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Intervi ew

子どもの頃に覚えた歌の意味が
大人になってわかる。
その時，震えるほど感動するんです。
舞台音楽家・作曲家　　宮

みや

川
がわ

　彬
あき

良
ら

さん

扱
う
時
間
が
短
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
と
聞
く

ん
で
す
が
、
実
に
も
っ
た
い
な
い
。
そ
の

時
に
は
歌
詞
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
て

も
、
と
り
あ
え
ず
覚
え
て
お
く
こ
と
は
す

ご
く
大
切
だ
と
思
う
。
山
田
耕
筰
や
中
山

晋
平
の
メ
ロ
デ
ィ
に
の
せ
た
北
原
白
秋
、

野
口
雨
情
、
三
木
露
風
な
ど
の
詩
は
、
子

ど
も
の
頃
に
、
自
分
の
中
に
い
っ
た
ん
入

れ
て
お
く
べ
き
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。

大
人
に
な
っ
て
思
い
出
し
て
、
歌
詞
の
意

味
が
わ
か
っ
た
時
に
、
震
え
る
ほ
ど
感
動

す
る
。
そ
の
こ
と
に
、
ど
れ
だ
け
価
値
が

あ
る
か
。

以
前
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
ク
イ
ン
テ
ッ
ト
」

と
い
う
音
楽
番
組
で
、「
赤

※

と
ん
ぼ
」
を

取
り
上
げ
て
劇
を
作
り
、
曲
を
ア
レ
ン
ジ

し
て
演
奏
し
ま
し
た
。
こ
の
詩
に
た
ど
り

舞
台
音
楽
家
と
し
て
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
や

オ
ペ
ラ
の
台
本
に
音
を
つ
け
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
ね
。

僕
は
、
か
な
り
「
言
葉
」
に
は
う
る
さ

い
ん
で
す
。
作
曲
し
た
「
マ
ツ
ケ
ン
サ
ン

バ
Ⅱ
」
も
そ
う
で
す
が
、
歌
詞
や
せ
り
ふ

に
曲
を
つ
け
る
時
に
は
、
自
然
な
イ
ン
ト

ネ
ー
シ
ョ
ン
や
言
葉
の
区
切
り
に
な
る
こ

と
に
い
ち
ば
ん
気
を
つ
か
い
ま
す
。

例
え
ば
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
で
「
あ
す
の

朝
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
と
し
ま
す
。

そ
こ
で
、
音
楽
と
言
葉
の
イ
ン
ト
ネ
ー

シ
ョ
ン
が
合
っ
て
い
な
い
と
、
言
葉
を
判

別
し
よ
う
と
、
脳
が
考
え
る
モ
ー
ド
に
な

り
ま
す
。
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
は
情
報
の
嵐
。

歌
詞
を
聴
い
て
、
思
考
を
始
め
て
し
ま
う

と
、
そ
こ
で
鑑
賞
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
、
舞

台
に
つ
い
て
い
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

感
覚
で
ど
っ
ぷ
り
つ
か
っ
て
も
ら
わ
な
い

と
お
も
し
ろ
く
な
い
の
に
、
で
す
。
だ
か

ら
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
世
界
に
浸
れ
る
よ

う
に
、
普
通
に
見
て
い
て
心
を
奪
わ
れ
る

よ
う
に
、
音
楽
を
作
っ
て
い
る
ん
で
す
。

テ
レ
ビ
番
組
や
コ
ン
サ
ー
ト
で
、
童
謡
や

古
典
を
よ
く
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。

音
楽
の
授
業
で
、
言
葉
が
難
し
い
、
時

代
背
景
が
古
く
て
わ
か
り
に
く
い
、
子
ど

も
に
受
け
な
い
と
い
っ
て
、
童
謡
を
取
り

着
く
た
め
に
、
ど
こ
に
ど

ん
な
芝
居
を
入
れ
て
、
ど

ん
な
せ
り
ふ
を
入
れ
、
ど

ん
な
ア
レ
ン
ジ
を
し
て
い

く
か
。「
赤
と
ん
ぼ
」と
は
、

ど
う
い
う
歌
な
の
か
、
改

め
て
じ
っ
く
り
歌
詞
を
読

ん
で
み
ま
し
た
。

赤
と
ん
ぼ
を
「
負
わ
れ

て
見
る
」
の
は
、
自
分
。

人
の
背
中
で「
見
」た「
赤

と
ん
ぼ
」。「
山
の
畑
の
桑

の
実
を
小
籠
に
摘
ん
だ
」
の
は
誰
？ 

自

分
は
負
わ
れ
て
い
て
摘
め
な
い
ん
だ
か

ら
、
負
ぶ
っ
て
い
る
「
ね
え
や
」
が
摘
ん

だ
ん
だ
と
わ
か
る
。
そ
し
て
、「
ね
え
や

は
嫁
に
行
」
っ
た
。
も
う
消
息
は
わ
か
ら

な
い
。
負
ぶ
わ
れ
て
い
る
、
こ
こ
に
何
が

あ
る
か
。
背
中
の
温
度
が
あ
る
ん
だ
。
ぬ

く
も
り
が
あ
る
。
か
す
か
な
記
憶
だ
け
れ

ど
も
、
ま
ぼ
ろ
し
で
は
な
い
。
ま
ぼ
ろ
し

「
か
」、
そ
う
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
ん

で
す
よ
ね
。
な
ぜ
な
ら
、
温
か
さ
を
覚
え

て
い
る
か
ら
。
こ
こ
で
、「
あ
っ
」
と
思
っ

た
ん
で
す
よ
。
こ
の
曲
は
、「
ぬ
く
も
り
」

の
歌
な
ん
だ
と
。

ぬ
く
も
り
と
い
う
言
葉
は
、
歌
詞
の
ど

こ
に
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
ぬ
く
も
り
と

い
う
言
葉
に
た
ど
り
着
い
た
僕
は
、
本
当

※  「赤とんぼ」…作詞：三木露風，作曲：山田耕筰
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に
う
れ
し
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
イ
ン
ト
ロ

は
こ
う
だ
、
テ
ン
ポ
は
こ
う
な
っ
て
、
こ

こ
で
お
芝
居
は
こ
う
入
れ
て
、
明
る
さ
は

こ
う
で
、
こ
う
い
う
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
と
、

一
点
の
曇
り
も
な
く
、
ぱ
ぱ
ぱ
っ
と
音
に

な
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
。

僕
は
、
歌
詞
や
曲
の
解
釈
を
い
つ
も
こ

ん
な
感
じ
で
や
っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
こ

う
や
っ
て
読
み
合
わ
せ
を
や
っ
た
り
、
実

際
に
動
い
て
み
た
り
す
る
と
、
深
く
想
像

で
き
る
ん
で
す
ね
。
僕
は
40
代
に
な
っ
て

初
め
て
、「
赤
と
ん
ぼ
」
の
曲
の
意
味
が
、

「
あ
な
た
の
ぬ
く
も
り
を
覚
え
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
だ
と
わ
か
っ
た
。
よ
く
知
っ

