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Intervi ew

本当のものは，
自分でつかむしかない。

元プロ野球選手・メジャーリーガー 野
の

茂
も

 英
ひで

雄
お

さん

Ｎ
Ｏ
Ｍ
Ｏ

ベ
ー
ス
ボ
ー
ル

ク
ラ
ブ
は
、
今

年
、
兵
庫
県
の

豊
岡
市
に
本
拠

地
を
移
し
ま
し

た
。
豊
岡
市
に

は
熱
心
に
誘
致

し
て
い
た
だ

き
、
ま
た
、
城

崎
温
泉
組
合
が

選
手
の
働
き
場

所
を
提
供
し
て

く
だ
さ
っ
て
、

選
手
た
ち
が
働
き
な
が
ら
、
し
っ
か
り
練

習
が
で
き
る
環
境
が
整
い
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
は
、
地
域
と
一
緒
に
な
っ
て
の
チ
ー

ム
づ
く
り
に
も
積
極
的
に
取
り
組
み
た
い

で
す
ね
。
子
ど
も
の
野
球
教
室
開
催
や
地

域
イ
ベ
ン
ト
へ
の
協
力
、
そ
し
て
、
高
い

レ
ベ
ル
の
試
合
を
多
く
の
方
に
見
て
も
ら

い
、
応
援
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
・
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
に
挑
戦
し

て
活
躍
し
、
日
本
人
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
ガ
ー

の
先
駆
者
と
な
り
ま
し
た
。

な
ぜ
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
に
挑
戦
し
た

か
。「
野
球
を
や
り
た
く
て
し
か
た
が
な

２
０
０
３
年
に
、
社
会
人
野
球
チ
ー
ム
、

「
Ｎ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ
」
を

設
立
さ
れ
ま
し
た
。

僕
は
、
甲
子
園
出
場
な
ど
の
経
歴
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
卒
業
後
、
運
よ
く

社
会
人
野
球
に
進
む
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
そ
こ
で
経
験
さ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と

が
、
そ
の
後
の
僕
を
つ
く
っ
た
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
昨

今
の
経
済
情
勢
で
、
社
会
人
の
チ
ー
ム
は

減
る
一
方
で
す
。
だ
か
ら
、
志
の
あ
る
選

手
、
環
境
に
恵
ま
れ
な
い
才
能
の
あ
る
選

手
が
野
球
を
続
け
、
プ
ロ
に
挑
戦
で
き
る

チ
ャ
ン
ス
を
つ
く
り
た
か
っ
た
の
で
す
。

も
う
一
つ
大
き
な
理
由
が
あ
り
ま
す
。

Ｎ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ
で
育

ち
、
プ
ロ
で
活
躍
し
た
選
手
が
、
将
来
、

自
分
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、こ
こ
で
ま
た
、

未
来
の
選
手
を
育
て
る
行
動
に
移
る
。
そ

の
サ
イ
ク
ル
を
つ
く
り
た
い
と
考
え
て
い

る
か
ら
で
す
。

ジ※
１

ュ
ニ
ア
オ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
に
参
加
す

る
子
ど
も
た
ち
に
も
同
じ
思
い
を
も
っ
て

い
ま
す
。
経
験
で
得
た
も
の
を
、
自
分
自

身
の
向
上
に
生
か
す
の
は
も
ち
ろ
ん
、
周

囲
に
も
影
響
を
与
え
て
ほ
し
い
。
そ
れ
を

期
待
す
る
か
ら
こ
そ
、
子
ど
も
た
ち
に
多

く
の
経
験
を
積
め
る
機
会
を
つ
く
っ
て
い

ま
す
。

か
っ
た
」
の
一
言
に
尽
き
ま
す
。
当
時
は

「
通
用
し
な
い
、
す
ぐ
日
本
に
帰
っ
て
く

る
」
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
言
わ
れ

た
の
で
す
が
、
何
を
言
わ
れ
て
も
自
分
の

や
り
た
い
こ
と
を
や
り
抜
く
ん
だ
と
思
っ

て
い
ま
し
た
か
ら
、
気
に
し
ま
せ
ん
で
し

た
。マ

ウ
ン
ド
に
上
が
っ
て
、
失
点
を
ゼ
ロ

に
抑
え
る
こ
と
が
僕
の
役
目
。
そ
れ
だ
け

を
考
え
て
い
ま
し
た
か
ら
、
言
葉
や
食
事

の
違
い
な
ん
か
も
全
く
気
に
し
ま
せ
ん
で

し
た
ね
。

投
手
と
し
て
肝
心
な
の
は
、
マ
ウ
ン
ド

に
上
が
っ
て
い
る
僕
が
、
い
か
に
チ
ー
ム

に
信
用
さ
れ
る
か
だ
と
考
え
て
い
ま
し

※１　ジュニアオールジャパン
NOMOベースボールクラブ主催。ボーイズリーグ・ヤングリーグから選抜された中学生が，アメリカ・ロサンゼルスに遠征し，
地元チームとの試合や大リーグ観戦，ホームステイなどを体験する。
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ジ
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た
。
エ
ー
ス
に
必
要
な
の
は
、
グ
ラ
ウ
ン

ド
で
感
情
を
顔
や
態
度
に
出
さ
な
い
こ
と

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
社
会
人

野
球
時
代
に
先
輩
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と

で
す
。
エ
ー
ス
が
自
分
の
都
合
で
好
不
調

を
外
に
表
す
と
、
チ
ー
ム
メ
イ
ト
か
ら
の

信
頼
は
得
ら
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
は
複

数
の
球
団
に
行
き
ま
し
た
が
、
ど
こ
に

行
っ
て
も
、
チ
ー
ム
に
溶
け
込
み
、
皆
の

信
用
を
得
る
た
め
に
、
こ
の
こ
と
は
肝
に

銘
じ
て
い
ま
し
た
ね
。

僕
は
、
若
い
人
に
、
ど
ん
ど
ん
海
外
に

出
て
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
吸
収
し
て
ほ
し

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ー
ル

ジ
ャ
パ
ン
で
ア
メ
リ
カ
に
遠
征
し
て
も
ら

う
の
も
、
そ
れ
が
目
的
で
す
。
高
い
レ
ベ

ル
、
全
く
異
な
る
文
化
に
接
し
、
今
の
自

分
に
満
足
し
て
し
ま
わ
ず
に
、
上
を
目
指

す
気
持
ち
を
も
っ
て
ほ
し
い
。
挑
戦
し
な

い
と
成
功
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。

今
、
若
い
選
手
が
海
外
で
プ
レ
ー
す
る

こ
と
に
挑
戦
し
よ
う
と
す
る
と
、
大
人
が

つ
く
っ
た
ル
ー
ル
に
縛
ら
れ
て
し
ま
う
こ

と
が
多
く
、
残
念
に
思
っ
て
い
ま
す
。
野

球
に
限
ら
ず
、
受
験
や
就
職
も
同
じ
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

海
外
で
身
に
つ
け
た
も
の
を
持
ち
帰
っ

て
も
ら
い
た
い
で
す
し
、そ
う
し
な
い
と
、

国
内
で
や
っ
て
い
る
も
の
が
伸
び
な
い
。

日
本
の
や
り
方
は
す
ば
ら
し
い
か
も
し
れ

な
い
で
す
が
、
異
文
化
に
触
れ
、
違
う
や

り
方
を
経
験
し
た
人
が
日
本
の
社
会
に
入

る
。
そ
の
こ
と
で
ま
た
、
日
本
の
や
り
方

も
膨
ら
ん
で
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
る
ん
で
す
。

青
少
年
育
成
活
動
に
も
力
を
入

れ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
指
導
者

と
し
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
お

も
ち
で
し
ょ
う
か
。

Ｎ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
ク

ラ
ブ
の
若
い
選
手
た
ち
は
皆
、

野
球
教
室
や
イ
ベ
ン
ト
で
も
率

先
し
て
動
く
し
、
練
習
も
ま
じ

め
で
す
。
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ー
ル

ジ
ャ
パ
ン
の
中
学
生
た
ち
も
、

毎
年
、
本
当
に
し
っ
か
り
し
た

子
ば
か
り
で
す
。
た
だ
、ま
じ
め
す
ぎ
て
、

こ
ち
ら
の
言
葉
を
待
っ
て
、
そ
の
と
お
り

に
し
よ
う
と
し
て
い
る
気
が
し
ま
す
し
、

わ
か
ら
な
く
な
っ
た
ら
教
え
て
も
ら
え
る

の
を
期
待
し
て
い
る
感
じ
が
ち
ょ
っ
と
す

る
か
な
と
。
僕
や
コ
ー
チ
の
言
う
こ
と
を

理
解
し
て
や
っ
て
く
れ
る
の
は
い
い
ん
で

す
が
、
そ
こ
か
ら
も
う
一
歩
踏
み
出
し
て

ほ
し
い
。

僕
が
選
手
た
ち
に
求
め
て
い
る
の
は
、

自
立
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
何

で
も
か
ん
で
も
大
人
や
コ
ー
チ
が
教
え
て

く
れ
る
よ
う
な
環
境
は
、
つ
く
り
た
く
な

い
。
最
後
は
、
自
分
の
力
で
も
の
に
し
て

も
ら
い
た
い
ん
で
す
。
そ
う
で
な
い
と
、

本
当
の
も
の
が
つ
か
め
な
い
。
僕
自
身
、

経
験
を
積
ん
で
い
く
な
か
で
、
自
分
の
あ

り
方
を
つ
か
ん
だ
と
自
負
し
て
い
る
か
ら

で
す
。
僕
は
プ
ロ
野
球
に
入
る
と
き
、
投

球
フ
ォ
ー
ム
を
絶
対
に
変
え
な
い
と
い
う

こ
と
を
契
約
の
条
件
に
し
た
ん
で
す
が
、

仰※
２

木
さ
ん
は
僕
の
信
念
を
認
め
て
く
れ
ま

し
た
。
若
い
人
た
ち
に
も
、
自
分
で
つ
か

ん
だ
や
り
方
は
貫
く
と
主
張
す
る
ぐ
ら
い

の
貪
欲
さ
が
ほ
し
い
な
、
と
思
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

そ
し
て
、
僕
が
よ
く
思
う
の
は
、「
責

任
を
と
る
」
と
は
、
辞
め
れ
ば
い
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
最

後
ま
で
や
り
抜
く
覚
悟
を
も
つ
こ
と
が
、

責
任
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
何
か
に
挑
戦
す
る
と
き
に
、
失
敗
し

た
ら
辞
め
る
覚
悟
、と
い
う
の
で
は
な
く
、

も
し
失
敗
し
た
ら
、
そ
れ
を
覆
す
よ
う
な

行
動
を
と
る
。大
人
の
そ
う
い
う
態
度
を
、

子
ど
も
た
ち
に
も
見
せ
、
子
ど
も
た
ち
に

も
そ
れ
を
求
め
る
の
が
大
事
で
は
な
い

か
、
と
僕
は
思
う
ん
で
す
。

野
球
選
手
の
育
成
も
同
じ
で
す
。
う
ま

く
い
か
な
か
っ
た
と
き
に
、
失
敗
し
た
か

ら
だ
め
と
決
め
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
ま

た
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
こ
と
も
大
事
で
す

し
、
そ
の
子
が
あ
き
ら
め
な
い
よ
う
に
、

そ
し
て
、
自
分
で
失
敗
を
克
服
で
き
る
、

自
立
し
た
選
手
に
な
れ
る
よ
う
な
指
導
を

す
る
の
も
大
事
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
指
導
は
、
上
に
立
つ
人
が

