
ủ
Ϩ

バ
リ
ッ
ジ
・
ϙ
イ
ン
ト
Ứ（
相
対
的
に
小

さ
な
行
動
で
େ
き
な
結
果
を
生
み
ग़
せ

る

）
を
୳
る
と
い
う
考
え
方
が
役
に

立
つ
。
前
述
の
モ
デ
ル
図
な
ど
を
活
用

し
、
あ
る
要
ૉ
に
ख
を
ೖ
れ
た
ら
ଞ
の

要
ૉ
ま
で

ま
し
い
ม
化
が
表
れ
る
ϙ

イ
ン
ト
を
見
い
ग़
し
、
そ
こ
に
力
を


͙
こ
と
で
全
体
が
よ
い
方
向
に
ճ
り
࢝

め
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
を
取
り
ೖ
れ
、

見
通
し
を
も
ち
、
効
果
を
実
ײ
で
き
る

よ
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

を
ਐ
め
て
い
く
こ
と
が
େ
切
で
あ
る
。

（
参
考
文
献
）

ా
ଜ
知
子
、
ଜ

խ
߂
、
٢

๕
ਖ਼
、


Ԭ
Ճ
໊
ܙ
ứ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
・
ϋ
ン
υ
ϒ
ッ
ク
Ừ（
͗
Ỷ
う
せ

い
、
2
0
1
6
年
）

ਤ 2ɹాଜによΔΧϦΩϡϥϜϚωジメϯτɾϞσϧ
（ాଜࢠ，ଜխ٢，߂๕ਖ਼，ԬՃ໊ܙฤஶ

ʰΧϦΩϡϥϜϚωジメϯτɾϋϯυϒッΫʱ͗ ΐ͏せい，2016年）

教
育
׆
動（
ج
࣠
は
࿈
関
性
）経
Ӧ
׆
動（
ج
࣠
は
ڠ
ಇ
性
）

学
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内
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（ใなͲ，ؒ࣌

Τɽ�ֶߍจԽʴݸਓతՁ؍
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知っておきたい教育NOW❷
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と
な
ど
を
通
し
て
、
教
育
課
程
に
基

づ
き
組
織
的
か
つ
計
画
的
に
学
校
の

教
育
活
動
の
質
の
向
上
を
図
っ
て
い

く
こ
と
（
以
下
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
い
う
。）
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
ね
ら
い
は
、「
教
育
課

程
に
基
づ
き
組
織
的
か
つ
計
画
的
に
学

校
の
教
育
活
動
の
質
の
向
上
を
図
っ
て

い
く
こ
と
」
に
あ
る
。
そ
の
た
め
の
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
取
組

と
し
て
３
点
を
示
し
て
い
る
。

①
児
童
や
学
校
及
び
地
域
の
実
態

を
適
切
に
把
握
し
、
教
育
の
目
的
や

目
標
の
実
現
に
必
要
な
教
育
の
内
容

を
教
科
等
横
断
的
な
視
点
で
組
み
立

て
て
い
く
こ
と

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
「
第
１
章

総
則
」
の
「
第
１
　

小
学
校
教
育
の
基

本
と
教
育
課
程
の
役
割
」
に
お
い
て
、「
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
に
関

す
る
以
下
の
規
定
が
新
設
さ
れ
て
い
る
。

4
　

各
学
校
に
お
い
て
は
、
児
童

や
学
校
及
び
地
域
の
実
態
を
適
切
に

把
握
し
、
教
育
の
目
的
や
目
標
の
実

現
に
必
要
な
教
育
の
内
容
を
教
科
等

横
断
的
な
視
点
で
組
み
立
て
て
い
く

こ
と
、
教
育
課
程
の
実
施
状
況
を
評

価
し
て
そ
の
改
善
を
図
っ
て
い
く
こ

と
、
教
育
課
程
の
実
施
に
必
要
な
人

的
又
は
物
的
な
体
制
を
確
保
す
る
と

と
も
に
そ
の
改
善
を
図
っ
て
い
く
こ

②
教
育
課
程
の
実
施
状
況
を
評
価

し
て
そ
の
改
善
を
図
っ
て
い
く
こ
と

③
教
育
課
程
の
実
施
に
必
要
な
人
的

又
は
物
的
な
体
制
を
確
保
す
る
と
と
も

に
そ
の
改
善
を
図
っ
て
い
く
こ
と

こ
れ
ら
は
、
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う

に
、
平
成
28
年
12
月
21
日
の
中
央
教
育

審
議
会
答
申
「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
高

等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指

導
要
領
等
の
改
善
及
び
必
要
な
方
策
等

に
つ
い
て
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

答
申
で
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
に
つ
い
て
「
各
学
校
に
は
、
学
習

指
導
要
領
等
を
受
け
止
め
つ
つ
、
子
供

た
ち
の
姿
や
地
域
の
実
情
等
を
踏
ま
え

て
、
各
学
校
が
設
定
す
る
学
校
教
育
目

標
を
実
現
す
る
た
め
に
、
学
習
指
導
要

領
等
に
基
づ
き
教
育
課
程
を
編
成
し
、

そ
れ
を
実
施
・
評
価
し
改
善
し
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
い
わ

ゆ
る
『
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
』
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
同
答
申

で
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
を
三
つ
の
側
面
か
ら
捉
え
て
い
た
が
、

こ
れ
は
前
述
の
①
～
③
に
該
当
し
て
い

る
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
同
総
則
の
「
第
５
　

学
校
運

営
上
の
留
意
事
項
」
の
「
１
　

教
育
課

程
の
改
善
と
学
校
評
価
等
」
に
お
い
て

も
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」

に
関
し
て
以
下
の
規
定
が
新
設
さ
れ
て

い
る
。ア

　

各
学
校
に
お
い
て
は
、
校
長
の

方
針
の
下
に
、
校
務
分
掌
に
基
づ
き
教

職
員
が
適
切
に
役
割
を
分
担
し
つ
つ
、

相
互
に
連
携
し
な
が
ら
、
各
学
校
の
特

色
を
生
か
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。
ま
た
、
各
学
校
が
行
う
学
校

評
価
に
つ
い
て
は
、
教
育
課
程
の
編
成
、

実
施
、
改
善
が
教
育
活
動
や
学
校
運
営

の
中
核
と
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
関
連
付

け
な
が
ら
実
施
す
る
よ
う
留
意
す
る
も

の
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
新
学
習
指
導
要
領
で

は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を

確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
学
校
が
教

一般財団法人教育調査研究所　研究部長
　寺崎　千秋

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
と
は



育
の
質
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
て

い
る
。
こ
れ
に
し
っ
か
り
と
応
え
る
必

要
が
あ
る
。

　
　

⑴
　

学
校
の
教
育
目
標
の
見
直
し

　