て
い
る
曲
が
、
実
は
そ
う
い
う
意
味
だ
と

わ
か
っ
た
！ 

こ
れ
が
音
楽
を
や
っ
て
い

て
、
い
ち
ば
ん
感
動
す
る
瞬
間
で
す
よ
。

各
地
で
楽
し
い
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
さ

れ
、
多
く
の
世
代
か
ら
人
気
を
集
め
て
い

ま
す
。

コ
ン
サ
ー
ト
で
見
せ
た
い
も
の
は
、
僕

の
中
に
何
十
年
も
ず
っ
と
あ
っ
た
も
の
な

ん
で
す
。
子
ど
も
た
ち
に
も
、
も
ち
ろ
ん

先
生
に
も
、
ラ
イ
ブ
の
舞
台
を
、
ぜ
ひ
見

て
、
聴
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
ラ
イ

ブ
は
、一
音
一
音
が
そ
の
場
限
り
の
も
の
。

そ
れ
を
観
客
に
ぶ
つ
け
る
わ
け
で
す
。
生

身
の
芸
術
を
体
感
し
て
も
ら
え
た
ら
、
本

当
に
う
れ
し
い
で
す
ね
。
僕
の
ア
イ
デ
ィ

ア
が
授
業
で
使
え
る
な
ら
、先
生
が
た
は
、

ど
ん
ど
ん
使
っ
て
く
だ
さ
い
（
笑
）。

最
近
、
楽
団
や
文
化
団
体
が
「
も
う
け

て
い
な
い
」
と
、
補
助
金
を
カ
ッ
ト
さ
れ

た
り
、
存
続
の
危
機
に
立
っ
た
り
し
て
い

る
ケ
ー
ス
を
多
く
見
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
経
営
努
力
は
必
要
で
す
。
た
だ
、「
文

化
」
そ
れ
自
体
は
、
お
金
を
生
ま
な
い
も

の
。「
も
う
け
る
」こ
と
が
で
き
る
の
は「
文

明
」
な
ん
で
す
。
奏
で
る
音
楽
、
立
ち
居

振
る
舞
い
と
か
息
遣
い
、
お
花
を
生
け
る

時
の
角
度
と
か
は
文
化
だ
け
ど
、
そ
れ
そ

の
も
の
は
、も
う
け
を
生
ま
な
い
。
た
だ
、

教
え
た
り
、
入
場
料
を
と
っ
た
り
、
Ｃ
Ｄ

に
し
て
販
売
す
る
こ
と
が
お
金
に
な
る
。

文
化
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
文
明
が

生
ま
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
文
化
は
文
明

の
母
な
ん
で
す
。
も
と
も
と
の
文
化
の
部

分
が
熱
く
な
い
と
、
文
明
も
繁
栄
し
な
い

ん
で
す
よ
。

文
化
と
文
明
、
言
葉
が
す
り
替
え
ら
れ

て
い
る
か
ら
、
文
化
が
な
い
が
し
ろ
に
さ

れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
、
僕
も
最
初
は
気

づ
い
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
文
化
の

こ
れ
か
ら
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
込
み

ま
し
た
。
そ
し
て
、今
、多
く
の
人
が
思
っ

て
い
る
「
文
化
」
は
、
本
当
は
「
文
明
」

の
ほ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
。

「
母
」
た
る
「
文
化
」
を
見
失
わ
な
い
よ

う
に
し
な
い
と
い
け
な
い
ん
で
す
。

多
く
の
プ
ロ
や
ア
マ
チ
ュ
ア
の
楽
団
で
指

揮
・
指
導
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

指
揮
を
す
る
時
、
プ
ロ
の
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
と
、
ア
マ
チ
ュ
ア
、
子
ど
も
の
楽
団
へ

の
僕
の
姿
勢
は
、
全
く
一
緒
で
す
。
技
術

の
違
い
や
仕
上
が
る
ま
で
の
時
間
の
差
は

当
然
あ
る
け
れ
ど
、
僕
が
求
め
る
の
は
、

熱
っ
ぽ
い
か
ど
う
か
、
能
動
的
か
ど
う
か

で
す
。
言
わ
れ
た
と
お
り
に
す
る
だ
け

じ
ゃ
な
く
て
、僕
の
指
示
を
読
み
取
っ
て
、

能
動
的
に
ど
う
や
っ
て
く
る
か
と
い
う
こ

と
を
大
事
に
し
た
い
。
赤
上
げ
て
、
白
上

げ
て
、
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
、
言
わ
れ
た
と

お
り
に
従
え
と
か
、「
そ
れ
は
違
う
！
」

と
頭
ご
な
し
に
決
め
つ
け
る
の
は
嫌
な
ん

で
す
。
指
揮
者
が
振
っ
た
と
お
り
に
つ
い

て
こ
い
、
で
は
な
く
、
楽
し
ん
で
い
る
か
、

信
頼
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
で
す
。
楽
し

み
を
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
な
と
思
っ
た

時
に
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
楽
し
い
ん

じ
ゃ
な
い
の
、
ど
う
な
の
、
と
聞
く
。
僕

は
こ
う
い
う
つ
も
り
で
作
っ
た
ん
だ
け

ど
、
み
ん
な
は
違
う
の
か
な
、
と
か
。
演

奏
者
に
は
、
僕
の
意
図
や
曲
の
意
味
を
、

い
ろ
い
ろ
考
え
て
、
僕
と
同
じ
チ
ー
ム
の

メ
ン
バ
ー
と
し
て
演
奏
し
て
も
ら
い
た
い
。

ア
マ
チ
ュ
ア
の
楽
団
だ
と
、
上
手
で
な

い
と
こ
ろ
も
多
々
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど

も
、
そ
こ
を
無
理
に
揃
え
よ
う
と
は
思
わ

な
い
。
観
客
に
、
演
奏
者
の
き
ら
き
ら
し

た
目
、
命
そ
の
も
の
を
見
て
ほ
し
い
。
音

楽
は
、
戦
場
で
も
、
被
災
地
で
も
、
い
つ

で
も
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
娯
楽
で
す
。
世

界
で
、
生
ま
れ
も
育
ち
も
宗
教
も
容
姿
も

違
う
な
か
で
、み
ん
な
の
共
通
点
は
、「
今
、

生
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。

そ
の
命
を
目
ざ
し
て
、
曲
を
作
り
、
演
奏

を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

P
R
O
F
I
L
E

１
９
６
１
年
東
京
生
ま
れ
。
「
宇
宙
戦
艦
ヤ
マ
ト
」
な
ど

を
作
曲
し
た
宮
川
泰
は
父
。
東
京
藝
術
大
学
在
学
中
よ

り
、
舞
台
音
楽
家
と
し
て
多
く
の
シ
ョ
ー
や
ミ
ュ
ー
ジ
カ

ル
を
手
が
け
る
。
２
０
０
４
年
に
は
「
マ
ツ
ケ
ン
サ
ン
バ

Ⅱ
」
が
ヒ
ッ
ト
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ-

Ｅ
テ
レ
「
ク
イ
ン
テ
ッ
ト
」
Ｎ

Ｈ
Ｋ-

Ｂ
Ｓ
２
「
ど
れ
み
ふ
ぁ
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
な
ど
の

音
楽
を
担
当
、
出
演
。
新
日
本
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
の

「
コ
ン
チ
ェ
ル
タ
ン
テ
Ⅱ
」
、「
未
来
の
音
楽
授
業
！
ア
キ

ラ
塾
」
な
ど
、
コ
ン
サ
ー
ト
活
動
で
は
、
自
身
で
作
曲
、

編
曲
、
指
揮
、
ピ
ア
ノ
演
奏
、
解
説
を
行
う
。
２
０
１
４

年
よ
り
大
阪
市
音
楽
団
の
音
楽
監
督
を
務
め
る
。
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の
学
習
で
は
、
こ
の
よ
う
な
、
数
や
計
算
の
お
も
し