ま
ず
自
立
し
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
で

し
ょ
う
。そ
し
て
、先
生
や
指
導
者
を
管
理

し
て
い
る
人
た
ち
も
、
そ
う
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
信
念
が
あ
る
な
ら
、
責
任
を

も
っ
て
や
り
と
げ
て
ほ
し
い
の
で
す
。

※２　故・仰木彬氏。プロ野球近鉄・オリックスの監督を務め，野茂選手やイチロー選手を育てた。

１
９
６
８
年
大
阪
府
出
身
。
府
立
成
城
工
業
高
校
卒
業

後
、
社
会
人
野
球
・
新
日
鐵
堺
で
プ
レ
ー
。
88
年
の
ソ
ウ

ル
五
輪
で
は
日
本
代
表
と
し
て
銀
メ
ダ
ル
獲
得
に
貢
献
し

た
。
90
年
プ
ロ
野
球
・
近
鉄
に
入
団
、
「
ト
ル
ネ
ー
ド
投

法
」
を
武
器
に
最
多
奪
三
振
な
ど
多
く
の
タ
イ
ト
ル
を
獲

得
。
95
年
ア
メ
リ
カ
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
・
ド
ジ
ャ
ー
ス
に

移
籍
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
２
度
の
ノ
ー
ヒ
ッ
ト
ノ
ー
ラ
ン

を
達
成
す
る
な
ど
、
12
年
に
わ
た
っ
て
活
躍
し
た
。

P
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I
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今
学
期
の
各
教
科
の
学
習
活
動
の
中
で
、
生
徒
が
、

「
も
う
一
度
学
び
直
し
た
い
（
復
習
し
た
い
）
こ
と
」

「
も
っ
と
深
く
追
究
し
た
い
こ
と
」「
自
信
が
も
て
た

こ
と
や
、
こ
れ
か
ら
頑
張
り
た
い
こ
と
」
に
つ
い
て

記
述
で
き
る
欄
を
設
け
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
一

人
一
人
の
生
徒
が
課
題
意
識
を
も
っ
て
、
学
校
が
特

設
す
る
「
学
び
直
し
の
時
間
」（
学
期
末
に
５
時
間

程
度
）
に
臨
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
学
習

評
価
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
生
徒
の
学
力
の
伸
長
に

つ
な
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

本
校
独
自
の
シ
ラ
バ
ス
集
の
活
用

既
述
し
た
よ
う
に
、「
自
己
評
価
調
査
シ
ー
ト
」

を
活
用
し
た
学
習
評
価
を
効
果
的
に
行
う
た
め
に
大

切
な
の
は
、
生
徒
一
人
一
人
が
学
習
に
対
す
る
願
い

や
目
標
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
た
め

に
本
校
で
は
、
学
年
ご
と
に
「
シ
ラ
バ
ス
集
」
を
作

成
し
て
い
る
。
年
度
当
初
や
単
元
導
入
時
に
こ
れ
を

活
用
し
て
、
生
徒
が
、
学
習
へ
の
見
通
し
と
と
も
に
、

単
元
で
身
に
付
け
る
力
や
評
価
の
方
法
等
に
つ
い
て

の
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
定
期
テ
ス
ト
の
各
設
問
と
「
観
点
別
評
価

シ
ー
ト
」
に
示
し
た

項
目
と
の
関
連
に
つ

い
て
説
明
し
、
生
徒

の
自
己
理
解
を
深

め
、
自
己
評
価
の
際

に
生
か
せ
る
よ
う
、

配
慮
し
て
い
る
。

本
校
に
お
け
る
評
価
の
考
え
方

東
長
良
中
学
校
で
は
、「
共
に
自
立
を
め
ざ
す
生

徒 

～
求
め
、
見
つ
め
、
確
か
め
合
う
～
」
と
い
う

学
校
の
教
育
目
標
の
具
現
に
向
け
て
、
教
科
指
導
を

核
と
し
て
教
育
実
践
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
特
に
、

学
習
評
価
に
つ
い
て
は
、
教
科
指
導
に
お
け
る
重
点

の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。

学
習
評
価
で
は
、
生
徒
が
、
教
科
の
学
習
に
対
す

る
目
標
や
願
い
を
も
っ
て
学
習
に
取
り
組
み
、
得
ら

れ
た
結
果
や
学
ん
だ
内
容
に
つ
い
て
振
り
返
り
、
確

か
め
て
い
く
。
こ
の
こ
と
が
、「
分
か
っ
た
」「
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
実
感
を
生
み
出
し
、
そ

の
「
学
び
の
実
感
」
が
、
今
後
の
学
習
意
欲
、
ひ
い

て
は
、
確
か
な
学
力
の
定
着
に
つ
な
が
る
と
考
え
て

い
る
。

生
徒
が
「
学
び
の
実
感
」
を
得
る
た
め
に
、
私
た

ち
教
師
は
、
生
徒
の
学
習
の
様
子
や
結
果
に
つ
い
て

確
実
に
見
届
け
、
認
め
・
褒
め
・
励
ま
し
、
方
向
付

け
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
学
校
経

営
で
大
切
に
し
て
い
る
考
え
（
計
画
―
実
践
―
評
価

―
改
善
―
発
展
―
共
有
の
サ
イ
ク
ル
）
を
学
習
活
動

の
中
に
生
か
し
、
学
習
評
価
を
次
の
よ
う
に
行
う
こ

と
と
し
た
。

生
徒
の
「
自
己
評
価
調
査
シ
ー
ト
」
の
作
成

本
校
で
は
、【
図
１
】
に
示
す
よ
う
な
「
観
点
別

評
価
シ
ー
ト
」
を
作
成
し
、こ
れ
に
基
づ
き
、【
図
２
】

に
示
す
よ
う
な
「
自
己
評
価
調
査
シ
ー
ト
」
を
活
用

し
て
、
学
期
毎
に
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

「
観
点
別
評
価
シ
ー
ト
」
の
作
成
に
お
い
て
は
、

国
立
教
育
政
策
研
究
所
か
ら
示
さ
れ
た
評
価
規
準
を

参
照
し
て
い
る
。
本
校
が
、
独
自
に
作
成
し
た
教
科

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
示
す
指
導
内
容
と
の
整
合
性
が
図

ら
れ
る
よ
う
に
、
表
記
に
も
配
慮
を
し
て
い
る
。
ま

た
、
こ
の
「
観
点
別
評
価
シ
ー
ト
」
は
、
学
期
末
に

行
う
保
護
者
も
含
め
た
三
者
懇
談
で
、
生
徒
の
学
習

状
況
に
つ
い
て
説
明
す
る
際
の
資
料
と
し
て
も
活
用

し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
観
点
別
評
価
シ
ー
ト
」
で
は
、

岐阜市立東長良中学校
教頭　後藤  喜朗

確
か
な
学
力
が
身
に
付
く

学
習
評
価
の
在
り
方

▲シラバス集　岐阜市立東長良中学校作成
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学
習
状
況
分
析
の
実
施

こ
れ
ま
で
、
生
徒
が
自
己
評
価
で
自
身
の
学
力
の

定
着
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
、「
学
び
直
し
の
時
間
」

等
を
活
用
し
て
、
学
力
の
定
着
を
図
っ
て
い
る
こ
と

を
述
べ
て
き
た
。

一
方
、
学
習
内
容
の
中
に
は
、
私
た
ち
教
師
の
単

元
構
想
に
課
題
が
あ
り
、
生
徒
の
理
解
が
十
分
に
得

ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
生
徒
に
よ
る

自
己
評
価
の
結
果
を
生
か
し
た
学
習
状
況
分
析
を
行

う
こ
と
を
考
え
た
。
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
手

順
で
分
析
を
行
っ
た
。

⑴ 

生
徒
の
自
己
評
価
を
行
う
。
…
…
自
己
理
解

の
結
果
を
、
観
点
別
に
、
Ａ
＝
５
点
、
Ｂ
＝

３
点
、
Ｃ
＝
１
点
で
換
算
す
る
。

⑵ 

教
師
に
よ
る
評
価
を
行
う
。
…
…
授
業
中
の

観
察
や
テ
ス
ト
の
結
果
等
に
基
づ
き
、一
人
一

人
の
生
徒
の
状
況
を
４
段
階
で
評
価
す
る
。

⑶ 

座
標
に
偏
差
値
を
表
す
。
…
…
⑴
⑵
の
項
目

の
平
均
を
と
っ
て
偏
差
値
に
換
算
し
、
座
標

（
縦
軸
は
「
生
徒
の
自
己
評
価
」、
横
軸
は
「
教
師

に
よ
る
評
価
」）
に
点
を
打
つ
。

こ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
果
を
示
し
た
も
の

が
、【
図
３
】
で
あ
る
。
第
２
・
第
４
象
限
に
分
類

さ
れ
た
単
元
は
、
単
位
時
間
の
指
導
の
手
だ
て
を
改

善
す
れ
ば
、
生
徒
の
理
解
度
を
伸
ば
せ
る
と
判
断
で

き
る
。
ま
た
、
第
３
象
限
に
位
置
付
け
ら
れ
た
単
元

は
、
単
元
構
想
そ
の
も
の
か
ら
改
善
を
図
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
判
断
で
き
る
。

生
徒
の
「
学
び
の
実
感
」
度
と
、
教
師
の
「
到
達

度
」
評
価
を
組
み
合
わ
せ
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
教

師
の
単
元
構
想
や
指
導
技
術
の
改
善
の
道
筋
が
見
え

て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
校
で
は
学
習
評
価
を
、
生
徒
一

人
一
人
の
自
己
理
解
を

促
す
だ
け
で
な
く
、
教

師
自
身
の
指
導
の
在
り

方
や
、
単
元
構
想
の
組

み
方
の
見
直
し
に
生
か

す
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
と
ら
え
て
い
る
。
今

後
も
、
学
習
評
価
を
教

師
の
指
導
技
術
の
改
善

に
生
か
し
、
生
徒
に
確

か
な
学
力
が
身
に
付
く

方
途
と
し
て
、
さ
ら
に

研
究
を
進
め
た
い
と
考

え
て
い
る
。

生
徒
の
自
己
評
価
（「
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
」「
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
実
感
）

70656055504540353025

教師による評価（到達度）
(ss)

〈第2象限〉 〈第1象限〉

〈第3象限〉 〈第4象限〉

学びの実感：高
到達度：低

学びの実感：高
到達度：高

（維持発展）
　　　  ◆
知識・理解
（文明の起こりと日本の成り立ち）

　　　  ◆
思考・判断・表現
（文明の起こりと日本の成り立ち）

　　◆
技能（世界の姿）　　　　　　◆

知識・理解（世界の姿）

思考・判断・表現（世界の姿）
　　　　　　　　　◆

　　　  ◆
関心・意欲・態度（世界の姿）

　　◆
関心・意欲・態度
（文明の起こりと日本の成り立ち）　　◆

技能
（文明の起こりと日本の成り立ち）

学びの実感：低
到達度：低

学びの実感：低
到達度：高

(ss)70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

各単位時間の
手だての改善
（緊急改善）

各単位時間の
手だての改善
（評価改善）

単元構想の改善
（プログラム改善）

【図 3】教師による評価と生徒の自己評価の相関を示す座標

【図 2】英語科における自己評価調査シート

【図 1】英語科における観点別評価シート

英語科　学習の記録【前期】

評価規準 具体的な評価基準 評価観
点

関
心
・
意
欲
・
態
度

表
現
の
能
力

理
解
の
能
力

知
識
・
理
解

2 年 教科担任名組 番 氏名

言語活動に積極的，意
欲的に取り組んでいる。

自ら学んだ表現などを進んで使いながら，話したり書い
たりしている。

話し手に反応しながら，コミュニケーションを続けようと
している。

聞いたことについて感想や意見を述べようとしている。

さまざまな工夫をしなが
ら，コミュニケーションを
続けようとしている。

伝えたいことが聞き手に正しく伝わるように話すことが
できる。

正しい強勢，イントネーション，発音などを用いて音読
することができる。

伝えたいことが読み手に正しく伝わるように書くことがで
きる。

初歩的な英語を用いて，
自分の考えや気持ち，
情報が正しく伝わるよう
に表現することができる。

伝えたい内容を適切な語句や表現を選択し話すことが
できる。

文のつながりを考えたり，適切な語句や表現を選択し
たりして書くことができる。

初歩的な英語を用いて，
場面や相手，目的に応
じて適切に表現すること
ができる。

英文を聞いて，全体の内容を正しく聞き取ることができ
る。

英文を読んで，全体の内容を正しく読み取ることがで
きる。

文型・文法事項，英語特有の表現について，用法
や意味などの知識がある。

初歩的な英語の情報に
ついて，全体の内容を
正しく理解することができ
る。

英文を聞いて，大切な部分を聞き取ることができる。

英文を読んで，大切な部分を読み取ることができる。

初歩的な英語を，場面
や状況に応じて適切に
理解することができる。

単語について，用法や意味などの知識がある。

場面や状況にふさわしい表現を知っている。

言語や言語の運用につ
いての基本的な知識を
身に付けている。

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A
A

A

A

B

B
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き
、
発
生
し
た
指
導
計
画
か
ら
の
ず
れ
を
解
消
で
き