新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
く
教
育
課

程
の
編
成
に
際
し
て
は
、
ま
ず
、
学
校

の
教
育
目
標
を
中
央
教
育
審
議
会
が
重

視
し
た
「
資
質
・
能
力
の
三
つ
の
柱
」
を

視
点
に
し
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
①
「
何
を
理
解
し
て
い
る
か
、

何
が
で
き
る
か
（
生
き
て
働
く
「
知
識
・

技
能
」
の
習
得
）」
／
②
「
理
解
し
て
い

る
こ
と
・
で
き
る
こ
と
を
ど
う
使
う
か

（
未
知
の
状
況
に
も
対
応
で
き
る
「
思
考

力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
」
の
育
成
」

／
③
「
ど
の
よ
う
に
社
会
・
世
界
と
か

か
わ
り
、
よ
り
よ
い
人
生
を
送
る
か
（
学

び
を
人
生
や
社
会
に
生
か
そ
う
と
す
る

「
学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等
」
の
涵

養
）」
を
視
点
に
、
学
校
の
教
育
目
標
が
、

子
ど
も
た
ち
が
未
来
を
拓
く
力
を
身
に

つ
け
る
た
め
の
目
標
と
し
て
相
応
し
い

か
を
検
討
し
見
直
す
こ
と
で
あ
る
。
教

育
課
程
は
学
校
の
教
育
目
標
実
現
の
た

め
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

⑵
　

教
科
等
横
断
的
な
教
育
課
程
の
編
成

　

学
校
の
教
育
目
標
は
、
学
校
教
育
全
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体
や
各
教
科
等
に
お
け
る
指
導
を
通
し

て
実
現
を
目
指
す
と
と
も
に
、
教
科
等

横
断
的
な
視
点
に
立
っ
て
教
育
課
程
を

編
成
し
実
施
し
て
実
現
を
目
指
し
て
い

る
。
ま
た
、
言
語
能
力
、
情
報
活
用
能

力
（
情
報
モ
ラ
ル
を
含
む
）、
問
題
発
見
・

解
決
能
力
等
の
学
習
の
基
盤
と
な
る
資

質
・
能
力
の
育
成
に
際
し
て
も
各
教
科

等
の
特
質
を
生
か
し
つ
つ
、
教
科
等
横

断
的
な
視
点
か
ら
の
教
育
課
程
の
編
成

を
求
め
て
い
る
。
各
学
校
は
こ
の
こ
と

を
意
識
す
る
と
と
も
に
、
各
教
科
等
や

各
学
年
間
の
関
連
、
系
統
性
や
発
展
性
、

さ
ら
に
は
合
科
的
・
関
連
的
な
指
導
、

横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
な
ど
を
考
慮

し
て
教
育
課
程
を
編
成
し
指
導
計
画
を

作
成
す
る
よ
う
努
め
る
よ
う
に
す
る
。

そ
の
際
、
こ
れ
ま
で
も
作
成
し
て
き
た

道
徳
、
体
育
・
健
康
教
育
、
総
合
的
な

学
習
の
時
間
や
特
別
活
動
な
ど
の
「
全

体
計
画
」
の
意
義
を
見
直
し
、
こ
れ
を

活
用
し
て
取
り
組
む
と
ア
プ
ロ
ー
チ
し

や
す
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

⑶
　

Ｐ
・
Ｄ
・
Ｃ
・
Ａ
の
サ
イ
ク
ル
の

確
立

　

Ｐ
・
Ｄ
・
Ｃ
・
Ａ
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
も
各
学
校
で
取
り
組
ん
で
き
た

こ
と
が
中
央
教
育
審
議
会
で
も
評
価
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

サ
イ
ク
ル
が
確
立
し
て
い
た
か
を
問
い

直
す
必
要
が
あ
る
。「
Ｃ
・
Ａ
」
す
な
わ

ち
評
価
し
て
改
善
し
た
こ
と
が
、
次
年

度
の
計
画
「
Ｐ
」
に
明
確
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
が
な
け
れ
ば
サ
イ
ク
ル
と
し
て
つ

な
が
ら
ず
、
改
善
し
た
教
育
課
程
・
指

導
計
画
に
基
づ
く
教
育
活
動
を
全
校
一

致
し
て
行
う
こ
と
に
な
ら
な
い
た
め
、

再
び
課
題
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
サ
イ
ク
ル
の
確
立
が
教
育
の
質
を

高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

⑷
　

教
育
内
容
と
教
育
資
源
と
の
関
連

　

教
育
課
程
の
実
施
に
必
要
な
人
的
又

は
物
的
な
体
制
の
確
保
と
改
善
に
つ
い

て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
体
制
は
概
ね
整
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今
後
、
体
制

が
形
骸
化
し
た
り
継
続
発
展
し
て
い
な

か
っ
た
り
し
て
い
な
い
か
を
確
認
し
、

目
指
す
資
質
・
能
力
の
育
成
に
効
果
的

な
も
の
と
な
る
よ
う
充
実
を
図
る
よ
う

に
す
る
。
そ
の
た
め
、
学
校
内
外
の
人

材
・
資
源
の
バ
ン
ク
や
マ
ッ
プ
な
ど
を

教
育
内
容
の
視
点
や
人
材
と
の
協
働
の

視
点
か
ら
見
直
し
、
教
育
課
程
・
指
導

計
画
に
こ
れ
ら
を
位
置
づ
け
て
、
意
図

的
、
計
画
的
、
組
織
的
、
継
続
的
に
活

用
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

⑸
　

日
常
的
な
授
業
改
善

　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は

日
常
的
な
学
習
指
導
や
生
徒
指
導
に
お

い
て
も
実
践
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

新
学
習
指
導
要
領
総
則
で
は
「
主
体
的
・

対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
か
う

授
業
改
善
」
を
重
視
し
求
め
て
い
る
。
ま

さ
に
日
常
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
教
育
課
程
→
全
体
計
画
→
指
導

計
画
→
週
案
→
授
業
・
指
導
と
い
う
よ

う
に
実
践
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結

果
に
つ
い
て
授
業
・
指
導
評
価
→
指
導

計
画
評
価
→
全
体
計
画
評
価
→
教
育
課

程
評
価
と
つ
な
げ
て
改
善
を
図
り
教
育

の
質
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
日
常
化

が
授
業
改
善
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は

机
上
の
も
の
で
は
な
い
。
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
づ
く
り
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
教
育