ろ
い
き
ま
り
に
着
目
す
る
機
会
が
た
び
た
び
あ
る
。

Ｂ
1
の
問
題
で
は
、１
～
３
を
か
け
る
計
算
を
し
て
、

乗
数
が
３
の
と
き
の
積
が
１
１
１
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
時
点
で
、「
こ
の
よ
う
に
積
が
同
数
の
並
び

に
な
る
こ
と
が
他
に
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う

課
題
意
識
が
芽
生
え
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
し
っ

か
り
受
け
止
め
て
、
教
室
全
体
の
課
題
と
な
る
よ
う

に
展
開
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
さ
ら
に
、「
も
し

あ
る
と
し
た
ら
、
次
は
い
く
つ
を
か
け
る
場
合
だ
ろ

う
か
」
と
、
考
察
す
る
課
題
を
明
確
に
し
て
い
き
、

見
通
し
を
持
っ
て
取
り
組
め
る
よ
う
に
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
３
、６
、９
…
（
３
の
倍
数
）

と
い
う
数
値
を
発
見
し
た
ら
、「
な
ぜ
そ
う
な
る
の

か
」
は
、
子
ど
も
自
身
の
課
題
と
し
て
、
お
の
ず
と

意
識
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

条
件
と
結
論
を
明
確
に
し
て

問
題
に
取
り
組
む
よ
う
に
す
る

問
題
が
明
確
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う

平
成
26
年
度
の
調
査
結
果
に
見
る
課
題

平
成
26
年
度
の
全
国
・
学
力
学
習
状
況
調
査
の
結

果
が
８
月
25
日
に
公
表
さ
れ
た
。
課
題
と
し
て
は
、

次
の
よ
う
な
事
柄
が
示
さ
れ
て
い
る
。

①
図
を
観
察
し
て
数
量
の
関
係
を
理
解
し
た
り
、
数

量
の
関
係
を
表
現
し
て
い
る
図
を
解
釈
し
た
り
す

る
こ
と

②
根
拠
と
な
る
事
柄
を
過
不
足
な
く
示
し
、
判
断
の

理
由
を
説
明
す
る
こ
と
（
改
善
の
状
況
が
見
ら
れ

る
設
問
も
あ
る
が
依
然
と
し
て
課
題
が
あ
る
）

ま
た
、
調
査
報
告
書
で
は
、
設
問
ご
と
に
、
結
果

か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
課
題
と
、
課
題
の
改
善
に
向
け

た
学
習
指
導
の
工
夫
の
視
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。

主
な
も
の
を
挙
げ
て
み
る
。

・
基
準
量
と
比
較
量
の
関
係
を
的
確
に
捉
え
て
、
演

算
決
定
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

・
情
報
を
図
の
中
に
整
理
し
て
表
し
、
解
決
の
筋
道

を
立
て
る

・
問
題
の
解
決
に
必
要
な
情
報
を
選
択
し
、
根
拠
と

な
る
事
実
を
関
連
づ
け
る
こ
と
で
、
解
決
の
方
法

や
判
断
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る

・
解
決
し
た
結
果
や
判
断
し
た
こ
と
を
振
り
返
っ
て

確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

現
在
の
教
育
は
、「
生
き
る
力
」
の
育
成
を
基
本

理
念
と
し
て
い
る
。「
生
き
る
力
」
は
、
主
体
的
な

問
題
解
決
の
能
力
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
。そ
し
て
、

「
生
き
る
力
」
と
し
て
の
問
題
解
決
は
、「
自
ら
課
題

を
見
つ
け
る
」「
自
ら
学
ぶ
」「
自
ら
考
え
、判
断
し
、

行
動
す
る
」「
よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す
る
」
活
動

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
能
力
を
育
て
る
授
業
を
つ

く
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

自
ら
課
題
を
見
つ
け
る
こ
と
を
重
視
す
る

平
成
26
年
度
調
査
問
題
の
Ｂ
1
を
例
に
す
る
。

こ
の
問
題
で
は
、
37
に
３
の
倍
数
を
か
け
た
と
き

の
積
が
、37

×3

＝111

の
よ
う
に
、
各
位
の
数

が
同
じ
に
な
る
と
い
う
き
ま
り
を
基
に
し
た
計
算
の

工
夫
の
方
法
を
、
式
や
言
葉
で
説
明
す
る
。
算
数
科

小
学
校
算
数
の
調
査
結
果
を
受
け
た

学
力
向
上
へ
の
取
り
組
み

帝京大学客員教授

葊田　敬一
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結
論
を
得
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
見
通
し
が
立
て
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
文
章
題
な
ど
に
取
り
組
む
と
き

は
、「
聞
い
て
い
る
こ
と
」に
印
を
つ
け
る
な
ど
し
て
、

求
答
事
項
を
明
確
に
す
る
。
次
に
、
そ
の
問
い
に
答

え
る
た
め
、「
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
」
は
何
か
を
明

確
に
す
る
。
条
件
に
印
を
つ
け
た
り
、
文
章
に
合
わ

せ
て
操
作
し
た
り
図
に
表
し
た
り
す
る
。
そ
の
意
味

で
、
文
章
題
の
解
決
の
た
め
に
、
文
章
の
内
容
を
図

に
表
し
た
り
、
図
か
ら
数
量
の
関
係
を
読
み
取
っ
た

り
す
る
活
動
が
大
切
で
あ
る
。

例
え
ば
、
１
年
で
扱
う
「
８
＋
７
」
の
よ
う
な
た

し
算
で
は
、
文
章
に
合
わ
せ
た
図
は
、
個
数
が
８
と

７
の
図
で
あ
り
、
８
＋
７
の
結
果
を
表
す
図
は
10
と

５
の
図
で
あ
る
。
こ
の
計
算
の
仕
方
の
説
明
と
は
、

こ
の
二
つ
の
図
を
つ
な
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

８
と
７
と
い
う
二
つ
の
数
を
、
10
と
５
に
す
る
た
め

に
、ど
う
し
た
ら
よ
い
か
（
ど
ん
な
操
作
を
す
る
か
）

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
筋
道

を
、
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
の
具
体
物
の
操
作
や
図
を
用
い