る
よ
う
に
し
て
い
る
。

こ
の
「
振
り
返
り
カ
ー
ド
」
は
、
ス
キ
ル
の
育
成

状
況
を
把
握
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
作
成
に
も

つ
な
が
り
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
評
価
資
料
と
し
て
も

効
果
を
上
げ
て
い
る
。「
子
ど
も
と
つ
く
り
あ
げ
る

評
価
」と
し
て
本
校
に
な
じ
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。

授
業
評
価
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と

授
業
評
価
カ
ー
ド
の
活
用

以
前
は
、
本
校
の
授
業
を
概
観
す
る
と
、
授
業
の

評
価
方
法
や
評
価
結
果
が
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
な

い
、
教
師
の
授
業
改
善
へ
の
取
り
組
み
に
差
が
見
ら

れ
る
等
の
課
題
が
散
見
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
授
業
力

と
は
、「
授
業
を
通
し
て
、
子
ど
も
に
確
か
な
学
力

を
定
着
・
向
上
さ
せ
る
た
め
の
力
」
と
い
う
共
通
理

解
の
も
と
、
効
果
的
な
評
価
方
法
を
用
い
て
、
教
職

員
同
士
が
授
業
評
価
を
し
合
い
、
結
果
を
共
有
し
生

か
し
な
が
ら
、
学
校
全
体
の
授
業
改
善
を
組
織
的
に

行
う
授
業
評
価
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
っ
た
。

本
校
で
は
、
授
業
力
を
把
握
す
る
方
法
と
し
て
、

①
週
案
の
記
載
か
ら
把
握
（
管
理
職
） 

②
授
業
参
観

者
の
評
価
シ
ー
ト
を
基
に
把
握
（
教
師
等
） 

③
児
童

の
テ
ス
ト
、レ
ポ
ー
ト
、成
果
物
な
ど
か
ら
把
握
（
教

師
） 

④
授
業
評
価
を
構
成
す
る
要
素
に
関
す
る

チ
ェ
ッ
ク
項
目
を
ま
と
め
た
「
授
業
評
価
カ
ー
ド
」

で
把
握
（
教
師
等
）、
を
挙
げ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、

「
授
業
評
価
カ
ー
ド
」
に
つ
い
て
は
、
指
導
事
項
を

し
っ
か
り
押
さ
え
る
た
め
の
具
体
的
な
指
導
法
、
手

立
て
を
明
確
に
し
、
焦
点
化
で
き
る
よ
う
に
、
次
の

評
価
を
拠
り
所
と
し
た
授
業
改
善

桜
岡
小
学
校
は
、「
信
頼
さ
れ
る
学
校
を
目
指
し

て 

～
授
業
評
価
か
ら
授
業
改
善
へ
～
」
を
研
究
主

題
に
、
横
浜
市
教
育
委
員
会
よ
り
、「
パ
イ
オ
ニ
ア

ス
ク
ー
ル
よ
こ
は
ま
」
の
指
定
事
業
を
受
け
、
授
業

改
善
を
進
め
て
い
る
。
学
習
評
価
・
授
業
評
価
を
授

業
改
善
の
拠
り
所
と
し
て
積
極
的
に
研
究
を
進
め
、

子
ど
も
の
学
力
向
上
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

本
校
で
は
、
学
習
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
次

の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
。

⑴
子
ど
も
に
と
っ
て
、
学
習
評
価
は
、
自
分
を
振
り

返
る
き
っ
か
け
で
あ
る
。
自
己
を
評
価
す
る
力
を

高
め
、
自
分
の
よ
さ
に
気
付
く
評
価
で
あ
る
よ
う

に
し
、そ
の
後
の
学
習
に
役
立
て
る
も
の
と
す
る
。

⑵
教
師
に
と
っ
て
、
学
習
評
価
は
、
基
礎
的
・
基
本

的
な
学
習
内
容
な
ど
の
、
学
習
状
況
の
達
成
の
程

度
を
把
握
し
、
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
な

学
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
に
役
立
つ
よ
う
、
授
業

改
善
に
役
立
て
る
も
の
と
す
る
。

⑶
教
育
課
程
で
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

に
生
か
す
よ
う
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
（
指
導
計
画
〈
Ｐ
〉、

授
業
実
践
〈
Ｄ
〉、
学
習
評
価
〈
Ｃ
〉、
授
業
改
善

〈
Ａ
〉）
の
う
ち
、
Ｃ
・
Ａ
を
強
化
す
る
こ
と
で
、

子
ど
も
の
確
か
な
成
長
を
保
障
し
て
い
く
も
の
と

す
る
。

以
上
の
よ
う
に
と
ら
え
た
う
え
で
、
授
業
で
は
、

特
に
学
習
過
程
を
重
視
し
て
評
価
を
進
め
て
い
る
。

「
振
り
返
り
カ
ー
ド
」に
よ
る
自
己
評
価
の
工
夫

～
子
ど
も
と
つ
く
り
あ
げ
る
評
価

子
ど
も
た
ち
は
、「
学
習
活
動
に
即
し
た
評
価
規

準
」
に
沿
っ
た
「
振
り
返
り
カ
ー
ド
」
に
、「
何
が

ど
う
分
か
っ
た
の
か
」
を
記
載
す
る
。

教
師
に
は
、「
思
っ
た
よ
う
に
授
業
が
進
ま
な
い
」

「
子
ど
も
に
期
待
通
り
の
力
が
つ
か
な
い
」
と
い
っ

た
課
題
が
発
生
す
る
場
合
も
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
課

題
に
対
応
で
き
る
よ
う
、「
振
り
返
り
カ
ー
ド
」に
は
、

評
価
規
準
を
分
か
り
や
す
く
対
応
さ
せ
た
項
目
を
置

横浜市立桜岡小学校
校長　坂田  映子

子
ど
も
を
育
て
る
た
め
の

学
習
評
価
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二
つ
の
項
目
を
設
定
し
て
、授
業
力
向
上
に
資
す
る
。

こ
れ
ら
の
項
目
は
、
教
師
の
で
き
ば
え
を
評
価
す
る

も
の
で
は
な
く
、「
次
は
こ
の
よ
う
に
改
善
し
よ
う
」

と
い
う
課
題
を
明
確
に
し
て
、
教
師
が
互
い
に
授
業

を
高
め
合
う
サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル
で
あ
る
。

⑴
ス
キ
ル
項
目
…
教
師
の
行
動
的
項
目
。
教
師
の
目

標
達
成
の
手
立
て
と
し
て
、
授
業
の
展
開
を
支
え

る
の
に
必
要
な
【
①
目
標
設
定 

②
教
材
・
教
具 

③
発
問
・
指
示 
④
板
書
の
構
造
化 

⑤
子
ど
も
の

振
り
返
り
】
の
５
項
目
の
ス
キ
ル
。

⑵
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
項
目
…
教
科
の
指
導
内
容
そ
の
も

の
に
関
す
る
も
の
。
各
教
科
等
の
単
元
、
主
題
等

に
関
す
る
、
最
も
実
現
さ
せ
た
い
、
学
習
活
動
に

即
し
た
具
体
的
な
評
価
規
準
・
評
価
方
法
。

ス
キ
ル
項
目
と
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
項
目
を
関
連
付

け
、
授
業
改
善
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
「
桜
岡
モ

デ
ル
」
を
、
図
表
に
示
す
。

ス
テ
ッ
プ
１
：
単
元
や
１
単
位
時
間
に
お
け
る
評

価
規
準
を
明
確
に
す
る
。
ス
テ
ッ
プ
２
：
子
ど
も
が
、

評
価
規
準
を
実
現
し
て
い
る
様
子
を
出
口
と
し
て
と

ら
え
、
イ
メ
ー
ジ
し
決
定
す
る
。
ス
テ
ッ
プ
３
：
入

り
口
と
考
え
ら
れ
る
ス
キ
ル
項
目
を
設
定
し
、
教
師

自
身
の
行
動
を
各
項
目
か
ら
イ
メ
ー
ジ
す
る
。
ス

テ
ッ
プ
４
：
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
に
焦
点
を
絞
り
、

子
ど
も
の
さ
ら
な
る
具
体
的
な
姿
を
イ
メ
ー
ジ
し
な

が
ら
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
項
目
を
設
定
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
四

つ
の
ス
モ
ー
ル
ス

テ
ッ
プ
を
段
階
的
に

設
定
し
て
い
く
中

で
、
指
導
案
検
討
や

先
行
授
業
、
教
材
研

究
を
行
い
、
子
ど
も

の
思
考
力
・
判
断
力
・

表
現
力
を
育
成
で
き

る
よ
う
に
す
る
。
教

師
が
授
業
評
価
カ
ー

ド
を
記
入
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
教
師
の

意
図
と
子
ど
も
の
学

び
と
の
ず
れ
が
ど
の

程
度
あ
る
の
か
、
本

時
で
の
評
価
規
準
が

達
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
よ
う
に
し
て
、
教

師
自
身
の
ゴ
ー
ル
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
。

こ
れ
を
基
に
、
教
師
間
で
、
子
ど
も
が
何
を
で
き
、

何
を
で
き
な
い
の
か
を
話
し
合
い
、
自
分
た
ち
が
求

め
る
学
力
が
付
い
て
い
る
の
か
、認
識
を
共
有
し
て
、

授
業
の
問
題
点
や
改
善
点
を
整
理
で
き
る
よ
う
に
し

て
い
く
。
ま
た
、
管
理
職
は
、
子
ど
も
に
思
考
力
・

判
断
力
・
表
現
力
を
ど
の
場
面
で
身
に
付
け
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
る
か
、
課
題
解
決
型
の
学
習
に
な
っ
て

い
る
か
を
重
点
的
に
見
る
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
教
師
の
キ
ャ
リ
ア
ス
テ
ー
ジ
に
合
わ
せ
て
ア
ド
バ

イ
ス
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、「
課
題

→
成
果
→
改
善
点
→
次
へ
の
課
題
」
と
い
う
授
業
改

善
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
が
着
実
に
機
能
す
る
よ
う

に
し
た
。

そ
の
結
果
、
本
校
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
学
力
の

伸
び
が
、
特
に
活
用
面
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

子
ど
も
の
振
り
返
り
カ
ー
ド
や
、
教
師
の
授
業
評

価
シ
ー
ト
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
板
書
が
分
か
り
や

す
く
な
っ
た
り
、発
問
が
厳
選
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
、

授
業
改
善
に
確
実
に
つ
な
が
っ
て
い
る
手
ご
た
え
を

感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
国
語
科
と
音
楽
科
を
中
心
に
授
業
評