を
す
る
か
を
デ
ザ
イ
ン
し
、
そ
れ
を
日
々

の
実
践
で
実
証
し
改
善
し
て
い
く
過
程

で
あ
る
。
こ
れ
を
確
実
に
誠
実
に
行
う

こ
と
で
子
ど
も
た
ち
は
未
来
を
拓
く
力

を
身
に
付
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

言
わ
ば
日
本
の
未
来
は
先
生
方
の
各
学

級
で
の
授
業
実
践
に
か
か
っ
て
い
る
と

言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

今
後
に
向
け
て

各
学
校
の
具
体
的
な

取
り
組
み
方
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けでなく，筑波大学の学生や市職員などの大人側に
とっても，世界遺産教育のノウハウを高める好機と
なったことなどが挙げられる。
ᾈެຽؗ࠲ߨʮԬࢳ͜Ͳղઆһཆ࠲ߨʯ
富岡市内の児童が「ふるさと富岡の学習」で学

んだことを地域で生かす場として，公民館講座「富
岡製糸場こども解説員養成講座」を平成 26 年より
実施している。
講座は，富岡製糸場に隣接している二つの小学校

の 5・6 年生児童を対象に募集をかけ，こども解説
員になるために，地区公民館・富岡製糸場で，製糸
場解説員の講話や解説を聴いたり，解説のシナリオ
を作り実際に保護者や来場者に解説をしたりといっ
た全 5回の講座内容で構成されている。講座を通し
て，富岡製糸場の価値を語り継ぐことのできる児童
の育成を目指している。
富岡製糸場解説員の会の 6 名に講師を依頼し，

NPO 法人富岡製糸場を愛する会に教材の提供を受け
講座を実施し，この三年間で 53 名のこども解説員
が誕生した。
ᾉ;Δ͞ͱԬͷֶश
　富岡市内小・中学校では，児童生徒が富岡製糸場
をはじめとする富岡市についての理解を深め，結果
として郷土富岡への誇りと愛情を醸成することを目
指して，ふるさと富岡の学習を行っている。
学校毎に児童生徒の実態や地域の実情に合わせ

た「学習プログラム」を作成し，児童生徒の発達段
階に合わせて，富岡製糸場や地域の人・文化・自然
を教材として取り入れた学習活動を積み上げてい
る。特に，富岡製糸場についての理解を深める学習
活動としては，児童生徒が富岡製糸場に行き，解説
を聞きながら自分の目で見る見学と，自分たちが育
てた繭を使って，上州座繰り器を使って繭から生糸
を作る体験学習を行っている。

このように富岡製糸場や地域の人や文化，自然
と直接関わりながら行われる，ふるさと富岡の学習
は，児童生徒に課題解決の能力や，探究的な態度を
培うことにつながり，子どもたちが生涯にわたって
学び続けるための基礎となるものであると考えてい
る。
世を世界遺産でҭͯる࣍˓�
これらの人材育成プログラムは，即時的にその

効果があらわれるものではない。
　まず，プログラム参加者が段階的に富岡製糸場の
活動に関わることにより，富岡市及び富岡製糸場に
対する誇りや愛着が醸成されることがはじめの一歩
である。
そして，息の長い取組を継続的に展開すること

により，少しずつ郷土愛の種が芽吹き，開花し，最
終的にはＩターンやＵターンに結びつくことを期待
している。
また，教育旅行等で市外の多くの生徒や学生に

お越しいただき，「富岡製糸場と絹産業遺産群」の
歴史や価値を楽しみながら学んでいただければ至極
幸いである。先人たちがどのような思いを持って製
糸場を設立したか，工場を運営していたのか，働い
ていたのか，など様々に思いを馳せていただきたい
と思う。
現在，富岡製糸場においては，世界遺産・国宝で

ある西置繭所をはじめ，建造物の保存・修理工事が
着々と進行している。そして，保存・修理工事とあ
わせて，それらの建造物をどのように整備し，活用
していくか？という点も非常に重要視されている。
今後，平成 24 年に策定された整備活用計画に基

づき，富岡製糸場を「教育」，「学びの場」，「人材育
成」等の視点から活用していく中で，かつて，人々
が学び，育っていったこの地で，再びその役割が担
える様な取組を展開し，地域の人材育成及び持続可
能なまちづくりにつなげていきたいと考えている。

˙֤ੈに͓けΔԬࢳͷࢀՃイメージ
段階　　　 　参加内容
幼児

小学生

中学生

高校生

大学生

社会人

明後日朝顔プロジェクト（苗植え ,種取り）
散歩や豆まき等での入場
世界遺産キッズプログラム　こども解説員
ふるさと富岡の学習
職場体験　ふるさと富岡の学習
お富ちゃんボランティア（富岡東高校）
スポット解説（富岡高校） 花壇の植樹（富岡実業高校）

インターシップ ,各種アンケート調査
フィールドワーク（まちなか周遊を含む）
富岡製糸場セミナーワークショップ
富岡製糸場に貢献する民間企業
富岡製糸場の関係機関・関係団体
富岡製糸場の研究者
行政職員（国（文化庁）, 県庁 ,富岡市等）
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富岡製糸場と人材育成
明治５年，明治政府は，生糸の品質改善・生産

向上を目的とし，官営模範器械製糸工場として富岡
製糸場を設立した。
各地から若い伝習工女が集まり，技術を会得し

た彼女たちは，それぞれの郷里でそのノウハウを伝
播し，日本の殖産興業の発展に大きく寄与した。
　そして，明治８年以降になると，場内でも一般教
養や，裁縫・生花などの教育が行われ，最後の民間
所有者である片倉工業株式会社（所有時は，片倉工
場株式会社富岡工場）に至るまで，労働環境だけで
なく教育環境の充実に力を入れていた。片倉時代に
おける教育の名残は、授業が行われた首長館（ブリュ
ナ館）にて現存している教室の表札などに垣間見る
ことができる。
　また，同じく世界遺産に登録された高山社跡は，
繭販売や，蚕種飼育の委託契約を結ぶなど，富岡製
糸場との関わりが深く，養蚕の側面からひとづくり
を担っていた。
　高山社跡は，「養蚕改良高山社」の創始者である
高山長五郎の生家で，養蚕法「清温育」の研究と社

員への指導を行っていた場所であり，養蚕に関わる
人々の教育を実践していた。
　このように，「富岡製糸場と絹産業遺産群」は，
元来より人材育成と非常に縁が深い世界遺産である
ことが分かる。

現在取組んでいる人材育成プログラム
富岡市においては，前述のような歴史的素地を

活かしていくつかの人材育成プログラムを実施して
いる。その一部を紹介したい。
ᾇੈքҨ࢈ΩοζϓϩάϥϜ
　本プログラムは，世界遺産の視点から，富岡製糸
場の価値を守り伝えるとともに、将来地域を支えて
いく子どもたちの育成を狙いとするもので，筑波大
学黒田研究室の協力のもと行う体験型ワークショッ
プである。
　平成 28 年に実施した内容としては，世界遺産の
基本的な知識習得や，クイズやカルタを通じて世界
遺産に対する親しみや関心の向上を図った。また，
富岡製糸場について学び，お気に入りの写真を撮影
して，地元の世界遺産富岡製糸場の新聞記事や PR