て
、
順
序
よ
く
表
現
す
る
こ
と
の
指
導
は
、
１
年
生

か
ら
扱
う
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

平
成
26
年
度
の
問
題
Ｂ
3
（
１
）
に
つ
い
て
、
板

書
例
を
示
し
な
が
ら
の
解
説
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
な

ど
も
参
考
に
し
た
い
。

問
題
解
決
の
過
程
に
お
け
る

自
己
評
価
の
活
動
を
重
視
す
る

問
題
解
決
を
主
体
的
に
行
う
た
め
に
は
、
問
題
解

決
の
過
程
で
、
自
己
の
活
動
が
問
い
に
正
対
し
た
活

動
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
評
価
で
き
る
力
が
必

要
で
あ
る
。
求
め
た
結
果
が
、
最
初
の
問
題
に
合
っ

て
い
る
か
ど
う
か
を
考
え
た
り
、
自
分
の
方
法
が
当

該
の
問
題
の
解
決
に
対
し
て
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か

を
確
認
し
た
り
し
て
、
修
正
し
た
り
納
得
し
て
自
信

を
深
め
た
り
す
る
。

２
年
で
、「
り
ん
ご
が
何
こ
か
あ
り
ま
し
た
。
８

こ
あ
げ
た
の
で
、
の
こ
り
が
18
こ
に
な
り
ま
し
た
。

は
じ
め
に
り
ん
ご
は
何
こ
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。」

と
い
う
逆
思
考
の
問
題
を
解
決
す
る
と
き
、「
あ
げ

た
」
と
い
う
ひ
き
算
の
文
言
に
着
目
し
て
、18-8

＝10
と
立
式
し
て
、

答
え
が
10
個
と
考
え
る

こ
と
が
あ
る
。
問
題
文

に
戻
っ
て
、「
り
ん
ご

が
10
個
あ
っ
て
、
８
個

あ
げ
た
と
き
」
を
考
え

る
と
、「
残
り
は
18
個

に
は
な
ら
な
い
」
と
誤

り
に
気
づ
く
こ
と
が
で

き
る
。
そ
こ
で
、
文
章

の
内
容
を
図
な
ど
に
表

現
し
て
数
量
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
学
習
す
る
こ
と
に
な
る
。

平
成
26
年
度
の
問
題
Ｂ
5
（
１
）
に
つ
い
て
、
こ

の
よ
う
な
振
り
返
り
（
自
己
評
価
）
の
活
動
が
大
切

で
あ
る
こ
と
を
、
板
書
例
を
示
し
な
が
ら
解
説
し
て

い
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
す
る

発
表
・
検
討
の
場

面
で
は
、
何
を
発
表

さ
せ
る
か
を
吟
味
し

て
、
検
討
の
対
象
と

し
た
情
報
に
つ
い
て
、

意
味
を
読
み
取
っ
た

り
、
読
み
取
っ
た
こ

と
を
説
明
し
た
り
す

る
展
開
を
工
夫
し
た

い
。
例
え
ば
、
４
年

の
複
合
図
形
の
求
積

の
学
習
で
、
図
だ
け

を
発
表
さ
せ
て
、
他
の
子
に
式
を
考
え
さ
せ
た
り
、

式
だ
け
を
発
表
さ
せ
て
、
他
の
子
に
図
を
考
え
さ
せ

た
り
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
問
題
が
解
決
で
き
た
後
、
自
分
の
や
っ
た

方
法
以
外
の
方
法
で
解
決
し
た
り
、
ま
と
め
に
取
り

上
げ
た
代
表
的
な
方
法
で
解
決
し
た
り
す
る
こ
と

で
、
自
分
の
考
え
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
し
た
り
、

自
分
以
外
の
考
え
の
よ
さ
を
体
験
的
に
味
わ
っ
た
り

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（�

三
）
実
践
の
成
果
と
課
題
を
、
全
員
が
共
有
で
き

る
方
策
を
講
じ
る
こ
と
。

国
語
Ｂ
問
題
が
全
国
正
答
率
を
下
回
っ
た
当
校
の

児
童
の
課
題
は
、前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
特
に
、

文
章
の
大
事
な
言
葉
や
文
は
書
き
抜
く
こ
と
は
で
き

て
も
、
そ
れ
ら
を
目
的
や
必
要
に
応
じ
、
引
用
し
た

り
要
約
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
弱
点
が
見
ら
れ
た
。

そ
の
課
題
解
決
に
向
け
て
の
方
策
を
、
教
師
側
と
児

童
側
の
両
面
か
ら
講
じ
た
。

教
師
は
、
評
価
テ
ス
ト
（
児
童
に
は
、「
巻
南
☆

国
語
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
テ
ス
ト
」
と
し
て
示
し
た
）
の

作
成
と
、
そ
の
結
果
に
よ
る
授
業
の
検
証
を
行
う
。

児
童
は
、
学
習
の
振
り
返
り
を
行
う
。

な
ぜ
、
市
販
の
テ
ス
ト
を
使
わ
な
か
っ
た
の
か
。

Ｂ
問
題
に
つ
な
が
る
単
元
テ
ス
ト
で
は
、
教
科
書
と

ま
っ
た
く
同
じ
文
が
提
示
さ
れ
、「
工
夫
し
て
い
る

と
こ
ろ
は
ど
こ
か
。」「
書
き
手
の
意
見
が
書
か
れ
て

い
る
段
落
は
ど
こ
か
。」
と
い
う
傾
向
の
問
題
が
多

い
。
つ
ま
り
、
授
業
で
や
っ
た
こ
と
を
暗
記
し
て
い

れ
ば
、
ほ
ぼ
解
答
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、

当
校
の
児
童
の
課
題
を
解
決
す
る
に
は
至
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
市
販
の
テ
ス
ト
で
は
計
れ
な
い
思
考
力
や

表
現
力
を
評
価
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
教
師
が
自
作

す
る
「
評
価
テ
ス
ト
」
に
挑
戦
し
た
の
で
あ
る
。

評
価
テ
ス
ト
の
実
際

図
２
は
、二
年
生
の
「
虫
は
道
具
を
も
っ
て
い
る
」

の
評
価
テ
ス
ト
の
解
答
例
で
あ
る
。
教
科
書
に
は
な

い
、
ダ
ン
ゴ
ム
シ
と
コ
ノ
ハ
チ
ョ
ウ
で
問
題
を
作
成

し
た
。
ダ
ン
ゴ
ム
シ
と
コ
ノ
ハ
チ
ョ
ウ
の
特
徴
を
読

校
内
研
修
で
鍛
え
合
う

「
考
え
を
も
ち
、
学
び
合
う
子
ど
も
の
育
成
」

～
自
分
な
り
の
考
え
を
も
ち
、

表
現
で
き
る
国
語
学
習
を
目
指
し
て
～

「
子
ど
も
た
ち
に
学
力
を
つ
け
る
」
た
め
に
、
地

道
な
積
み
重
ね
と
時
間
が
必
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
成
否
は
、
そ
れ
と
と
も
に
、
私
た
ち
教
師