価
の
研
究
を
進
め
て
き
た
が
、
他
の
教
科
で
も
十
分

に
活
用
で
き
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
内
容
を
精
査
し
て

い
き
た
い
。

◆音楽科『鑑賞の学習例』を授業評価する

～スキル項目・アカデミック項目から授業を見る～

ゴール　音楽科の思考力・判断
力・表現力を育む指導の充実授業評価システムを活用し，音楽

科授業の積み重ねをPDCAサイク
ルで改善していく。

授業評価カードを
活用し改善する。入

口

Step 2
出口（子どもが評
価規準を実現する
様子）をイメージ
し決定する。

子どもの具体的な
姿（例）
○楽器の音を見つ
けている。
○反復をとらえて
いる。

評価規準　
○旋律の反復や楽
器の音色の違い
に気付き様子を
思いうかべて聴
く。

目標　子どもの実態を
把握したうえで本時目
標を設定している。
教材・教具　旋律の反
復や楽器の音色を聴き
取りやすい楽曲の選
択，要素などが分かる
工夫をしている。
発問・指示　子どもに
分かりやすい表現を工
夫し発問や指示を行っ
ている。
板書の構造化　聴き
取ったこと，感じ取っ
たことに分けて書いて
いる。
振り返り　１時間の終
末で，子どもが自らの
言葉で楽曲のよさやお
もしろさを発言できる
ようにしている。

出
口

Step 1
「学習の主題」にお
ける学習活動に即
した評価規準の明
確化

児童理解
一人一人の子どもの課題を把握

し，子どもの学習状況に即した支援
の方法を練る。
授業の積み重ね（PDCAの Aを強化）
教材研究（例）実際の楽器を用意す
ることで，楽器や楽器の音色に興味
をもつことができるようにしたり，
楽曲理解のための身体表現などを工
夫したりする。

Step 4
最後に身に付けさ
せたい力に焦点を
絞り，アカデミッ
ク項目を設定する。
子どものさらなる
具体的な姿をイ
メージする。

Step 3
スキル項目で教師自身
の行動を各項目からイ
メージし決定する。
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皆，各地域の事情や地域にどんな方が居住している
かなどに詳しく，大変信頼できる方たちである。全
員が，業務としての学校支援活動は初めてであるが，
「コーディネーター連絡協議会」では，公民館関係者
や町教育委員会の生涯学習班などにもその都度参会
してもらい，事業の説明や意見収集などを行ってい
るところである。

地域住民の支援意欲をコーディネーターが喚起

統合に当たっての住民アンケートでは，「学校が
大きくなると知らない子が増えるので，学校を訪ね
るのに気が引ける」「学校が遠くなるので気軽には行
きにくい」といった，学校と地域とのつながりが希
薄になることを懸念する声も多く寄せられていた。
現在は，地域住民と子どもたちが，もともと顔見
知りだから支援しやすいという面がある。現在，各
小学校の児童数は，少ない学校で６人，一番大きな
学校でも 160 人ほどである。しかし，町全体の子ど
もたちへの支援となると，心理的なハードルが大き
い。このハードルを乗り越えるためにも，コーディ
ネーターが，地域住民の「支援したい」というモチ
ベーションを高めていくことが必要になる。
現在，人材バンクには多くの方が登録してくださ
っている。しかし，前述のように，各学校は小規模
で，地域の人材が豊富でも，貴重な技術や知識を伝
える機会が限られていたともいえる。湯沢学園の新
設は，湯沢町全域の人々の積み重ねてきた知識や技
術を，多くの子どもたちに伝える，またとない機会
ではないだろうか。
地域住民の学校支援への意欲を喚起するには，学
校支援に参加し，培ってきた知識や経験を子どもた
ちに伝え，子どもたちの育ちに手を貸していくこと
が，多くの出会いを生むということ，それとともに，
自己実現・生涯教育の場ともなることを説明してい
くことが重要になろう。参会者のやりがい，生きが
いの感得，つまり「生涯学習」の視点である。
既に，地域を超えた学校支援が動き出している。

例えば当校では，「書き初め」指導において，止め，
はね，払い等の運筆の指導が難しいとの教員の声が
あった。これを受けて，コーディネーターを通じて，
当校区からやや遠方に居住されている書家を紹介し
てもらうことができた。書家は，「書のすばらしさ
を子どもたちに伝える機会を得ることができた」こ
とを，ことのほか喜んでくださった。
湯沢町の各校では，スキー指導補助，登山引率補
助などにおいても，保護者や地域住民に大きな支援
を受けてきた。湯沢町には，ウインタースポーツや
登山などで，プロ並みの技術を持つ住民も多い。ま
た，日本一おいしい米といわれる「魚沼コシヒカリ」
の産地でもあり，住民から地域の特性を生かした農
や食について学ぶことも可能だ。町の子どもたちが
皆等しく，町のことを，町のすばらしい方々に学ぶ
機会が増えること，町の人々が技術・知識を伝承す
る機会が増えることで，子どもも大人も，ふるさと
湯沢をよく知り，好きになってほしいと願っている。
このような取り組みが，子どもたちが大人になった
とき，湯沢町に住みたい，湯沢町をもっとよくした
いという思いにもつながるものと期待している。
湯沢町では，高齢化が進んでいる地区も多い。お
年寄りたちの豊富な技術や知識を，学校支援や生涯
学習につなげたくても，自ら車を運転したり，バス
に乗って学校のある地区へ山間部から「下りてくる」
のは，なかなか難しい面がある。新生・湯沢学園に
は，地域交流のためのスペースも確保されることか
ら，構想の段階ではあるが，社会教育の一環として，
巡回バスの利用も考えているところである。予算化
にしても，事業の進め方にしても，縦割りで，学校
単独で行うのではなく，行政の各方面とタイアップ
して，町をあげての協働事業として取り組んでいる。
学校教育の充実，生涯学習の場，地域の教育力の
向上等，子どもたちへの確かな成長支援につなげる
体制づくりのため，「町の子どもは町全体で育てる」
視点を全町民で共有し，湯沢学園開校に向けた着実
な実践と確かな成果を積み上げていきたい。

▲�旧湯沢高校跡地に誕生する統合文教施設「湯沢学園」完成イメージ図。夏には近くを流れる水路の水を利用して校舎の一部を冷房するシステムを導入
するなど，環境にも配慮している。
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コーディネーターに焦点を当てて

これまで，町内の各校では，数十年にわたって，
保護者や地域住民から成る人材バンク等から支援を
受けてきた。この学校教育支援の貴重な財産を引き
継ぎ，新生・湯沢学園で活用していくために，次の
ような計画を進めている。
今年度初め，統合に向けて，校園経営・連携部会，
教育課程部会，学校行事部会，学校統合部会，そし
て，町内小中６校の教育支援活動に向けた「地域連
携部」が新たに設置された。この地域連携部を，現
在，当校が担当している。
文科省が平成 20 年度より推進している「学校支
援地域本部事業」では，中核となる役割として，「地
域コーディネーター」がある。学校やボランティア
間等の連絡調整などを行う他，事業の実質的な運営
等を担う立場である。学校（教職員）が教育活動を
行うに当たっての「こんな人材がほしい，こんな取
り組みをしたい」といった願いと，地域（保護者，
住民）からの「こんなことをしたい，こんなことが
できる」等の知識や経験を調整し，結びつける役割
を担う。湯沢学園の新設に当たっては，このコーディ
ネーターの働きを重要視して，各地区の協働と，統
合後の学校のつながりを構築していくこととした。

学校支援へ参加しやすい体制づくり
　
各地区では，学校統合により，住民のコミュニケー
ションの場がなくなるという声が聞かれた。湯沢町
の各地区では，小学校が地域の教育センター的な役
割を果たしている面がある。子どもたちとの関わり
ももちろんだが，地域のふれあいの場がなくなると
いう心配の声があがっていた。そのような声に対応
するものとして，コーディネーターは重要な役割を
果たすものと考える。ボランティアを募って学校へ
派遣するだけでなく，ボランティア間のつながりを
つくり，人と人の交流を活発にすることが，コーデ
ィネーターの大切な仕事となる。これがすなわち，
地域住民どうしのつながりづくりにもつながるから
である。
今年度，５つの小
学校，１つの中学校
にそれぞれ１名ず
つ，合計６名のコー
ディネーターを配置
した。コーディネー
ターは，地区公民館
館長（4名），保護者
（2名）にお願いした。

湯沢町は，新潟県南部に位置し，川端康成の小説「雪国」の舞台となった地である。豊かな自然に
恵まれ，登山，温泉などに，多くの観光客が訪れる。ウインタースポーツも盛んで，アルペンスキー
オリンピック代表の皆川賢太郎選手は，湯沢中学校出身だ。
しかし，近年の人口減・少子化に伴い，町内に５つある小学校は，小規模化が進んでいた。また，
唯一の中学校である湯沢中学校では，建物の老朽化が進み，建て替えが検討されてきた。
これを契機に，教育環境の改善と充実した教育をめざして，平成 26年４月に統合文教施設「湯沢
学園」の開校が予定されている。５つの小学校と１つの中学校が，施設一体型の小中一貫校となると
ともに，平成 27年７月には，認定こども園を同一敷地に設営する計画が進められている。従来，各

校区で進められてきた地域との連携，支援体制等について，これからは全町内，
全地域で行う視点が大切になってくる。
「町の子どもは町全体で育てる」視点から，学校支援の体制をどうつくって
いくか，考えてみたい。

新潟県南魚沼郡　湯沢町立土樽小学校　校長　松崎　一昭

町の子どもは町全体で育てる
～町内各地区との「協働」の視点を求めて～

きょういく
見聞 録

▲土樽小学校での，地域のサークル「か
すみ草の会」によるボランティア活動。
花壇づくりや校内に花を生けるなどして
子どもたちの心をなごませている。

新潟県

新潟市

福島県

群馬県

湯沢町

長野県
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伊
藤
基

は
じ
め

会
長
。「
晴
れ
の
舞
台
で
発
表
す
る

こ
と
で
、
多
く
の
人
に
思
い
が
伝
わ
る
こ
と

を
実
感
で
き
る
し
、
ほ
め
て
も
ら
う
こ
と
で

自
信
が
つ
い
て
楽
し
く
な
る
。
そ
の
楽
し
み

が
、
も
っ
と
表
現
し
た
い
、
学
び
た
い
と
い

う
意
欲
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た

ち
の
喜
び
は
そ
の
ま
ま
、
実
行
委
員
の
喜
び

で
す
。
子
ど
も
た
ち
の
姿
に
感
動
し
て
、
保

護
者
か
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
の
申
し

出
も
増
え
て
い
る
ん
で
す
よ
。」

朗
読
で
培
う
「
伝
え
る
力
」

市
内
の
小
・
中
学
校
で
は
、
市
独
自
の

副
教
材
「
音
読
な
が
れ
や
ま
」
を
使
っ
て
、

音
読
・
朗
読
活
動
に
継
続
的
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

楽
し
む
こ
と
が
何
よ
り
も
す
ば
ら
し
い

こ
の
日
の
発
表
会
で
披
露
さ
れ
た
の
は
、

枕
草
子
か
ら
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」、
宮
沢
賢

治
の
童
話
「
雪
わ
た
り
」
を
自
分
た
ち
で
シ

ナ
リ
オ
化
し
た
作
品
な
ど
、
多
種
多
様
。
作

品
を
し
っ
か
り
読
み
込
み
、
言
葉
を
自
分
た

ち
な
り
に
解
釈
し
な
が
ら
、
作
品
の
味
わ
い

が
伝
わ
る
よ
う
工
夫
を
凝
ら
し
た
発
表
の

数
々
に
、
会
場
か
ら
は
惜
し
み
な
く
、
大
き

な
拍
手
が
送
ら
れ
ま
し
た
。

発
表
会
は
、
市
民
有
志
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
実
行
委
員
と
な
っ
て
支
え
て
い
ま
す
。