ポスターを作成し，市職員
や保護者の前で発表を行っ
た。
事業の成果としては，筑

波大学との事業実施により，
地域・行政・大学間のネッ
トワークを充実させ，幅広
い視点から世界遺産教育に
取組むことができたことや，
参加者である子どもたちだ

　「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界遺産登録となり早３年が経とうとしている。

　富岡製糸場と聞くと，錦絵にも描かれた壮大な木骨煉瓦造の建物を連想されると思うが，それに負

けず劣らず大切な歴史がある。それは、「人を育てる」という役割が、官営から歴代の民間所有者によっ

て，生糸の生産活動と共に脈々と受け継がれてきたことである。

　現在，富岡市では，様々な年齢層が富岡製糸場に関わることのできる重層的

な人材育成プログラムを考案している。本文では，その取組内容の一部につい

て紹介したい。

富岡市 世界遺産部 富岡製糸場戦略課
Ԭࢢ

ݝഅ܈
ಢݝ

ݝۄ࡛

ݝ

৽ׁݝ ౡݝ

きょういく見聞録

世界遺産を活かした人材育成プログラム
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利
点
を
生
か
し
、
子
ど
も
た
ち
の
知
的
好

奇
心
や
豊
か
な
感
性
を
育
て
る
た
め
に
大

学
交
流
委
員
会
を
設
置
し
、
大
学
交
流
事

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
東
海
大
学
と
の
交

流
は
今
年
で
6
年
目
に
な
り
ま
す
。
委
員

会
の
文
化
部
門
に
は
文
化
生
涯
学
習
推
進

部
会
が
あ
り
、
そ
こ
で
「
子
こ
ど
も
大
学

ひ
ら
つ
か
」
の
授
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　「
ま
ず
子
ど
も
た
ち
に
『
こ
こ
で
の
授

業
は
楽
し
そ
う
』
と
思
っ
て
も
ら
え
た
ら

い
い
な
と
。
そ
し
て
実
際
に
実
験
な
ど
を

し
て
み
て
、『
理
科
っ
て
楽
し
い
な
』『
も
っ

と
勉
強
し
て
み
よ
う
』
と
な
っ
た
ら
一
番

嬉
し
い
で
す
ね
。」
と
同
課
の
千
葉
大
輔

さ
ん
。
平
塚
市
と
東
海
大
学
と
の
共
働
に

よ
り
、
深
く
楽
し
く
学
べ
る
「
子
ど
も
大

学
ひ
ら
つ
か
」
の
取
り
組
み
で
す
。

̎
ͭ
の
େ
学
の

ɹ

ઌ
ੜ
ʹ
Α
る
त
ۀ

　
神
奈
川
県
平
塚
市
で
は
、
子
ど
も
の
知

的
好
奇
心
や
感
性
を
育
て
る
こ
と
を
目
的

に
、
平
成
23
年
か
ら
「
子
ど
も
大
学
ひ

ら
つ
か
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
東
海
大

学
で
は
主
に
算
数
や
理
科
の
講
座
を
、
神

奈
川
大
学
で
は
楽
し
く
英
語
で
遊
ぶ
講
座

を
開
講
し
て
お
り
、
各
大
学
の
先
生
が
小

学
校
の
子
ど
も
た
ち
向
け
に
楽
し
く
講
義

を
行
っ
て
い
ま
す
。

ủ
ָ
し
ͦ
う
Ứủ

ỳ
と
ษ
ڧ

ɹ
し
て
Έ
Α
う
Ứ
と
ͳ
Ε


　
　
市
の
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
の
鈴
木

和
幸
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

「
平
塚
市
に
は
東
海
大
学
と
神
奈
川
大
学
、

二
つ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

神
奈
川
県
平
塚
市
で
は
、
東
海
大
学
と
神
奈
川
大
学
と
の
交
流
事
業
（
平
塚
市
民
・
大
学
交
流

事
業
）
の
一
環
と
し
て
、「
子
ど
も
大
学
ひ
ら
つ
か
奏
（
か
な
で
）
ア
カ
デ
ミ
ー
」
を
開
催
し
て

い
ま
す
。
平
塚
市
に
大
学
が
二
つ
あ
る
利
点
を
活
か
し
、
市
と
大
学
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
活
用

し
て
子
ど
も
た
ち
の
学
び
を
促
進
す
る
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

楽
し
く
学
ぼ
う
　
　

　「子
ど
も
大
学
ひ
ら
つ
か
奏
ア
カ
デ
ミ
ー
東
海
大
学
」

˛ 4� 年ੜと 6年ੜに൝Λ͚，のάϧーϓͰのཧղ度のΪϟッϓΛগな͘し·しͨ。「େֶੜのおܑ͞Μお࢞͞Μ͕༏し͑͘ڭて͘
Εͨ」とい͏͕ଟ͘دせΒΕ·しͨ。

神
奈
川
県
平
塚
市
教
育
委
員
会

地球となかよし　 トピックス
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˔ฏ௩ڭࢢҭҕһձɹ˟ 2�4��6�6��ਆಸݝฏ௩ࢢ๛ݪொ 2�21
ɹࢠͲもେֶͻΒつか IUUQ���XXX�DJUZ�IJSBUTVLB�LBOBHBXB�KQ�HBLVTIV�QBHF�D@01��4�IUNM

。͢·して͘ΕڙΛఏݧͲもとઢのۙいେֶੜ͕όϥΤςΟ๛かな࣮ࢠ˛
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ߴ 野尾小学校では，起業家教育プログラム

「会社をつくろう 」の学習を５・６年生
のキャリア教育に位置づけています。活動の概
要は次のとおりです。①子どもたちが出資金を
出し合って 「会社 」を設立　②収益の目標額を
設定して商品を開発・製作　③ショッピングセ
ンターの前で販売　広報や経理の仕事も分担し
て行います。利益を上げるためには，一般の店
で販売している物に負けない魅力ある商品を作
り購入してもらう必要がありますが，子どもた
ちは一人一人目標を明確にし，楽しみながら全
力でこの活動に取り組んでいます。活動を通し
て，課題対応力，プランニング力，情報活用力，
主体的実践力、コミュニケーション力が培われ
ていることが実感できます。
　収益金の一部は交流を続けているラオスのピ
アラー小学校に贈っています。現地を知る地域
の方のお話から，ラオスの山岳地帯は教育環境

が整っていないことを知った子どもたちは， 「会
社をつくろう 」の活動で得た収益の一部をピア
ラー小学校に贈ろうと決めました。支援金を贈
り始めて８年目になります。ピアラー小学校か
らのビデオレターの中に，支援金で購入した学
習用具を笑顔で使っている子どもたちの様子を
見つけると， 「自分たちのしていることが少しで
も役に立っているのだ 」と確信でき，達成感を
得て，新しいチャレンジが生まれます。
　このようなキャリア育成に向けての活動を支
えるのが，平成 20 年度に立ち上げられた学校
支援本部です。 「地域立の学校に 」をコンセプト
に，保護者や地域住民が教育目標を共有し学校
運営に参画することで大きな教育成果を上げて
います。