が
、
授
業
改
善
の
た
め
の
「
鍛
え
合
う
気
構
え
」
を

持
っ
て
い
る
か
、
持
ち
続
け
ら
れ
る
か
に
も
か
か
っ

て
い
る
。

当
校
は
、
新
潟
市
の
中
心
部
か
ら
車
で
四
十
分
ほ

ど
の
農
村
部
に
位
置
し
、
子
ど
も
た
ち
は
保
護
者
や

地
域
か
ら
温
か
く
見
守
ら
れ
、
素
直
で
朗
ら
か
で
あ

る
。反
面
、現
状
に
満
足
し
て
い
る
傾
向
が
強
く
、「
考

え
を
自
分
の
言
葉
で
整
理
し
、
話
し
た
り
書
い
た
り

発
表
し
た
り
す
る
」
こ
と
を
苦
手
と
し
て
い
る
。

こ
の
姿
は
、
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
の
結
果

に
は
っ
き
り
表
れ
て
い
る
（
図
１
）。
そ
れ
を
改
善

す
べ
く
講
じ
て
き
た
手
立
て
に
、
成
果
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
当

校
の
教
師
集
団
が
、
文

部
科
学
省
の
「
確
か
な

学
力
の
育
成
に
係
る
実

践
的
調
査
研
究
校
」
と

し
て
指
定
さ
れ
た
こ
と

を
機
に
、
新
た
な
視
点

で
授
業
改
善
に
取
り
組

み
始
め
た
の
で
あ
る
。

そ
の
中
心
と
な
っ
た

の
が
、「
い
の
ち
」
を
柱
と
し
た
三
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
（
い
き
い
き
生
活
・
の
ば
そ
う
学
力
・
ち
か
ら

強
い
身
体
）
の
一
つ
で
あ
る
、「
の
ば
そ
う
学
力
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
あ
る
。

「
の
ば
そ
う
学
力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
主
任
に
は
、

次
の
三
点
を
課
し
、
実
践
を
始
め
た
。

（�

一
）
課
題
解
決
の
方
策
を
「
教
師
」
と
「
児
童
」

の
二
つ
の
側
面
か
ら
考
え
実
践
す
る
こ
と
。

（�

二
）
校
内
研
修
、
特
に
、
協
議
会
は
鍛
え
合
う
場

に
な
る
よ
う
企
画
・
運
営
す
る
こ
と
。

新潟市立巻南小学校
校長　宮川　由美子

調
査
の
結
果
・
分
析
を

「
生
き
た
学
力
」に
つ
な
げ
る
た
め
に

国語A

国語B

算数A

算数B

全国 新潟市 巻南小

77.3

41.4

81.1

45.0

80.7

46.4

85.0

47.4

国語B問題が，全国正解率を下回った
※（　）は全国比

80.3

41.2

87.9

50.6

（＋3.0）

（－0.2）

（＋6.8）

（＋5.6）

【図 1】本校の全国学力調査の結果（H24）
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み
取
ら
せ
た
後
、「
あ

な
た
な
ら
虫
の
体
を

か
り
て
何
を
し
て
み

た
い
か
」と
問
う
た
。

こ
の
問
題
を
解
く
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
虫

の
特
徴
を
し
っ
か
り

読
み
取
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

こ
の
児
童
は
、「
敵

が
い
た
ら
、
茶
色
い

葉
っ
ぱ
を
見
つ
け
て
羽
を
と
じ
る
」
と
書
き
、
自
分

で
し
て
み
た
い
こ
と
を
コ
ノ
ハ
チ
ョ
ウ
の
羽
の
特
徴

か
ら
想
像
し
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
本
単
元
で

教
師
が
ね
ら
っ
た
記
述
で
あ
る
。

図
３
は
、
六
年
生
の
「
新
聞
の
投
書
を
読
み
比
べ

よ
う
」
の
評
価
テ
ス
ト
の
解
答
例
で
あ
る
。
六
年
生

で
話
題
に
な
っ
て
い
た
「
筆
入
れ
の
中
身
」
に
つ
い

て
、
教
師
が
投
書
と
い
う
形
で
意
見
を
書
き
、
問
題

文
と
し
た
。
Ｂ
問
題
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
、
高
学

年
に
は
、
字
数
の
条
件
を
つ
け
て
書
か
せ
て
い
る
。

投
書
の
中
か
ら
読
み
手
を
説
得
す
る
た
め
の
工
夫
を

見
つ
け
、
理
由
も
書
か
せ
る
問
題
で
あ
る
。

こ
の
児
童
は
、「
実
際
に
自
分
が
経
験
し
た
こ
と

を
も
と
に
書
い
て
い
る
の
で
、
分
か
り
や
す
い
。」

と
書
い
て
お
り
、自
分
が
納
得
し
た
部
分
を
「
工
夫
」

と
し
て
捉
え
、
決
め
ら
れ
た
字
数
で
答
え
る
こ
と
が

で
き
た
。

私
た
ち
が
挑
戦
し
た
こ
の
評
価
テ
ス
ト
を
、
福
島

大
学
（
研
究
当
時
は
新
潟
大
学
）
准
教
授
・
佐
藤
佐

敏
先
生
は
、
次
の
よ
う
に
評
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

「
授
業
で
扱
っ
た
教
材
と
同
じ
構
造
を
し
た
作
品

を
教
師
が
作
成
し
、
そ
れ
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
授
業
で
学
ん
だ
〈
コ
ツ
＝
武
器
〉
を
使
っ
て
そ