「
子
ど
も
た
ち
に
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
い
う

の
が
、
発
表
会
の
出
発
点
な
ん
で
す
」
と
、

主
催
の「
流
山
市
子
ど
も
の
読
書
推
進
の
会
」

◀向小金小学校１年生の二人組は，宮沢賢治の詩
「雨ニモマケズ」を暗誦。言葉の意味をしっかり
とらえた，情景が浮かんでくる熱演に，涙ぐむ観
客も。東深井中学校１年生「オツベルと象」の，
間合いや声の抑揚を工夫した表現は，思わず息を
飲む迫力。

読
書
活
動
が
さ
か
ん
な
流
山
市
。
市
内
の
市
民
団
体
や
小
・
中
学
校
は
、
４
年
連
続
で
「
子

ど
も
の
読
書
活
動
優
秀
実
践
団
体
」
と
し
て
、
文
部
科
学
大
臣
表
彰
を
受
け
て
い
ま
す
。
な
か
で

も
活
発
な
の
は
、
音
読
・
朗
読
活
動
。
平
成
18
年
度
か
ら
は
毎
年
、
子
ど
も
た
ち
が
日
ご
ろ
の
成

果
を
披
露
す
る
「
音
読
・
朗
読
発
表
会
」
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
７
回
目
を
迎
え
た
今
年
度

は
、
市
内
12
の
小
中
学
校
か
ら
、
18
チ
ー
ム
、
計
１
７
７
人
の
児
童
・
生
徒
が
参
加
。
会
場
い
っ

ぱ
い
に
、
思
い
を
込
め
た
声
が
響
き
わ
た
り
ま
し
た
。

千
葉
県
流
山
市

音
読
の
ま
ち   

な
が
れ
や
ま

―
言
葉
と
心
を
声
に
の
せ
て
―

○流山市教育委員会学校教育部指導課  TEL 04-7150-6105
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「
音
読
な
が
れ
や
ま
」
を
毎
日
の
読
書
活

動
で
活
用
し
て
い
る
流
山
北
小
学
校
の
野

﨑
肇と
し

子こ

校
長
先
生
は
、
音
読
・
朗
読
が
、
子

ど
も
た
ち
に
「
伝
え
る
・
聴
く
喜
び
」
を
生

ん
で
い
る
と
話
し
ま
す
。「
言
葉
に
よ
っ
て

相
手
の
気
持
ち
や
考
え
を
わ
か
ろ
う
と
し
、

建
設
的
な
意
見
を
出
し
合
い
、
合
意
形
成
し

な
が
ら
、
新
し
い
知
恵
を
生
み
出
せ
る
よ
う

な
、
自
立
し
た
大
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
言
葉
で
伝
え

る
力
、そ
し
て
言
葉
を
聴
く
力
が
必
要
で
す
。

豊
か
な
言
葉
で
や
り
取
り
を
す
れ
ば
、
そ
れ

だ
け
広
い
考
え
、
深
い
考
え
が
も
て
る
よ
う

に
な
り
ま
す
ね
。」

受
け
継
が
れ
る
、
音
読
の
喜
び

客
席
で
観
客
と
と
も
に
、
満
面
の
笑
顔

で
子
ど
も
た
ち
を
見
守
っ
て
い
た
、
後う
し
ろ

田だ

博

美
教
育
長
。「
友
達
と
と
も
に
朗
読
に
取
り

組
ん
だ
り
、
上
の
学
年
や
大
人
の
朗
読
を
聴

い
た
り
す
る
こ
と
で
、
自
分
ひ
と
り
で
は
思

い
も
つ
か
な
か
っ
た
分
野
や
古
典
に
も
関

心
を
も
て
る
ん
で
す
ね
。
発
表
を
重
ね
る
ご

と
に
、
次
の
世
代
に
朗
読
の
響
き
が
伝
わ
っ

て
、
年
々
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
て
い
る
こ
と
を

強
く
感
じ
ま
す
。」

音
読
・
朗
読
の
響
く
ま
ち
、
流
山
。
子

ど
も
た
ち
に
育
ま
れ
た「
伝
え
る
喜
び
」は
、

大
人
に
も
、
そ
し
て
次
世
代
の
子
ど
も
た
ち

に
も
、
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。

◀流山北小学校６年生の授業風景。国語の授業で，流山市に縁
の深い小林一茶の句を暗誦。友達の作った俳句を添削したり，
たくさん辞書を引いたり，豊かな言葉を育てる取り組みが工夫
されている。「音読をするようになって，自分の伝えたいことが，
聞いている人にわかるような言い方をするようになった。」と
６年生。

▲教材「音読ながれやま」。詩や童話，
古典や俳句など，さまざまなジャン
ルの作品を掲載。

○流山市子どもの読書推進の会事務局（流山市立中央図書館）TEL 04-7159-4646
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昼間小学校は，北に阿讃山麓，南には吉野川が流れる，
自然が美しい田園地帯にあります。一方で，校区

内には四国縦貫道やその側道が通っているため，車両の
通行も多く，交通安全指導に力を入れています。そのな
かに，子どもたちが学校前の横断歩道を渡った後，車を
止めてくださったドライバーへ「一礼」する伝統があり
ます。

入学式直後の交通安全教室では，学級担任が新入生と一
緒に道路に出て，安全な歩行や横断の仕方などを練習しま
す。同時に，横断歩道を渡り終えた後は，左右のドライバー
に向かい，「一礼」することを指導します。無事に道路を
横断できた児童が，車を止めていただいた感謝を込めて礼
をするのです。礼をすることで，通学路は自分たちだけの
道路ではなく，譲り合ってみんなで仲よく安全に通ろうと
いう意識をもつことができます。心を込めて礼ができるよ
うになることが，本校のめざす児童像「思いやりのある子
ども」にもつながっています。

地域のお年寄りが，学校を訪ねてくださったときの言葉
です。「小学校の近くから町営バスを利用していて，高校
生とも一緒になりますが，どの高校生も，バスの乗り降り
の際，必ず運転手さんに，『おねがいします』『ありがとう
ございました』と丁寧にあいさつをしているんですよ。み
んな，昼間小にいた子たちです。バスに乗っていてとても
気持ちがよくなります。小学校でのドライバーへの『お礼』
の習慣が，自然にバスの運転手さんへお礼をすることにつ
ながっているんですね。すばらしい伝統です。」
「相手にお礼を言う」習慣は，幼いときに身に付くと，

意識しなくても，自然にできるようになるものだと思いま
す。だからこそ，学校前の横断歩道を渡った後の「礼」を，
これからも大切にしていき，末永く伝統として，受け継が
せていきたいと考えています。

ドライバーへの一礼から　
伝統を守る ～交通安全指導より～

東みよし町立昼間小学校校長
松浦  孝憲

徳 島

多摩市では，持続可能な社会の担い手を育成するた
めに「2050 年の大人づくり」をキャッチフレーズ

に，市内全小中学校で持続発展教育（ESD：Education 
for Sustainable Development）を推進しています。多
摩市の ESD 推進の特色として，全小中学校で以下の４つ
に取り組んでいることがあげられます。
○ 学校，市役所，教育委員会，市民が連携したプロジェク

トを進めています。学校でゴーヤの種からたくさんの苗
を栽培し，学校はもちろん，近隣の図書館や児童館等の
公共施設，家庭や市民に育てた苗を配布し，グリーンカー
テンを市内に広めています。

○ ユネスコスクールへの全校登録を進めています。文部科
学省及び日本ユネスコ国内委員会は，ユネスコスクール
を ESD の推進拠点として位置付けており，多摩市でも，
学校間のネットワークや地域間交流を通して ESD の実
践の充実を図っています。

○  ESD 推進に向けた教員研修の充実を図っています。学
校に ESD 担当教員を置き，年間 10 回の ESD 実践研
修会を実施しています。また，若手教員の研修プログラ
ムにも ESD を位置づけ，NGO（ESD-J）と連携した
研修を実施しています。

○  ESD カレンダーを全学校で作成しています。環境・国
際理解・人権・平和・食育等 , 横断的な課題について，
教科・領域の単元や活動の相互のつながりを明確にし，
校内での共通理解を進め，ESD を計画的・継続的に取
り組めるようにしています。
これまでも学校では，地域のよさを生かした価値ある教

育活動が，潜在的に行われてきました。多摩市では，ESD
の視点から学校の教育活動を見直すことで，自然や社会と
のかかわり方が変わったり，人とのつながりが広がったり
しています。将来の多摩市のまちづくりに参画できる人材
の育成を目指して，今後も ESD を推進していきます。

2050 年の大人づくり
～ ESD（持続発展教育）の推進～

多摩市教育委員会

東 京

から南 全国各地のさまざまな取り組みを紹介します。
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群馬大学教育学部附属小学校では，今年度，インタラ
クティブボードやタブレット端末を活用した国語

の授業の検証に取り組んでいます。
このプロジェクトは，群馬大学を中心として，附属小・

中学校の各国語部会，デジタル教科書研究協議会（Ditt）
の共同研究として始まりました。その目的は，国語科の各
領域の学習において，ICT を活用して思考力・判断力・表
現力を養う効果的な授業のあり方を検討するとともに，紙
媒体の教科書やワークシートとの質的な差を解明すること
にあります。

これまでも，授業の中でプロジェクターや実物投影機な
どの ICT の活用がなされていましたが，今回タブレット
端末が１人１台導入されたことで，子どもたちが ICT を
活用できる環境が整い，学習活動の中で表現したり，表現
した情報を共有したりすることが可能となりました。

例として，高学年のプレゼンテーションの学習において
は，取材で写真を撮影する，撮影した写真をプレゼンテー
ションソフトで提示する，話し方を動画で撮影して相互批
正するなど，様々に活用できることが明らかになりました。
また，説明的文章の学習においては，描画ツールを用いて
文章構成図を作成し，一斉に提示して話し合ったり，話し
合った後に図を修正したりし，紙媒体のワークシートとは
異なる活用の可能性も見えてきました。

検証は始まったばか
りで課題点もあります
が，今後も実践を通し
て ICT を活用した国
語科授業のあり方につ
いて，その方向性を明
らかにしていきたいと
考えています。

ICTを活用した国語科授業
～１人１台のタブレット端末で
　思考力・判断力・表現力を養う授業のあり方～

群馬大学教育学部附属小学校教諭　
山本  宏樹／大島  崇

群 馬

白鳥台小学校では，平成 17 年より道徳教育を学校
研究課題に据え，要となる「道徳の時間」を中心

に児童の道徳性を掘り起こし，自己の生き方についての
考えを深める授業づくりについて研究しています。人間
には誰しも弱い面があります。わかっていても，なかな
か道徳的価値を実現できない自分を見つめると同時に，
それを乗り越えようとする自分にも気付かせ，児童一人
一人が願いや希望を持てるような「道徳の時間」を追究
しています。
「道徳の時間」の授業づくりにおいて，私たちは明確な

指導観を持つようにしています。学年に応じた価値の押さ
えや内容項目相互の系統性や関連性，価値にかかわる児童
のこれまでの学びを把握して本時のねらいを設定し，資料
の活用方法や発問の構成について吟味していきます。児童
は価値理解，人間理解，他者理解，自己理解を図りながら，