「
会
社
を
つ
く
ろ
う
」
で
国
際
支
援

̶

将
来
自
立
し
た
社
会
人
に
な
る
た
め
の
基
礎
作
り̶
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 海道米販売拡大委員会では，北海道
内の小学 5 年生の児童に，北海道

の安全・安心でおいしいお米のことをよく
知ってもらうため， 「お米のはなし 」を作
成しています。
　北海道米の知名度は全国的に高まってき
ていますが，お米離れが進んでいる残念な
現状があります。日本の代表的な米どころ
の一つでもある北海道のお米をもっと知っ
てもらい，お米の消費拡大を図るため，北
海道の全小学校の児童へ，社会科と総合的
な学習の時間で使用してもらう教材とし
て，平成 21年度から毎年４月に配布して
います。
　実際の農家の米作りから供給までの過程を分
かりやすく説明し，他にもさまざまな情報を盛
り込みながら，日本人の主食として伝統的な食
材であるお米に興味・関心を持ってもらえる内
容になっています。
　さらに，授業で使いやすい教材にするため，
先生用マニュアルも作成し，児童用の教材と共

に配布しています。学習のねらいや授業のポイ
ント，そして活動例から豆知識まで先生が安心
して授業を行える様に工夫しています。
　各学校で，この教材を活用していただき，北
海道米を広めながら子どもたちの食育にもつな
げたいと考えております。
　下記ＵＲＬの 「北海道米ＬＯＶＥ 」にアクセ
スしていただければ，ホームページ上でも北海
道米についてさまざまな情報を提供しています。
学校で実践できる 「バケツ稲づくりマニュアル 」

「も作成していますので，興味のある方はホー
ムページ内の 「お米キッズサイト 」よりご覧く
ださい。

「 北 海 道 米 Ｌ Ｏ Ｖ Ｅ 」 URL : http://www.
hokkaido-kome.gr.jp/
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ຊ 校は，校名が示す通り，高知城の西に位
置した学校であり，ほぼ高知市の中心地

である。そのため，明治維新への貢献者の一人
である土佐の先人 「坂本龍馬 」の生誕地も校区
にある。

　特色ある学校づくりに向けて，学校教育の分
野において，防災教育，道徳教育，交通安全教育，
観光教育，食育教育を 「龍馬の夢と志は　城西
中生徒の夢と志 」として具体的に実践を行うこ
とを計画して，実践している。
　道徳教育においては， 「特別な教科　道徳 」

が誕生することは，文部科学省の方針で決定さ
れている。その一歩先の実践として，地域教材
の冊子A４判　32頁を作成した。
目次：
１．入学時の目標や夢
２．龍馬の道徳への八策
３．龍馬の地震への八策
４．龍馬の交通安全への八策

５．龍馬の食育への八策
６．龍馬の観光への八策
７．龍馬と人権
８．龍馬の志
９．龍馬の志を受け継いで
10. 夢・希望
11. 卒業時の目標や夢
 　特に 「龍馬と人権 」の読み物教材は宮　英司
先生【龍馬研究家。高知大学非常勤講師】にお
願いして完成した。
　龍馬の有名な言葉である 「世の人は　われを
なにとも　ゆはば　いへ　わがなすことは　わ
れのみぞしる 」は目標に向かう龍馬を象徴した
強い決意にみなぎった歌にも見えるが，実は一
人ひとりを大切にしようとした龍馬の生き方が
隠されているようにも思える。さらに， 「龍馬の
道徳への八策 」を作成して学習を深めている。

क 口市の名を冠した守口大根は，太さは 2
～ 3ｃｍ程度と細いものの，長さは１ｍ

以上にもなるギネスブックにも載った世界一長
い大根です。起源には諸説ありますが，室町時
代に淀川周辺の畑に突然変異で誕生したといわ
れています。これを，河内国守口の特産だった
粕漬けの材料に使ったことから生産が広まりま
した。その後，守口村で休息をとった豊臣秀吉
がその粕漬けを食べ，称賛したことから 「守口
漬け 」と名付けられ，材料とされた大根も「守
口大根」と呼ばれるようになったと伝えられて
います。やがて，京街道の宿場町であった守口
の名産品となり広く知られるようになりました
が，まちの市街化が進むにつれ衰退し，やがて
生産されなくなりました。しかし，平成 17年
に大阪発祥の野菜の普及・啓発を企画する大阪
府からの要請を受け，市内農家の協力により復
活，平成 19年 8月 「なにわの伝統野菜 」に認
証されました。
　守口大根は，栽培に適した土壌が限られてお
り，育てるのはとても難しく，また，非常に繊
細で収穫するときは傷をつけたり折れてしまう
可能性があり，細心の注意を払わなければなり
ません。このため，地上 1ｍ以上の囲いの中に
土を入れて畝を形成する特殊な方法で作付する
とともに害虫対策や撒水方法などの管理体制を
構築する必要があります。収穫時には囲いを外

して横から慎重に掘ります。あるいは太めのパ
イプを使用する方法も有効で，形が整った大根
が収穫できます。中には，ご自宅のベランダで
水道管を用いて栽培する方もおられます。
　守口市では守口大根の栽培を広め伝統を継承
するため，毎年，希望者に種子を配付し，1月
には栽培した守口大根の長さを競うコンクール
を開催しています。参加者の創意工夫により，
長さ・形とも年々向上しており，今年は個人・
団体あわせて 20団体の参加があり、市立三郷
小学校の生徒さんが栽培した大根が 233．5ｃｍ
を記録して優勝しました。今後も守口大根，そ
して工業都市・住宅都市である守口市に今も息
づく伝統農業を市民の皆様に身近に感じていた
だけるよう
な取り組み
を続けてい
きたいと考
え て い ま
す。

守
口
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統
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業
継
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・
改
訂
新
版
日
本
の
野
生
植
物
︵
三
︶
～
平
凡
社
、
大
橋
、
門

　田
、
邑
田
、
米
倉
編
二
〇
一
六
年

・
新
日
本
の
桜
～
山
と
渓
谷
社
、
大
場
、
川
崎
、
田
中
著
　
　

二
〇
一
七
年

・
サ
ク
ラ
保
存
林
ガ
イ
ド
～
多
摩
森
林
科
学
園
、
吉
丸
、
勝
木
、

　岩
本
編
二
〇
一
四
年

・
遺
伝
研
の
さ
く
ら
～
財
団
法
人
遺
伝
学
普
及
会
編
二
〇
一
一

　
年

・
桜
～
岩
波
新
書
、
二
〇
一
五
年

・
木
を
知
る
・
木
に
学
ぶ
～
ヤ
マ
ケ
イ
新
書
、
石
井
著

　二
〇
一
五
年

ࣸਅ 2ɹΧϫρβΫϥ（ࠨ）ɹޚҥԫ（৭のՖ）

ࣸਅ 1ɹΦΦϠϚβΫϥ 	 ɹΧϯώβΫϥ（ࠨ

サクラの開花を楽しみつつ…
科学的に分析すると？

　