の
作
品
を
読
み
解
か
せ
て
い
る
。〈
コ
ツ
＝
武
器
〉

を
獲
得
で
き
た
子
ど
も
は
、
教
科
書
教
材
と
違
っ
た

作
品
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
〈
コ
ツ
＝
武
器
〉
を
活
用

し
て
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。」

こ
こ
で
言
う
〈
コ
ツ
＝
武
器
〉
は
思
考
方
略
の
こ

と
で
あ
り
、
教
室
を
離
れ
て
発
揮
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ

は
〈
生
き
た
学
力
〉
に
な
る
。

学
習
の
振
り
返
り
の
実
際

図
４
は
、
二
年
生
の
「
ビ
ー
バ
ー
の
大
工
事
」
の

振
り
返
り
で
あ
る
。
こ
の
日
の
授
業
の
課
題
は
、

「
ビ
ー
バ
ー
が
な
ぜ
み
ず
う
み
の
真
ん
中
に
巣
を
作

る
の
か
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
児
童
は
、「
敵
に
お
そ

わ
れ
な
い
た
め
の
安
全
な
巣
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド

を
入
れ
て
、
分
か
っ
た
こ
と
を
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て

い
る
。
こ
れ
が
本
時
を
達
成
し
た
姿
で
あ
る
。

学
習
の
振
り
返
り
は
、次
の
三
点
が
成
果
で
あ
る
。

（
一
）「
書
く
こ
と
」
へ
の
苦
手
意
識
の
軽
減
。

（
二
）「
分
か
っ
た
こ
と
、

で
き
た
こ
と
、
考
え
た

こ
と
」
な
ど
を
自
分
の

言
葉
で
表
現
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
学
び
を
実

感
し
て
い
る
。

（
三
）
振
り
返
り
を
蓄

積
す
る
こ
と
で
、
ノ
ー

ト
を
大
切
に
扱
う
よ
う

に
な
っ
た
。
結
果
と
し

て
、
学
習
が
連
続
し
て
い
っ
た
。

目
ざ
し
た
こ
と
を
や
り
抜
く
教
師
集
団

「
今
回
の
単
元
は
こ
れ
で
い
こ
う
」
と
見
通
し
を

も
っ
て
始
め
た
の
に
、
児
童
の
反
応
い
か
ん
で
は
、

「
評
価
テ
ス
ト
の
見
直
し
」を
す
る
こ
と
も
多
々
あ
っ

た
。
協
議
会
で
は
、
誰
彼
を
問
わ
ず
厳
し
い
指
摘
が

飛
び
交
い
、
時
に
は
打
ち
の
め
さ
れ
た
者
も
い
な
く

は
な
い
。し
か
し
、目
ざ
す
方
向
が
同
じ
で
あ
り
、「
全

員
で
授
業
改
善
に
取
り
組
む
」
と
い
う
姿
勢
に
、
ぶ

れ
が
生
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
教
師
一
人
一
人
が
、
研
究
授
業
が
終
了

す
る
ご
と
に
、
協
議
会
の
様
子
や
指
導
者
の
話
も
含

め
て
、「
の
ば
そ
う
学
力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
主
任
」が「
研

修
だ
よ
り
」
に
ま
と
め
、
成
果
と
課
題
を
次
時
に
つ

な
げ
た
。
教
師
版
「
振
り
返
り
」
で
あ
ろ
う
か
。

学
級
経
営
が
児
童
の
す
べ
て
の
力
の
形
成
に
つ
な

が
る
基
礎
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
学
校
経
営
が
教
師

集
団
と
し
て
改
め
て
実
感
し
て
い
る
。

【図 2】2年生の評価テストの解答例

【図 4】振り返りのノート（2年生）

【図 3】6年生の評価テストの解答例

③�投書の中から読み手を説得するための工夫を見
つけましょう。なぜそのように思ったのか，理
由も書きましょう。（80字〜 100字）
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で構成する「縦割りグループ」を軸に，児童の「自
助」「共助」の力を育てる取り組みも行った。
（2）実践の内容
○地区子供会を基本とする縦割り活動
異学年集団としての活動を行っており，高学年児
童がリーダーとなって活動内容を考え実施してい
る。仲よく遊ぶ，一緒に工作する，市内の公園「野
草園」まで一緒に歩くなど，年４回活動を行ってい
る。この活動が，同校における防災教育の基盤の一
つとなっている。
○ふるさと！チーム「長町」プロジェクト
子どもたちが地域の一員であることを自覚し，地
域のために活動する意識を高めるための取り組みで
ある。今年度は，高学年のリーダーを中心に「地域
のためにどんなことができるか」を話し合い，地域
に提案した。子どもたちから出された意見には，「お
年寄りとの交流会」「避難訓練」「あいさつ運動」「安
全マップづくり」等があった。
○ともに！ チーム「長町」プロジェクト
東日本大震災後，仙台
市立小中学校で実施して
いる「児童生徒による故
郷復興プロジェクト」の
一環として，長町中学校
と連携して立ち上げた。
地域で，あいさつ運動や募金活動を行っている。長
町中学校生徒会と長町小学校児童会が中心となり，
復興に向けて自分たちに何ができるかを考え，地域
のかたがたと協働して行っている活動である。
また，夏休みには沿岸部の被災地を訪問し，地元
の中学生や住民の方々と交流する活動を行った。さ
らに昨年 11 月には，「今，復興のためにできること」
と題したフォーラムを，長町中学校を会場として開
催し，大きな話題となった。
○地域安全マップづくり
地域の危険箇所や安全
な場所を確認し，児童の
防災意識を高めるために
行っている。事前にリー
ダーが防災対策などにつ
いて調べ，地域のかたが
たや保護者にも参加していただきながら「地域安全
マップ」を作成した。作成後，地震などの災害が発
生した際の行動や連絡の取り方，集合場所などを家
族で話し合うために「家族防災会議を開こう」カー

ドを各家庭に配布した。
（3）今後の取り組みに向けて
ふるさと！チーム「長町」プロジェクトのような
形で子どもたちの思いを地域に発信し，子ども・保
護者・地域・学校がともに活動することができれば，
地域としてのつながりが深まり，互いに顔の見える
関係を築くことができる。さらに，中学校と連携を
密にすることで，「地域・防災・復興」という視点
に立った共通の学びを体験させ，防災教育・復興教
育の充実を図っていきたい。

未来へ語り継ぐ使命を担って
　
東日本大震災から４年目を迎え，被災地で最も危
惧されているのが「風化」である。実際にM9.0 の
大地震を経験し，津波被害の壮絶さを間近に見てい
た自分たちでさえ，徐々に当時の記憶が断片化して
いることに，戸惑いと不安を感じている。
1000 年に一度と言われる大災害は，つらく厳し
い試練を私たちに強いた。かけがえのない多くの尊
い命を奪い，日々の平穏な生活を一瞬にして奪い去
った。今なお不便な仮設住宅に住んでいるかた，近
隣の学校で学んでいる子どもたち，そして，生活の
再建の厳しさに必死に立ち向かっている人たち。大
震災は，決して過去のものではない。現在も，これ
からも，長く苦しい戦いを続けていかなくてはなら
ない。
教育に携わる我々がなすべきことは，未来を担う
子どもたちに，大震災の経験を絶えることなく語り
継いでいくことである。大震災を決して負の遺産と
することなく，今度発生するであろう災害時に，生
きて働く知見としていくことが，残された我々の使
命である。これからも，教育による復興を目ざして，
長い道のりを，ともに歩み続ける覚悟である。
（宮城教育大学教育復興支援センター　副センター長　野澤令照）

＊ふるさと復興プロジェクト
東日本大震災が発生した平成 23 年度から，仙台市立小・

中・中等教育学校・高等学校・特別支援学校で，保護者，地
域，関係機関等と協力し，復興に向けて地域のために活動を
行う場面を設定し，「自助」と「共助」の力を育み，児童生
徒の社会の一員としてたくましく「生きる力」を育てること
を目的として取り組んでいるプロジェクト。「復興へ！ 学校
の力結集！」のスローガンのもと，市内各区から選ばれた小
中学生 16 名の推進委員会が中心となって企画・立案を行っ
ている。
http://www.sendai-c.ed.jp/~soudanka/H24/
seitosidou/project/index.html
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教育復興実践事例集に込められた思い