「心を耕して」いきます。このような授業が全学級で行え
るように，私たちは毎週「道徳の時間」の授業づくりにつ
いて研修を重ねています。

また，本校では，児童が道徳性を発揮する場面づくりを
工夫しています。その一つが「はくちょう運動」です。白
鳥台小学校の校名を頭文字にして，「『は』はきはきします
返事や挨拶」「『く』苦労があっても私がします」「『ち』違っ
た時はごめんなさい」「『よ』用事の時は失礼します」「『う』
うれしい行いありがとう」といった，児童の行動の指針を
合い言葉にしたものです。この運動への取り組みを児童会
が呼びかけ，毎月，各学級で具体的な目標を立てて，自ら
進んで道徳的実践を行えるようにしています。

今後も，道徳的実践力の育成と道徳的実践の，双方の一
層の充実を図り，６年間という長期的視野を持って，児童
一人一人の道徳性を育てていきます。

「心を耕す」道徳の時間を
要として
網走市立白

はく

鳥
ちょう

台
だい

小学校校長　
高島  忠弘

北海道

らか北
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入賞作品発表

評人と人，国と国，人と自然がまず仲良く。その先に，絵のような，人と地球のあく手が待っている。一日も早くと。

��　�いつしか失っていた田んぼパワーを取りもどし，こんなに豊かな，
　にぎやかな田んぼの合唱，合奏。楽しみたい。
評

ぼくは，今の人と地球は，絵のように，まだあく手は，
出来ていないと思います。なぜなら，地球温暖化や，戦
争もどこかでおこっています。人と人どうし，国と国ど
うしが仲良くできていないのに，地球と仲良くなれるわ
けがありません。地球温暖化も，戦争も，一人一人が気
がつけば，防ぎきれることだと思います。近い時に，地
球と人があく手をしている絵をかいてみたいです。

田んぼはね苗を植える場所なのに
カイエビ，ミジンコ，イトミミズ
いろんな生きもの生まれてる
田んぼはね稲を育てる場所なのに
オタマジャクシ，ヤゴ，タニシ
いろんな生きもの育ってる
田んぼはね稲穂を刈り取る場所なのに
オンブバッタ，トンボ，チョウ
いろんな生きもの恋してる
田んぼはね何にもしてない時にでも
アメリカザリガニ，ドジョウ，ヘビ
いろんな生きもの休んでる
田んぼはねお米という命が実る場所だから
サギ，コオイムシ，レンゲソウ
いろんな命がつながって
アメンボ，スズメ，私たち
田んぼパワーで元気いっぱい

地球とあく手出来るほど
仲良く
佐々木　開基
広島県  東広島市立河内小学校６年

田んぼパワー
松口　果歩・松口　莉歩
大阪府  こどもエコクラブ「ぽぽっぽくらぶ」
中学２年

地球と
なかよし

大賞

環境大臣賞
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評 �「親友」とは，身も心も支え合う「信じ合える友」という言葉に，
　��「その通り」と心からの感動を覚えました。

��　�カニ，ザリガニ，魚が，色あざやかに豊かな海で生き生きとくらし
ています。この海を守るのが私たちです。

評 ��　�私たちが地球をおこらせてしまった。「ごめんなさい」とあやまり，
だきしめている，あなたの指先に未来がある。

評

運動会で私たち６年は，組体操をやりました。
その中の２人技，「サボテン」は雨のせいでグラウ

ンドがベチョベチョだったので，やりにくく失敗する
人たちがたくさんいました。

私の場所もやりにくく，上の子が「もう落としてい
いよ。」と言ってくれましたが，小学校生活最後の運
動会だったので，絶対成功させたくて，「大丈夫。ま
かせて！」と言うと，上の子は「分かった。」と言っ
てくれました。

その言葉がとてもうれしくてうれしくてたまりませ
んでした。まるで，「信じてる。」と言ってくれている
ようでした。

そのしゅん間，「サボテン」は成功しました。

この前の 3 月 11 日に東日本だいじしんがありました。じしんが
おきてしまったのでひがいにあった人たちがたくさんでました。テ
レビのニュースをみていたら，たぶん地球がおこってゆれているん
だなと思いました。私はおこっている地球におはなしをしてあげた
り，「もしも，おこりたくなったら私にそうだんしてね。」と言って
あげたいです。

私は，地球がポイステやたばこの火でもういやだと思っていてお
こっているのだと思います。だから，これからはそういうことをし
ないで地球をおこらせないで，また，ひがいでたくさんの人がしな
ないようにがんばって地球をおこらせないようにしていきたいです。

これからは地球もえがおでいてほしいです。

ぼくは，地球と，海となかよくなりたいです。海
の中にはたくさんの魚がいて，その魚たちはずっと
生きて楽しくくらしたいと思っていると思います。
ぼくたちは，魚となかよくなるために，魚がずっと
生きていられるように，きれいな海を守っていかな
いといけないと思います。

信友
村上　結衣子
香港日本人学校小学部香港校６年

カニとザリガニ　かっこいい
赤井　優太
広島県　東広島市立河内小学校１年

お
こ
ら
な
い
で
ね
。

経
田
　
芙
美
子

東
京
都　
荒
川
区
立
瑞
光
小
学
校
４
年

日本環境
教育学会賞

全国小中学校
環境教育
研究会賞

第 回★記念大会10

第 10回の節目を迎えた「地球となかよしメッセージ」。
今回は，第 10回記念特別テーマ「紹介したい！わたしの大切な人」も加え，

例年にも増して，バラエティに富んだ，すばらしい作品の数々が寄せられました。

特別テーマ
「わたしの
大切な人」賞

◎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

メッセージ
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メッセージ

��　�目をとじ，耳をすましてギターを習う真けんな姿。おじいちゃんのほほえみ。
あなたの親指のマメが印象的です。

評

私はおじいちゃんからギターを習っています。9 月にたん生日
会があるので発表するためにがんばっています。おじいちゃんと
いつまでいっしょにできるか分からないので，今のうちにたくさ
ん教えてもらおうと思います。親指のマメは，かたくなってギター
がひきやすくなるそうです。これからもギターをがんばります。

おじいちゃんといっしょに
槇　詩乃
広島県　尾道市立高見小学校４年

��　�人間自らが生み出した黒い魔物。その罪に自ら気づきどう乗りこえ
るか。その覚悟を厳しく問うています。

評

人類はこのごろオセロゲームを始めたらしい。対戦相手は自らが生み出し
た悪の魔物。ヒトを含む，生物が立つ足場を蝕む奴らだ。数年前に人類はボー
ド盤を見て，慌てふためいた。それは，ボード盤は真っ黒だったから。ちょっ
と前に盤を発見したのに，すでに真っ黒。とてつもなく大きな問題だと気付
いた時，人類の戦いは始まった。「地球環境問題」に対抗するため，ボード盤
の色を自分たちの色である，白色に戻すために。しかし，相手は自分の化身
であり，「身から出たさび｣ が相手なのだ。芋づる式に問題は飛び出し，数年
たっても白色はまばら。その上，微小ながらも，新たな問題が飛び出してきた。

宝飾品として名高いプラチナの産出量の 3/4 は南アフリカで産出される。
今，プラチナは，自動車の排気ガスを浄化するのに必要不可欠な存在として
なりつつある。非常に希少なもので，現地ではすずめの涙ほどしかないプラ
チナを採掘するために，こうこうと最深部まで明かりを灯し，熱を冷ますた
めに，空調を効かせるなどといったことに，膨大な電力を消費する。目を転
じれば，地球温暖化の原因である，二酸化炭素を大量に排出する，火力発電
による発電がもとだ。今や南アフリカの二酸化炭素排出量はフランス等の先
進国を上回る勢いだ。

唖然茫然だ。白のつもりで置いたコマが黒に変わっているのだから。人類
の儲け主義によって生まれた敵はある意味，人類が過ちを犯したことを教え
ようとした。しかし，ヒトは気付かずにまた同じことを繰り返す。変わろう
としているエネルギーですら，金儲けに変えようとするのだ。この考えが変
わらないかぎり，人類は罪を滅ぼし，生き残ることはできない。

動物のほうがよっぽど頭がいい。意図せずに地球とうまく共生してきたの
だから。もしかしたら，人類を嘲笑っているかもしれない。しかし，動物た
ちもこの戦いに巻き込まれるのだから，随分，皮肉なものだ。

オセロゲーム
水野　友瑛
神奈川県　相模原市立鵜野森中学校３年

毎日
新聞社賞

毎日小学生
新聞賞

◎審査委員（敬称略）
有田和正（東北福祉大学教授）	 朝岡幸彦（日本環境教育学会事務局長／東京農工大学大学院農学研究員教授）
尾形鉄二（環境省総合環境政策局　環境教育推進室室長補佐）	 児島邦宏（東京学芸大学名誉教授）
角谷重樹（国立教育政策研究所教育課程センター基礎研究部長）	 中村秀明（毎日新聞社「教育と新聞」推進本部長）
河野えつ子（全国小中学校環境教育研究会事務局長／東京都板橋区立西向原小学校校長）	 小林一光（教育出版株式会社取締役社長）

東京都　世田谷区立祖師谷小学校学 校 賞

みんなの森　　中島　慎之介　６年
　ぼくの住む祖師谷には「みんなの森」があります。地域の人達が昔からの自
然を守るために木を植えて，雑木林や草原を作っています。昔からある，太
いクヌギの横には，新しくうえた若いクヌギの木が立っています。この森は
生き物が住みやすい場所で，クヌギにはカナブンやカブトムシ，草原にはト
カゲやカナヘビ，バッタなども見かけます。東京の住宅地にこんなに自然に
ふれあえる場所があるなんて素敵な事だと思います。むずかしい勉強なんか
しなくても，たくさんの命にふれあう事で，自然の大切さを学べます。
　この森を作った人達に感謝すると共に，こういう活動が世界中に広がった
ら素敵な地球になると思います。

ぼくの大切な人　　南　流佳　６年
　ぼくが紹介したい，大切な人は，ひいおばあちゃんです。
　なぜなら，ぼくの大好きなお米を作っているからです。
　ひいおばあちゃんは，二十代の頃から六十年以上お米を作り続けているそうです。
　米作りで一番大変なのは，田植えの作業だけど，やめようと思った事は一度も無い
と言っていました。
　ひいおばあちゃんは，今年の夏で，八十八歳になったので，みんなでお祝いをしました。
　九十歳までお米作りを続けると言っていましたが，ぼくはずっとひいおばあちゃん
の作ったお米を食べたいなと思ったので，元気で長生きしてほしいです。

増えるといいな！ 緑　　大林　桃　6 年
　私のおばあちゃんの家の周りには，緑がいっぱ
いあります。毎年，夏休みにも行っているぐらい
です。私は，そんな緑がいっぱいな所が大好きです。
緑にはすごい力があると思います。例えば「グリー
ンカーテン」という名の，人を強い日ざしから守っ
たり，すずしくしてくれたり，目をうるおしたり
と，色々な力があります。そんな緑は，地球にとっ
て大切な存在だと思います。もっと，自分の周り
に緑が増えたらもっと色々なすごい力になるだろ
うと思いました。

第 回★記念大会10
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入選作品 すてきなグリーンカーテン
藤木　花穂　　
東京都　台東区立根岸小学校２年

わたしの家は，ちきゅうおんだんかたいさ
くで，グリーンカーテンを作りました。見た
目もすずしく，下に行くとすごく気もちいい
です。生きものたちもグリーンカーテンのお
かげで，生き生きとくらしています。