今
年
も
全
国
で
多
数
の
方
々
が
、
染
井
吉
野
や
そ

の
他
の
サ
ク
ラ
の
開
花
を
楽
し
ん
で
い
る
こ
と
と
思

う
。
サ
ク
ラ
と
い
う
植
物
は
、
ど
の
あ
た
り
で
生
ま

れ
、
現
在
世
界
及
び
日
本
に
何
種
類
ぐ
ら
い
生
育
し

て
い
る
の
か
。
ま
た
、
最
も
親
し
ん
で
い
る
染
井
吉

野
の
起
源
は
、
明
ら
か
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

初
め
に
サ
ク
ラ
の
分
類
学
上
の
立
ち
位
置
を
確
認

し
た
い
。
植
物
の
分
類
は
階
層
分
類
法
を
採
っ
て
い

て
、
最
も
上
位
の
階
級
は
「
門
」
で
順
次
「
門
、
綱
、

目
、
科
、
属
、
種
、
変
種
、
品
種
」
と
下
っ
て
く
る
。

普
通
に
話
す
「
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
」
等
と
い
う
名
は
「
種
」

の
階
級
の
名
を
言
っ
て
い
る
。
そ
の
「
種
」
の
階
級

で
似
た
も
の
を
集
め
て
「
属
」
を
形
成
す
る
。

　

サ
ク
ラ
（
サ
ク
ラ
属
（$

FSBTVT

）＊
）
は
、
バ
ラ

科
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
一
つ
で
あ
る
「
シ
モ
ツ
ケ

亜
科
」
に
入
っ
て
い
る
。
シ
モ
ツ
ケ
亜
科
に
は
サ
ク

ラ
属
の
他
に
ス
モ
モ
属
や
リ
ン
ゴ
属
、
ビ
ワ
属
等
が

含
ま
れ
て
い
る
。
サ
ク
ラ
属
に
は
「
種
名
」
が
オ
オ

シ
マ
ザ
ク
ラ
や
カ

ス
ミ
ザ
ク
ラ
と
呼

ば
れ
る
多
数
の
サ

ク
ラ
が
入
っ
て
い

る
。
花
弁
や
萼
裂

片
（
が
く
れ
っ
ぺ

ん
）
が
五
個
で
、

雄
蕊
が
多
数
、
雌

蕊
が
一
個
、
花
柄

を
有
す
る
グ
ル
ー

プ
で
あ
る
。

　

サ
ク
ラ
は
日
本

固
有
で
は
な
く
、

北
半
球
全
体
に
約
百
種
（
野
生
種
の
み
）
が
分
布
し

て
い
る
。
最
も
多
様
性
が
高
く
サ
ク
ラ
発
生
の
地
と

言
わ
れ
る
の
は
、中
国
南
西
部（
ヒ
マ
ラ
ヤ
地
方
）で
、

二
十
数
種
の
野
生
種
が
識
別
さ
れ
て
い
る
。
西
に
分

布
を
広
げ
た
の
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
ザ
ク
ラ
で
あ
り
、
東
に

分
布
を
広
げ
た
の
が
中
国
や
台
湾
に
も
多
い
カ
ン
ヒ

ザ
ク
ラ
や
、
大
陸
と
陸
続
き
の
と
き
中
国
経
由
で
日

本
に
来
た
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
や
エ
ド
ヒ
ガ
ン
等
で
あ
る
。

　

現
在
日
本
の
山
野
に
自
生
し
て
い
る
サ
ク
ラ
は
十

種
で
、
こ
の
野
生
種
十
種
が
日
本
に
存
在
す
る
二
百

数
十
種
（
野
生
種
と
栽
培
品
種
）
の
大
部
分
の
親
で

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
二
百
数
十
種
は
三
つ
の
グ

ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。

　

㈠
一
番
目
は
、
右
の
野
生
種
十
種
及
び
そ
の
変
種

等
合
計
約
二
十
種
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
ヤ
マ
ザ
ク

ラ
や
オ
オ
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
（
写
真
1
）
等
が
入
る
。

　

㈡
次
が
、
野
生
種
十
種
が
自
然
に
交
雑
し
て
で
き

た
種
間
雑
種
で
あ
る
。
カ
ワ
ヅ
ザ
ク
ラ
（
写
真
2
）

の
両
親
は「
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
×
カ
ン
ヒ
ザ
ク
ラ（
写

真
1
）」、
ニ
ッ
コ
ウ
ザ
ク
ラ
の
両
親
は
「
チ
ョ
ウ
ジ

ザ
ク
ラ
×
カ
ス
ミ
ザ
ク
ラ
」、
ヤ
ブ
ザ
ク
ラ
の
両
親

は
「
マ
メ
ザ
ク
ラ
×
エ
ド
ヒ
ガ
ン
」
等
で
あ
り
、
約

三
十
種
の
雑
種
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
　

　

㈢
三
番
目
は
、
人
間
が
交
配
し
て
作
出
し
た
か
、

江
戸
時
代
か
ら
人
の
手
に
よ
っ
て
栽
培
・
改
良
さ
れ

て
き
た
陽
光
、
関
山
、
御
衣
黄
（
ぎ
ょ
い
こ
う
、
写

真
二
）、
サ
ト
ザ
ク
ラ
の
仲
間
等
の
「
栽
培
品
種
」

の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

　

こ
の
二
・
三
番
目
の
グ
ル
ー
プ
が
私
の
研
究
対
象

で
あ
る
の
で
、
次
回
に
そ
の
両
親
と
の
遺
伝
的
な
関

係
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。

　

以
上
の
三
グ

ル
ー
プ
の
中
で
圧

倒
的
に
多
い
の

が
、
こ
の
㈢
の
グ

ル
ー
プ
で
、
美
し

く
個
性
的
な
サ
ク

ラ
が
多
数
含
ま
れ

て
い
る
。

　