仙台市小学校長会・仙台市中学校長会・宮城教育
大学教育復興支援センターの三者の協働で制作した
教育実践事例集「明日の子どもたちのために」は，
今年３月に第２集が刊行された。
第１集は，東日本大震災か
ら２年目の平成 24 年度に発
行し，多大な支援や励ましを
いただいた全国の学校関係者
に，恩返しの気持ちを込めて
お届けした。
被災した地域に住む私たち
には，大震災の経験を風化さ
せてはならない，次代へ語り継がなくてはならない
という強い思いがあった。だが，行動を起こさなけ
れば，やがて記憶も薄れてしまう。当時は復興がま
だまだ進まない時期だったが，せめて震災後からの
学校の取り組みを集めておこう，記録しておこうと
いう思いに駆られて，行動を起こした。
第１集では，まず，学校におけるさまざまな実践
事例を収集することから始めたが，実に多彩な取り
組みがなされており，次代に語り継ぐ貴重な資料に
なると確信した。地元のマスコミでも取り上げられ
るなど第１集の反響が大きく，第２集も作成するこ
とになったが，今回は，津波被災校の現状や防災モ
デル校の取り組みなど，テーマごとにまとめること
とした。

防災教育の現状

宮城県及び仙台市では，全ての学校で防災教育・
減災教育に重点的な取り組みがなされている。学校
の置かれた環境や地域の特性に違いはあるが，子ど
もの命を守ることを願い，さまざまな実践がなされ
ている。
仙台市教育委員会では，昨年度から防災モデル校
を指定し，新たな防災教育の開発に取り組んできた。
宮城県教育委員会では，今年度から，防災副読本の
有効活用に資するために，モデル校を設置して取り
組みを始めた。その成果が待たれるところである。
ここでは，実践事例集の中から，地域との連携の
事例として，仙台市立長町小学校の取り組みを紹介
する。
（1）学校の沿革
仙台市立長町小学校は，仙台市南部の長町地区に
明治６年に開校した，歴史と伝統のある学校である。
人情に厚く，都市部にあっても住民のつながりが強
かった地域だったが，JR や地下鉄の駅に近いこと
もあり，マンションが次々に建設され，地域の人口
増加も著しい。それに伴い，住民の意識も多様化し，
住民どうしのつながりが希薄になっていることは否
めない。東日本大震災以来，日頃の地域のつながり
が重要なことが改めて見直されていることもあり，
同校では，「顔の見える関係づくり」をキーワードに，
子供会や町内会，地域商店街や近隣校と連携したさ
まざまな活動に取り組んだ。校内では，異年齢集団

2011 年に起こった東日本大震災は，大津波が襲った沿岸部に大きな傷跡を残し，被害がそれほど
大きくなかった内陸部にも，マグニチュード 9.0 という大地震をもたらした。あれから４年，大震災
の壮絶さを目の当たりにした自分たちでさえ，徐々に当時の記憶が断片化していることに気づき，はっ
とさせられることがある。大震災の「風化」は着実に進んでいる。

しかし，私たちは「風化」を見過ごすことはできない。かけがえのない多くの尊い命を奪い，日々
の平穏な生活を一瞬にして奪い去った大震災。今なお不便な仮設住宅に住む人々，近隣の学校で学ぶ
子どもたち，そして，生活の再建に必死に立ち向かう人たち。大震災は決して過去のものではない。

私たちが今なすべきことは，未来を担う子どもたちの命を守るために，大震災から得た知見を絶え
ることなく語り継いでいくことである。それが，我々の使命でもある。

ここに紹介する教育復興実践事例集は，そんな教師の思いを集約したものである。未来につながる
資料となれば，我々の思いも報われる。

仙台市小学校長会・仙台市中学校長会・宮城教育大学教育復興支援センター

東日本大震災を語り継ぐために
―教育復興実践事例集「明日の子どもたちのために　第２集」に込められた思い―

きょういく
見聞 録
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全
校
で
取
り
組
む
地
域
の
誇
り「
雅
楽
」

市
の
中
心
か
ら
車
で
40
分
。
大
沼
小
学

校
（
児
童
数
39
名
）
は
、
鮎
の
棲
む
渓
谷

も
近
く
、
自
然
豊
か
な
地
に
あ
り
ま
す
。

大
沼
地
区
で
は
、
明
治
26
年
に
「
大
沼

雅
楽
会
」
が
発
足
。
昭
和
60
年
、
地
域
に

伝
わ
る
文
化
を
受
け
継
ご
う
と
、
大
沼
小

学
校
で
雅
楽
の
活
動
が
始
ま
り
ま
し
た
。

現
在
は
、３
年
生
以
上
の
全
校
児
童
が
、

週
１
回
、「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
に
、

講
師
を
お
招
き
し
て
練
習
を
行
っ
て
い
ま

す
。低
学
年
は
練
習
の
様
子
を
見
学
し
て
、

絵
日
記
に
ま
と
め
る
な
ど
、
全
校
で
雅
楽

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

今
井
章
夫
校
長
先
生
は
、
大
沼
小
赴
任

以
来
、
す
っ
か
り
雅
楽
の
響
き
の
フ
ァ
ン

に
。「
実
は
、
雅
楽
の
生
演
奏
は
、
大
沼

小
で
聴
い
た
の
が
初
め
て
で
す
。
子
ど
も

た
ち
は
、『
雅
楽
を
聴
く
と
な
ご
む
』『
昔

の
人
の
心
に
触
れ
た
気
が
す
る
』
と
、
日

本
古
来
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
音
色
に
、
愛

着
を
も
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。」

発
表
会
で
の
拍
手
が
励
み

学
校
内
で
の
学
芸
会
、
卒
業
式
の
他
、

地
域
行
事
で
あ
る
熊
野
神
社
で
の
舞
の
奉

納
時
に
は
、
雅
楽
の
生
演
奏
で
華
を
添
え

ま
す
。
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
へ
の
出
張
演

奏
な
ど
も
行
い
、
お
年
寄
り
に
も
、
と
て

も
喜
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
１

月
に
は
６
年
生
が
、
雅
楽
の
活
動
を
通
し

て
学
習
し
た
こ
と
や
思
い
を
発
表
し
、
次

の
世
代
に
伝
統
を
引
き
継
ぎ
ま
す
。

毎
年
夏
休
み
、
豊
田
市
で
は
、
市
内
の
子
ど
も
た
ち
が
一
堂
に
会
し
て
伝
統
芸
能
を
発
表
す
る

「
こ
ど
も
に
よ
る
日
本
の
伝
統
芸
能
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
工
業
都
市
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
強
い

豊
田
市
で
す
が
、
豊
か
な
森
林
や
渓
谷
、
里
山
が
あ
り
、
市
内
の
各
地
域
に
歴
史
や
多
様
な
文
化

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
街
な
の
で
す
。
こ
の
発
表
会
は
、
大
切
に
継
承
し
て
き
た
、
地
域
に
伝
わ
る