カニさんの絵
松口　歩佳　　
大阪府　こどもエコクラブ「ぽぽっぽくらぶ」小学２年

カニさんが，すなでだんごをつくって，絵
をかいていたよ。なんの絵かな？　カニさん
かな？　タコさんかな？　クラゲさんかな？
　サカナさんかな？　もしかして，わたしの
かおかな？　わたしも，貝がらをひろって，
絵をかいたよ。なんの絵かわかる？

紹介したい人　お母さん
安東　悠希　　
聖学院アトランタ国際学校　小学６年

世界にはいろんな人たちがいますが，１番
紹介したい人は私の母です。

ボランティアでアフリカやハイチに行き，
医者（麻酔科）として働く，私のお母さん。
人の命を抱えて懸命に働いているうえに，２
人の子供を育てている私の大切な人。私の
前ではいつも素晴らしい笑顔でいてくれるけ
ど，仕事の時はとっても真面目な顔。“ お腹
痛い ” や “ 頭痛い ” と言えば医者らしい質問
を言い，答えたらすぐに治療。

私の母がいる場所で誰かがけがをすれば，
必ず私の母が診たり，治療をする。私だけで
なく，周りの人も安心してくれることが，母
にとっては本当に嬉しいことなのだと思いま
す。

ぼくの　じまんの　よぞら
宮本　一　　広島県　尾道市立高見小学校２年

ぼくは　いえから見える　よるの　ほしぞらが　
大すきです。みんなに　見せてあげたいです。

海浜植物が茂る海岸で偶然見つけた卵。
これは，夏になると南の島から繁殖のためにやっ

てくるコアジサシのものだ。草や木などで巣を作ら
ず，直接砂浜に産卵した卵は，気をつけないと踏ん
でしまうほど，砂と見分けがつかない。

私は腹這いになり，コアジサシの目線で海岸を見
てみた。ハマボウフウなどが生える植物帯は，うち
寄せる波やカラスなどの外敵から卵を守ってくれる
場所であることがよくわかった。

小さいながらもその存在の大きさ，生命を育む素
晴らしさを感じた瞬間だった。

生
命
を
は
ぐ
く
む
砂
浜

永
田
　
理
紗
　
　
静
岡
県　

こ
ど
も
エ
コ
ク
ラ
ブ「
Ａ
Ｒ
Ｔ
―
Ｎ
エ
コ
ク
ラ
ブ
」中
学
３
年

木　　村上　樹　６年
　この木は下水しょ理場で見つけました。
　太くて長いとても立派な木です。まわりに
も木はあるけどこの木が一番立派だったので
とりました。この木が地球からはえていると
思うとぼくは「ぞくっ」とします。こんな木
がもっともっと増えると地球温暖化もなくな
るかなあ。

中部テネシー日本語補習校

折り紙 ― Origami　　栗田　和陽　４年
　ぼくはアメリカのケンタッキー州に住んでいます。ぼ
くの通っている小学校にはいろいろな国から来た人がい
ます。年に一度インターナショナルフェスティバルとい
う自分の国を紹介するお祭りがあって，ぼくはそこで日
本の折り紙のことを紹介しました。お母さんに手伝って
もらって花や動物，楽器などを折ってみんなに見せてあげ
ました。そしてつるの折り方を教えてあげました。お友
だちは折り紙が初めてだったので折るのがむずかしかっ
たようですが，とても上手にできました。折り紙は楽しい，
と言ってくれたのがとてもうれしかったです。ぼくはこ
れからもお友だちに日本のことを教えてあげたいです。

みんなで力を合わせれば　　木下　立揮　４年
　ぼくは，今アメリカのテネシー州に住んでいます。
夏休みに，日本に一時帰国したときに，じしんのえい
きょうで，節電という活動をしていました。その時，
ぼくは，「みんなで力をあわせれば。」というのが，頭
にうかんできました。今，日本は，自動販売機や，スー
パー，市役所は，ちゃんと節電していました。これか
らは，一つの国が，大へんな事になったら，世界中の
人で助け合えばいいと思います。

学 校 賞 大阪府　大阪市立中浜小学校学 校 賞



2011 年３月の東日本大震災から，もうすぐ２年。
復興に向けて取り組む子どもたちの姿を，３回にわたって紹介します。

い
う
力
強
い
言
葉
を
い
た
だ
い
た
の
で
す
。

先
生
た
ち
に
は
、
生
徒
の
こ
こ
ろ
の
ケ
ア

に
努
め
る
こ
と
、
協
力
し
て
い
た
だ
く
方
々
へ

の
感
謝
の
気
持
ち
と
地
域
復
興
の
一
役
を
担
う

意
識
を
持
た
せ
る
指
導
を
行
う
こ
と
を
伝
え

て
、
末
崎
の
産
業
復
興
を
学
ぶ
べ
く
、
わ
か
め

学
習
は
再
開
し
ま
し
た
。

各
学
年
の
活
動
の
概
要
で
す
。

【
１
年
『
海
と
共
に
』】
末
崎
の
わ
か
め
養
殖
を

知
る
座
学
か
ら
始
め
る
。
ロ
ー
プ
等
養
殖
施
設

の
整
備
、
わ
か
め
種
苗
の
巻
き
つ
け
作
業
、
刈

り
取
り
作
業
を
行
う
。
刈
り
取
り
後
、
す
ぐ
湯

通
し
・
塩
蔵
加
工
作
業
。

【
２
年
『
海
の
恵
み
』】
１
年
の
と
き
に
収
穫
・

塩
蔵
し
た
わ
か
め
か
ら
茎
と
葉
の
部
分
を
分
離

す
る
芯
抜
き
作
業
。パ
ッ
ケ
ー
ジ
詰
め
を
行
い
、

「
ふ
れ
あ
い
わ
か
め
」
と
し
て
製
品
を
完
成
さ

せ
る
。
修
学
旅
行
先
の
東
京
都
内
で
販
売
体
験

を
行
っ
て
き
た
が
、
平
成
24
年
度
は
盛
岡
市
で

行
っ
た
。
流
通
業
の
プ
ロ
か
ら
「
よ
い
と
こ
ろ

大
船
渡
市
の
最
南
端
に
あ
る
末
崎
中
学
校
。

東
日
本
大
震
災
で
は
、
高
台
に
あ
る
校
舎
へ
の

津
波
被
害
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
地
震
被

害
は
甚
大
で
し
た
。
ま
た
、
約
４
割
の
生
徒
宅

が
全
壊
、
流
失
、
半
壊
等
の
被
災
を
し
ま
し
た
。

現
在
は
、
校
庭
に
仮
設
住
宅
が
建
ち
、
学
校
生

活
に
制
約
は
あ
り
ま
す
が
、
生
徒
た
ち
は
元
気

に
学
校
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。

地
元
・
末
崎
町
は
、
国
内
わ
か
め
養
殖
発

祥
の
地
で
あ
り
、
わ
か
め
、
ホ
ヤ
、
ホ
タ
テ
な

ど
の
養
殖
漁
業
が
盛
ん
で
す
。
末
崎
中
学
校
で

は
、
平
成
14
年
か
ら
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間

を
「
産う
ぶ

土す
な

タ
イ
ム
」（「
産
土
」
と
は
「
そ
の
人

が
生
ま
れ
た
土
地
」
の
意
）
と
称
し
、
全
校
テ

ー
マ
「
海
と
生
き
る
」
の
も
と
、
地
元
の
わ
か

め
養
殖
組
合
な
ど
の
協
力
を
得
て
、「
わ
か
め
」

に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
続
け
て
き
ま
し

た
。
末
崎
町
に
生
き
る
生
徒
が
、
町
の
生
計
を

支
え
る
産
業
を
学
ぶ
こ
と
で
、
地
域
に
生
き
る

人
間
と
し
て
の
自
覚
を
育
て
て
き
た
の
で
す
。

し
か
し
、
津
波
で
船
や
養
殖
施
設
が
流
さ

れ
、
地
元
の
養
殖
漁
家
の
数
も
約
三
分
の
二
に

減
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

３
月
11
日
の
震
災
後
、
学
校
は
４
月
21
日

に
よ
う
や
く
再
開
し
ま
し
た
。
当
初
は
、「
わ

か
め
学
習
」
の
再
開
ど
こ
ろ
で
は
な
い
状
況
で

し
た
。
海
へ
の
恐
怖
心
を
抱
え
る
生
徒
も
い
ま

し
た
。

そ
の
後
、
末
崎
の
わ
か
め
養
殖
組
合
は
、

復
興
の
第
一
歩
と
し
て
、
養
殖
の
再
開
に
立
ち

上
が
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
組
合
員
の
皆
さ
ん

か
ら
、
末
崎
中
の
生
徒
の
た
め
に
協
力
す
る
と

海と生きる
～わかめ養殖で学ぶ自然と産業のかかわり～

岩手県　大船渡市立末
まっ

崎
さき

中学校校長

吉田 昌陽

を
ど
う
ア
ピ
ー
ル
す
る
か
」
な
ど
販
売
技
術
も

学
び
、「
商
品
」
と
し
て
の
わ
か
め
が
消
費
者

の
手
に
渡
る
ま
で
を
体
感
。

【
３
年
『
海
を
守
る
』】
国
有
林
内
に
所
有
す
る

学
校
林
「
産
土
の
森
」
で
、
わ
か
め
を
養
殖
す

る
海
に
、
栄
養
分
を
た
っ
ぷ
り
含
ん
だ
川
の
水

が
流
れ
込
む
よ
う
に
、
植
林
、
下
草
刈
り
、
間

伐
等
の
作
業
。
森
林
と
海
が
密
接
に
か
か
わ
っ

て
い
る
こ
と
を
学
習
。
地
域
産
業
の
復
興
に
も

通
じ
る
こ
と
を
学
ぶ
。

「
わ
か
め
学
習
」
開
始
か
ら
11
年
。
生
徒
た

ち
は
、
地
元
の
優
れ
た
素
材
で
あ
り
、
誇
り
で

も
あ
る
「
わ
か
め
」
に
つ
い
て
、
生
態
、
養
殖
、

製
品
化
・
販
売
、
環
境
保
全
等
、
一
連
の
学
習

を
熱
心
に
行
い
、
自
然
と
産
業
の
深
い
か
か
わ

り
を
学
ん
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
末
崎
中

学
校
で
は
、「
末
崎
の
復
興
は
自
分
た
ち
が
担

う
」
と
い
う
意
欲
を
も
っ
て
、
活
動
に
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
。

生徒の声：「震災があってもうできないかと思ったが
今年もわかめが育てられてうれしい。」「先輩たちが続
けてきたわかめ養殖体験を，自分たちもやりたいと
思っていた。今まで一生懸命育ててきたわかめが商品
になり，感動した。」

◦大船渡市立末崎中学校　〒022-0001 岩手県大船渡市末崎町字平林72 -13　TEL 0192-29-3926
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疑似科学との

つきあいかた

コラム

長崎大学教育学部
教授  上薗　恒太郎　　　准教授  長島　雅裕
教授  武藤　浩二

東日本大震災  復興への願いを込めて

●東日本大震災 復興支援CD付き曲集
  「地球となかよしメッセージ」より
●このピースの収益は，震災復興のための
   寄付とさせていただきます。
●定価：1,260円（本体1,200+税）