野
生
種
は
、

$�
ダ
ー
ウ
ィ
ン

が
言
っ
て
い
る
よ

う
に
自
然
淘
汰
や

突
然
変
異
に
よ
っ

て
進
化
し
、
現
在

ま
で
生
き
延
び
て
き
た
。
し
か
し
、
㈢
の
栽
培
品
種

の
グ
ル
ー
プ
は
野
生
種
と
は
生
き
て
い
る
世
界
が
異

な
り
、
そ
の
生
存
の
可
否
や
改
良
・
改
変
は
人
間
の

手
中
に
あ
り
、
野
生
種
と
は
異
な
る
分
類
体
系
を
組

み
立
て
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
野
生
種
の
和
名

は
カ
タ
カ
ナ
で
、
栽
培
品
種
は
漢
字
で
表
記
し
た
。

＊
ʚ
ケ
ラ
ス
ス

桜について，2回連載していただきます。
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　　　　　　　　　　前回のコラムでは，高大接続改

革，大学入試改革の趣旨について説明したが，今回は，
何を変えようとしているのか，その内容について説明す
る。
　昨年3月の文科省高大接続システム会議 「最終報告 」
では，学力の三要素を多面的・総合的に評価する大学入
試改革の内容として，①共通テストである大学入試セン
ター試験を思考力・判断力・表現力を一層重視する 「新
テスト 」に改革し，2020 年度から導入すること，②各
大学の個別選抜は明確かつ具体的なアドミッションポリ
シーに基づく，多面的・総合的評価へと一層の改善を図
ること，を求めている。
　②については，既に多くの大学が多様な評価方法によ
る入試方法の改善を行っており，国立大学も推薦・AO
等の特色ある入試の拡大，小論文・プレゼンテーション・
面接等多様な評価方法の導入など近年，さまざまな取り
組みを進めつつある。
　今回は，特に①の 2020 年新テストの具体的改革内容
について触れることとしたい。
大学入試センター試験は，志願者数約 57万人，大学
入学希望者の約 8割，高卒見込み者の 4割強が志願す
る大規模な一斉共通試験であり，これを改革することで，
高校以下の教育に大きな影響を与えることは論を待たな
い。さらには，各大学の個別試験との適切な役割分担に
より，個別試験における 「学力の 3要素 」の多論的評
価を促すという効果も期待される。
　2020 年新テストでは，まず，国語と数学へ記述式問
題を導入することが検討されている。記述式問題につい
ては，客観的かつ公平な採点を誰がどのように行うのか，
また，採点期間確保のため試験の実施時期はどうなるの
か，成績表示や出題方法はどうなるのか，など検討・解
決すべきさまざまな課題があるが，今回の改革では，関
係者の理解を得つつ，これら課題を克服し，円滑かつ確

　独立行政法人　
　大学入試センター理事
　副所長　伯井　美徳
(元　文部科学省大臣官房審議官　
高大接続・初等中等教育局担当 )

高大接続改革について
～新テストなど大学入試改革を中心に～ (第 2回 )

実に導入実施するための検討がなされている。
　 「共通テストに記述式問題を導入し，より多くの受験
生に課すことにより，入学者選抜において，考えを形成
し表現する能力などをより的確に評価することができ
る。このことで，高等学校における能動的な学習を促進
する。 」（平成 28 年 8 月 31 日文科省公表資料より）
というのが導入趣旨である。現行学習指導要領において
も， 「言語活動 」（例 ; 説明，論述，討論など）の充実
を通じて現実の課題解決に必要な思考力・表現力等を育
成することが求められている。新テストでは，高校の授
業におけるこのような活動の成果も的確に評価したい。
国語への記述式導入は，考えを形成し記述する能力を評
価すること，また，数学の記述式では，数式，図表，グ
ラフなどで表現する能力や問題解決の方略を表現する能
力などを評価することを検討しており，このことによる
高校の授業改善を促すという意図もある。
　記述式問題について，国立大学協会は， 「国立大学は
大学入学者選抜全体（共通試験・個別試験）を通じて記
述式試験を実施 」 「すべての国立大学受験生に個別試験
で高度な記述式試験を課すことを目指す 」としている
（平成 28 年 12 月 8日国大協公表資料）。また，大学入
試センターでは，実際にどのような記述式問題が出題さ
れるのかについてモデル問題の策定作業を進めており，
2020 年新テストの実施方針の全体像とともに，平成
29年度初頭には公表することとしている。

　　 　  イラスト　ひらた　ゆうこ　www.pastelboat.com

「地球となかよし」という言葉から感じたり，考えたりしたことを，
写真（またはイラスト）にメッセージをつけて表現してください。

メッセージ
第15回

http: //www.kyoiku-shuppan.co .jp「地球となかよしメッセージ」
事務局

＊第14回（2016年度）作品のお問い合わせについても，
「地球となかよしメッセージ」事務局へ。
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◎主催／教育出版　◎協賛／日本環境教育学会　◎後援／環境省，日本環境協会，全国小中学校環境教育研究会，毎日新聞社，毎日小学生新聞
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どんどん学んで,
広い世界に出て行こう 　　　　　　　大熊　進一　

ほ・っ・と・な・出・会・い

さん

万
華
鏡
か
ら
見
え
る

 世
紀
の
通
商

　

万
華
鏡
誕
生
か
ら
�
年
後
の
1
�
1
�
年
に
、

万
華
鏡
が
大
阪
に
現
れ
た
記
録
が
あ
り
ま
す
。
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
へ
。
そ
し
て
長
崎
の

出
島
に
運
ば
れ
、
大
阪
商
人
が
入
手
し
た
の
で
し
ょ

う
。
øĀ
世
紀
初
頭
の
夜
間
航
海
は
と
て
も
危
険
で
、

よ
く
船
が
座
礁
し
て
多
く
の
人
が
亡
く
な
っ
た
た

め
、
灯
台
の
進
歩
は
重
要
な
課
題
で
し
た
。
そ
こ
で

ブ
リ
ュ
ー
ス
タ
ー
は
灯
台
の
光
を
よ
り
遠
く
へ
届
か

せ
る
研
究
を
し
、
そ
の
副
産
物
と
し
て
万
華
鏡
を
発

明
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で「
世

界
の
灯
台
の
父
」と
呼
ば
れ
た
ロ
バ
ー
ト
・
ス
テ
ィ
ー

ブ
ン
ソ
ン
は
『
宝
島
』
の
著
者
の
祖
父
で
す
。

ア
ー
ト
と
し
て
の
万
華
鏡

　
1
�
�
0
年
以
降
の
万
華
鏡
は
「
表
面
鏡
」
を

使
っ
て
い
ま
す
。表
面
が
鏡
な
の
で
屈
折
が
起
き
ず
、

き
れ
い
に
反
射
す
る
の
で
天
体
観
測
望
遠
鏡
な
ど
に

も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
頃
か
ら
表
面
鏡
は
以
前

よ
り
安
く
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ア
ー
ト
と
し

て
の
万
華
鏡
に
も
使
わ
れ
始
め
ま
し
た
。

万
華
鏡
は
目
の
焦
点
距
離
と
同
じ
長
さ
約
ù÷
セ

ン
チ
の
も
の
が
多
く
、
覗
い
た
時
に
ビ
ー
ズ
の
色
が

綺
麗
に
見
え
ま
す
。小
さ
な
万
華
鏡
を
作
る
時
に
は
、

焦
点
距
離
を
修
正
し
、
覗
き
窓
に
凸
レ
ン
ズ
を
付
け

ま
す
。

科
学
の
心

　

万
華
鏡
の
構
造
が
分
か
る
と
、万
華
鏡
は
「
科
学
」

な
の
だ
と
分
か
り
ま
す
。
当
館
で
は
館
内
で
万
華
鏡

作
り
も
で
き
ま
す
。
館
内
で
い
た
ず
ら
を
し
た
子
に

は
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
を
出
し
、
2
枚
カ
ー
ド
を
貰
う

と
「
退
場
」
で
す
が
、
ま
だ
退
場
者
は
い
ま
せ
ん
。

ま
ず
鏡
の
保
護
シ
ー
ト
を
剥
が
し
、
鏡
に
触
ら
ず
組

む
よ
う
教
え
ま
す
が
、
シ
ー
ト
を
剥
が
し
た
瞬
間
に

現
れ
る
美
し
い
鏡
の
反
射
を
見
る
と
、「
何
か
面
白

い
こ
と
が
起
き
る
！
」
と
子
ど
も
た
ち
の
目
の
色
が

変
わ
り
ま
す
。
面
白
い
万
華
鏡
を
作
ろ
う
と
、
み
ん

な
一
生
懸
命
考
え
な
が
ら
取
り
組
む
の
で
、
ユ
ニ
ー

ク
な
万
華
鏡
が
で
き
ま
す
。あ
る
時
、青
色
系
の
ビ
ー

ズ
だ
け
を
使
っ
て
い
る
小
学
生
が
い
ま
し
た
。
万
華

鏡
の
中
に
作
っ
た
自
分
だ
け
の
海
を
覗
い
て
み
た

か
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
物
を
作
る
時
は
、「
科
学

の
心
」
も
教
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
万
華
鏡
作
り

に
感
動
し
た
子
が
、
い
つ
か
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
と
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
⽐

ど
ん
ど
ん
学
ぼ
う

よ
く
「
一
番
魅
了
さ
れ
た
万
華
鏡
は
？
」
と
聞
か

れ
ま
す
が
、
答
え
は
い
つ
も
「
全
部
」
で
す
。

私
は
万
華
鏡
を
買
う
時
に
、
モ
ノ
と
し
て
買
う

の
で
は
な
く
、
そ
の
モ
ノ
に
ま
つ
わ
る
ス
ト
ー
リ
ー

も
一
緒
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
ま
す
。

明
治
初
期
、
学
識
と
技
術
を
持
っ
た
若
き
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
人
が
た
く
さ
ん
来
日
し
、
日
本
近
代
化
へ

の
道
を
推
進
し
ま
し
た
。
学
識
と
技
術
が
あ
れ
ば
世

界
中
ど
こ
で
も
仕
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
常

に
自
発
的
に
学
び
続
け
、
い
か
に
学
ぶ
力
を
蓄
え
て

い
け
る
か
が
大
事
で
す
。
今
の
日
本
に
は
そ
の
力
強

さ
が
必
要
で
す
。広
い
世
界
に
出
て
行
き
ま
し
ょ
う
。

万
華
鏡
と
の
出
会
い

ク
ジ
ラ
を
見
に
行
っ
た
ハ
ワ
イ
旅
行
中
に
、
街
中

の
店
で
長
さ
約
ù÷
セ
ン
チ
の
不
思
議
な
ブ
ラ
ス
の
筒

を
見
つ
け
た
の
が
万
華
鏡
と
の
出
会
い
で
す
。
美
し

い
ア
ー
ト
と
し
て
の
万
華
鏡
に
感
激
し
て
来
歴
を
調

べ
、
1
�
1
6
年
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
物
理
学

者
デ
ビ
ッ
ド
・
ブ
リ
ュ
ー
ス
タ
ー
が
万
華
鏡
を
発
明

し
、
1
年
後
（
文
化
øû
年
）
に
来
日
し
た
オ
ラ
ン
ダ

商
館
長
ブ
ロ
ン
ホ
ク
に
よ
っ
て
、
日
本
に
も
た
ら
さ

れ
た
の
で
は
、
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
世
界
各
地
の
万
華
鏡
を
集
め
始
め
、
現

在
約
2
、�
0
0
本
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
2
0
1
6

年
に
は
万
華
鏡
の
故
郷
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
、
エ
ジ

ン
バ
ラ
大
学
と
セ
ン
ト
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ス
大
学
で

「
万
華
鏡
2
0
0
年
展
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

お
お
く
ま
　
し
ん
い
ち
　
1
9
4
9
年
埼
玉
県
生
ま
れ
。
1
9
9
6

年
に
日
本
万
華
鏡
倶
楽
部
結
成
。
1
9
9
8
年
に
「
万
華
鏡
博
物
館
」

を
オ
ー
プ
ン
、2
0
1
2
年
に
埼
玉
県
川
口
市
に
移
転
。
著
書
に
『
万

華
鏡
の
本
　
増
補
版
』『
万
華
鏡
、
故
郷
へ
帰
る
』
な
ど
が
あ
る
。

◆https://nihonm
angekyouhakubutsukan.jim

do.
com

/tel.0
4
8
-2
5
5
-2
4
2
2

　
予
約
優
先
の
博
物
館
で
、
見
る

コ
ー
ス
と
作
る
コ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

◆すべての教育指導はよさを伝達し，体感させ，実感・納得を生む営みとすれば，新見さんの「音
楽に感動し喜びをもち成長する」という言葉は，教育のあるべき姿を言い当てています。感動し
ました。（北海道　斉藤英昭）
◆「知っておきたい教育 NOW ①「道徳の教科化と道徳的行動」の提言に全く同感です。これ
までの課題が払拭された感じです。( 青森県　久保富雄 )
◆「ほっとな出会い」，荻原美由紀さんの考え方，生き方，取り組みの実際には大変感銘を受け
ました。学校こそ，特別支援教育を核とした経営を目指し，教師一人一人が更なる研修を深め，
障がいを持つ子に寄り添った教育ができることを望みます（静岡県　豊田公敏）

前号について寄せられたご感想です。Educo Salon
わたしたちをとりまく自然や社会は，科学技術の進展
や国際化，情報化，高齢化などによって，今，大きく変
わろうとしています。このような社会の変化の中で，人
間や地球上のあらゆる命がのびのびと生きていくために
は，人や自然を大切にしながら、共に生きていこうとす
る優しく大きな心をもつことが求められています。
わたしたちは，この理念を「地球となかよし」という
コンセプトワードに込め，社会のさまざまな場面で人間
の成長に貢献していきます。

なかよし宣言

    日本万華鏡博物館　館長
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