［お問い合わせ］
教育出版株式会社　編集総括部TEL03-3238-6862

子どもたちの
メッセージが，
合唱曲になりました。

子どもたちの詩によるエール

「水にありがとうという言葉を見せると，凍るとき

にきれいな結晶ができる（水からの伝言）」･･････ こ

の話を聞いたことがある人，信じている人もいらっ

しゃるのではないでしょうか。

このコラムでは，「科学のようで，実際には科学で

ないもの」――「疑似科学」と，それのもたらす問題

について，数回にわたって書いていきたいと思います。

「疑似科学」の例としては，ゲーム脳，EM菌による

環境浄化，血液型による性格診断，マイナスイオンが

健康によいなど，さまざまなものが挙げられます。ま

た最近では，原発事故に関連して，EM菌で放射性物

質を除去する・髪の毛で被曝量を検査するなど，人々

の不安に乗じた商売が善意を通じて広まったものもあ

ります。

私たちは，このような「科学のふりをしたもの」が，

学校にも入り込んでいることを問題視し，疑似科学の

教育現場への浸透度について調査を行ってきました。

2011 年に行った，8大学の大学生約 1,400 名と 2校

の高校生約 300 名へのアンケートでは，1 割強の

168 人が，「水からの伝言」など，疑似科学に否定的

でない授業を経験した記憶があると回答しました。他

方で，疑似科学に否定的な授業を経験した例は，ごく

わずかです。

教育現場に，冒頭に挙げたような，「水からの伝言」

に代表される疑似科学が入り込んでいることについて

は，数年前に日本物理学会のシンポジウムなどでも議

論されていますが，現在でもまだ，道徳，そして理科

の授業でも取り上げられています。いい言葉は力を持

つ，と信じたい気持ちはわかりますが，人の価値観と

自然現象は関係がありませんし，良い言葉，悪い言葉

と一つの尺度で単純に切り分ける考えも疑問です。疑

似科学が教育場面で使われる場合，子どもにどのよう

に考えてほしいかの意図がある場合がほとんどです

が，意図に合うおもしろそうな材料があると，教員が

自分で批判的に考えないまま授業に持ち込む例が見ら

れます。これは，子どもに将来，どのような知的な力

をつけたいのかという視点が不足していると言えるの

ではないでしょうか。

子どもたちが将来，疑似科学にとらわれず自分で考

える力をつけるために、学校の知識を生活と結びつけ

て考え，位置づける思考が必要です。考えて判断する

力，課題を見いだす力が問われています。その方向の

一つに，リテラシー，問題解決力という PISA の考え

方を例として挙げることができます。

長崎大学教育学部では，「教師を目指す皆さんへ」

として，「疑似科学とのつきあいかた」という講義を

行っています。学生たちに，「自立して考えるために

どうすればいいか」という視点をもち，批判的に考え

ることができるようになってほしい。そしてまた，子

どもからの批判も受け止めて対応できる力量をもった

教員になってほしいと願っています。

イラスト　ひらた  ゆうこ http://rakugakiya-yh.com
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育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
づ
く
り
に
携
わ
っ
て
い
る
地
域
の
先

生
方
と
一
緒
に
、
小
中
学
校
の
全
教
科
の
学
習
指
導
要

領
を
見
て
、
津
波
・
地
震
な
ら
、こ
の
項
目
と
関
連
で
き

る
な
と
、
各
教
科
の
教
え
る
内
容
に
遡
っ
て
チ
ェ
ッ
ク

し
ま
し
た
。
改
め
て
防
災
教
育
と
い
う
授
業
時
間
を
と

ら
な
く
て
も
、教
え
る
教
員
側
に
そ
の
意
識
が
あ
れ
ば
、

小
１
か
ら
中
３
ま
で
、教
え
る
時
間
は
相
当
あ
り
ま
す
。

今
、
最
も
懸
念
し
て
い
る
こ
と
は
、
震
災
か
ら
２
年

近
く
経
っ
て
、
も
う
防
災
に
対
す
る
意
識
が
冷
め
て
き

て
い
る
感
が
あ
る
な
か
、
学
校
で
先
生
た
ち
が
が
ん

ば
っ
て
教
え
て
も
、
大
人
の
行
動
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ

る
と
、
子
ど
も
は
す
ぐ
や
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
学
校
で
、「
避
難
勧
告
が
出
た
ら
逃
げ
ろ
、
何
も

な
け
れ
ば
、
よ
か
っ
た
ね
と
家
に
帰
れ
ば
い
い
」
と
教

え
て
い
て
も
、
家
庭
で
は
、「
ど
う
せ
何
も
起
こ
ら
な

い
か
ら
逃
げ
な
く
て
い
い
」
と
か
「
何
も
な
か
っ
た
か

ら
逃
げ
て
損
し
た
」
と
文
句
を
言
う
。
こ
う
い
う
状
況

だ
と
、
子
ど
も
は
、
学
校
で
や
っ
て
い
る
こ
と
は
現
実

的
で
な
い
と
考
え
て
、
学
校
の
外
に
出
た
瞬
間
に
や
ら

な
く
な
る
の
は
目
に
見
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
学

校
と
地
域
や
家
庭
と
の
連
携
が
大
事
な
ん
で
す
。

津
波
防
災
教
育
に
取
り
組
ん
だ
釜
石
で
は
、
子
ど
も

に
教
え
る
こ
と
で
、保
護
者
を
巻
き
込
ん
で
、地
域
全
体

に
取
り
組
み
を
広
げ
て
い
き
ま
し
た
。
学
校
で
教
わ
っ

た
こ
と
を
、
卒
業
し
た
子
ど
も
が
継
続
で
き
る
社
会
に

し
て
い
く
こ
と
が
、
防
災
教
育
の
目
的
で
す
。
防
災
を

一
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
地
域
や
家
庭
と
の
関
係
を

つ
く
っ
て
い
く
こ
と
も
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

◆巻頭インタビュー，鴻上尚史さんの「三つの輪の言葉」は，指導者たる教師が身につけてほし
いものであり，研究会などで大いに話題にしていきたい。（埼玉県　斉藤宥雄）◆教職員提案制
度から生まれた「ふるさと松山学」の実践は，我々教育関係者への贈り物ではないでしょうか。
松山市の小中学生が，テキストと実際の史跡，句碑などをうまく活用しながら，笑顔で郷土を学
習している様子が手に取るようにわかります。（北海道　飛鷹保葊）◆京都市立下京中学校の体
験・探求学習「京都学」，愛媛県松山市の「松山学」など，教材や学びを地域（故郷）に向けて
いる，こういう傾向はとてもよいものと感じました。寺田美弥教諭の伝え合う活動の実践，杉本
陽子教諭の教具開発にも感銘を受けました。このような先生方が学校現場におられることに，日
本の教育のすばらしさがあるのだと，改めて感じた次第です。（茨城県　Ｒ・Ｔ）

前号について寄せられたご感想です。Educo Salon

防
災
教
育
で
子
ど
も
を
ど
う
育
て
る
か

東
日
本
大
震
災
の
後
、
防
災
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

づ
く
り
の
依
頼
が
非
常
に
た
く
さ
ん
来
ま
し
た
。
し
か

し
、
学
校
の
先
生
方
と
話
し
て
い
る
と
、「
学
校
で
災

害
が
起
き
た
と
き
に
、
子
ど
も
た
ち
を
ど
う
守
る
か
」

に
視
点
が
集
中
し
て
い
る
ん
で
す
。
避
難
計
画
と
防
災

教
育
は
、
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
す
。
学
校
で
子
ど
も

を
ど
う
逃
が
す
か
と
い
う
避
難
計
画
は
、
先
生
方
で
学

校
の
危
険
性
と
周
辺
の
様
子
を
踏
ま
え
て
計
画
を
立

て
、
子
ど
も
が
動
け
る
よ
う
に
訓
練
す
れ
ば
解
決
し
ま

す
。
目
を
向
け
る
べ
き
な
の
は
、
義
務
教
育
の
中
で
、

ど
う
い
う
順
番
で
何
を
教
え
、
ど
う
い
う
子
ど
も
に

な
っ
て
ほ
し
い
か
と
い
う
観
点
で
す
。

現
状
は
、
防
災
や
教
育
、
地
震
な
ど
の
事
象
の
専
門

家
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を

行
っ
て
い
て
、
防
災
教
育
で
子
ど
も
に
何
を
身
に
つ
け

さ
せ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
、ば
ら
ば
ら
な
ん
で
す
ね
。

私
た
ち
は
、
自
然
現
象
や
避
難
の
仕
方
を
教
え
る
に
と

ど
ま
ら
な
い
、
も
っ
と
上
位
の
概
念
が
必
要
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。
子
ど
も
が
学
校
に
い
な
い
と
き
に
も
ち
ゃ

ん
と
逃
げ
ら
れ
る
か
、
も
っ
と
言
え
ば
、
長
い
人
生
で
、

ど
こ
で
ど
ん
な
災
害
に
遭
っ
て
も
、
し
っ
か
り
逃
げ
ら

れ
る
人
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

地
域
に
住
ま
う
「
作
法
」
を
学
ぶ

防
災
教
育
に
お
い
て
最
も
大
切
だ
と
考
え
る
の
は
、

姿
勢
の
部
分
で
す
。
自
然
と
人
間
社
会
の
か
か
わ
り
方

を
理
解
し
、
そ
の
地
域
に
住
ま
う
姿
勢
を
教
え
て
い
く

こ
と
が
防
災
教
育
だ
と
い
う
捉
え
方
で
す
。「
脅
し
の

防
災
教
育
」
は
よ
く
な
い
。「
郷
土
を
愛
す
る
」
と
い

う
観
点
が
多
く
の
授
業
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の

に
、
防
災
教
育
で
、
こ
の
地
区
は
近
い
う
ち
に
水
浸
し

だ
と
か
、
こ
ん
な
に
危
険
だ
と
い
っ
た
こ
と
し
か
教
え

な
か
っ
た
ら
、
子
ど
も
は
そ
こ
に
住
む
の
が
嫌
に
な
り

ま
す
よ
ね
。

こ
の
地
域
で
は
、
自
然
か
ら
こ
ん
な
恵
み
を
受
け
て

い
る
か
ら
こ
そ
生
活
が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の

地
域
が
好
き
に
な
る
。
恵
み
多
い
地
域
だ
か
ら
こ
そ
、

こ
こ
に
住
ま
い
続
け
る
の
だ
っ
た
ら
、
起
こ
る
可
能
性

が
ゼ
ロ
で
は
な
い
災
害
の
や
り
過
ご
し
方
も
ち
ゃ
ん
と

勉
強
し
よ
う
、そ
れ
が
こ
の
地
域
に
住
ま
う
お
作
法
だ
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

防
災
教
育
は
学
校
の
中
だ
け
の
も
の
で
は
な
い

各
地
で
い
つ
も
言
わ
れ
る
の
が
、「
防
災
教
育
に
割

く
時
間
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
、
防
災
教

か
な
い
　
ま
さ
の
ぶ
　
１
９
７
６
年
生
ま
れ
。
工
学
博
士
。
群
馬
大
学
・

片
田
敏
孝
教
授
と
と
も
に
、
全
国
各
地
の
防
災
計
画
策
定
や
防
災
教
育
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
づ
く
り
に
取
り
組
む
。
釜
石
市
で
の
津
波
防
災
教
育
は
、
東

日
本
大
震
災
に
お
け
る
小
中
学
生
の
適
切
な
避
難
行
動
に
つ
な
が
っ
た
。

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

群
馬
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科

広
域
首
都
圏
防
災
セ
ン
タ
ー
　
准
教
授

　
金
井  

昌
信 

さ
ん

ほ
っ
と
な

出
会
い

群
馬
大
学　

災
害
社
会
工
学
研
究
室

http://dsel.ce.gunm
a-u.ac.jp/index.htm

l

釜
石
市
・
尾
鷲
市
の
防
災
教
育
の
手
引
き
・
各
教
科
へ

の
防
災
教
育
の
取
り
込
み
例
な
ど
が
見
ら
れ
ま
す
。
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