古
来
の
文
化
を
知
り
、
市
民
が
郷
土
・
豊
田
市
を
深
く
理
解
す
る
貴
重
な
場
と
し
て
定
着
し
て
い

ま
す
。
今
回
は
、
発
表
校
の
一
つ
、
大
沼
小
学
校
の
活
動
を
紹
介
し
ま
す
。

大
沼
小
学
校
・
雅
楽 

― 

和
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
響
き

愛
知
県
豊
田
市

「
こ
ど
も
に
よ
る
日
本
の
伝
統
芸
能
」

◦「こどもによる日本の伝統芸能」お問い合わせ　公益財団法人豊田市文化振興財団　TEL 0565-33-7222

◀大沼小学校の雅楽発表は『越天楽 
今様』と『胡蝶』。「謡

うたい

」で参加する３ 
年生は，初舞台。６年生は「本番は少
し緊張するけれど，何度もやっている
から大丈夫」と頼もしい言葉。
▪豊田市文化振興財団では，子どもが
伝統文化に親しむ場をつくろうと，三
味線や和太鼓，日本舞踊などの指導者
を各学校にコーディネート。「国語」（俳
句）や「図工」（造形），「書写」などの授
業にも講師を派遣し，生きた文化に直
に触れられるようにしています。
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◦豊田市立大沼小学校　〒 444-3242　豊田市大沼町青木 1　TEL 0565-90-2028

翌日の本番に向けて講師や先生とともに入念な練習。子ど
もたちは，音楽の授業とはまるで異なる雅楽の楽譜の読み
方も，苦にもせず身につけるそう。繊細な楽器も，上級生
の姿をお手本にして，大切に扱う習慣がついています。

▼大沼小では，保護者が本番の衣装の着付け
をお手伝い。雅楽の衣装は特殊なため，着付
けの講習も行います。学校と保護者をつなぎ，
雅楽への理解を得る機会となっています。

▲迫力あふれる，全身を使ったきびきびとした力強い動きが印象的な，稲
いな

武
ぶ

小学校の「稲武太鼓」。

▲堤小学校の「西山万歳」。鼓や扇を使って，七福神を楽しく紹介。張りのある声での節回しに万雷の拍手。

ま
た
、
夏
に
は
「
こ
ど
も
に
よ
る
日
本

の
伝
統
芸
能
」、
秋
に
は
市
の
音
楽
大
会

で
、
大
勢
の
人
の
前
で
雅
楽
を
披
露
し
ま

す
。
舞
台
の
幕
が
上
が
る
と
、
ど
よ
め
き

が
起
き
、
演
奏
後
に
は
盛
大
な
拍
手
を
も

ら
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
満
足
気
で
す
。

「
雅
楽
の
よ
さ
を
大
勢
の
か
た
に
知
っ
て

も
ら
う
こ
と
が
、
子
ど
も
た
ち
の
励
み
で

す
。」
と
、
校
長
先
生
は
ほ
ほ
え
み
ま
す
。

次
世
代
へ
引
き
継
ぐ
雅
楽
の
心

大
沼
小
で
は
、
先
生
た
ち
も
、
笙し

ょ
うや
篳ひ

ち

篥り
き

な
ど
、そ
れ
ぞ
れ
楽
器
の
担
当
を
決
め
、

講
師
の
指
示
に
き
め
細
か
く
対
応
で
き
る

よ
う
、
雅
楽
の
勉
強
に
励
ん
で
い
ま
す
。

先
生
た
ち
は
、「
子
ど
も
の
ほ
う
が
、断
然
、

吸
収
が
早
い
ん
で
す
。」
と
笑
い
な
が
ら

も
、
と
き
に
は
講
師
か
ら
厳
し
い
指
導
を

受
け
る
子
ど
も
た
ち
を
フ
ォ
ロ
ー
。

大
沼
小
学
校
の
こ
れ
か
ら
の
課
題
は
、

子
ど
も
た
ち
の
卒
業
後
、
ど
う
雅
楽
に
関

わ
っ
て
も
ら
う
か
と
い
う
こ
と
。
約
30
年

に
わ
た
っ
て
続
け
て
き
た
大
沼
小
の
雅

楽
。
最
近
は
、
保
護
者
の
中
に
も
、
小
学

校
時
代
に
雅
楽
に
親
し
み
、
そ
の
大
切
さ

を
学
ん
だ
か
た
が
い
ま
す
。「
大
沼
で
こ

れ
か
ら
生
き
て
い
く
子
ど
も
た
ち
に
、
ぜ

ひ
教
え
る
側
に
回
っ
て
ほ
し
い
。」
と
先

生
た
ち
。
地
域
の
誇
り
で
あ
る
文
化
を
次

世
代
に
引
き
継
ぐ
べ
く
、
地
域
と
学
校
が

と
も
に
努
力
を
重
ね
て
い
ま
す
。
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イランカラプテ（あなたの心にそっとふれさせてくだ
さい）！

子どもたちの元気な挨拶で，アイヌ文化学習が始まりま
す。この学習も今年で 21 年目。すっかり本校の ｢顔｣ に
なりました。1993 年，千歳市内でアイヌ文化の伝承保存
活動をされていた保護者の協力をいただき，学芸会の演目
に「アイヌ民族の歌と踊り」を取り入れたことが始まりで
す。３年後には，地域の方々・団体の理解と協力も得て，
空き教室に伝統的家屋 ｢チセ｣ が完成。同時に生活科，総
合的な学習 ( 当初は社会科 ) の各学年のカリキュラムがで
き，歌・踊りや遊び（低学年），サケ漁やイナキビの栽培
と料理（中学年），道具や楽器作り・人権（高学年）など，
地域の方々の指導を受け，体験を中心に据えて発達段階に
応じた学習を進めてきました。

３年生では，サケ漁を体験します。サケをマレク（鉤銛）
で突き，イサパキクニ（打頭棒）で頭を叩き，しめる様子
は子どもたちには衝撃的です。最初は残酷と感じますが，
サケに感謝する儀式を見たり，解体しながらサケの部位を
余すところなく食し，道具として用いる話を聞いたりする
うちに，だんだんと自分たちが他の命によって生かされて
いることに気づいていきます。当然，その後に自分たちで
作ったサケ料理 ｢チェプオハウ｣ は ｢おかわり！｣ と全て
平らげます。

この学習は，子どもたちが文献資料等を用いて断片的に
調べるだけではなく，実際に千歳のアイヌの人々の生活に
根差していた ｢本物｣ にふれ，その価値に気づかせること
を重視しています。その具体的な体験により，五感を通し
て人々の工夫や苦労を知り，さらに自然や命を大切にする
精神文化の素晴らしさに気づかせます。多様な価値観に共
感するとともに，自分たちの生活にも生かそうとする心を
育んでいきます。｢本物｣ による直接体験こそ，子どもた
ちに，自らの課題をもち主体的に追究する ｢生きる力｣ が

ついていくのだ
と私たちは考え
ています。

｢本物｣ の体験から
｢生きる力｣ を育てる
～地域に根ざしたアイヌ文化を学んで～

千歳市立末広小学校教諭
杉森  卓也

北海道

武蔵村山市では，地域や郷土，日本を深く理解し，自
分たちの生きる基盤である郷土や日本を好きになる

ことで，子どもたちの自尊感情や自己有用感を育む取り組
みに力を入れています。各小中学校でも，積極的に伝統的
な「和文化」理解教育を行い，市内の各地域に伝わる文化
も学習に取り入れて，特色ある学校づくりに努めています。
自分たちの文化に誇りをもち，国際社会で活躍できる子ど
もに育ってほしいと，教育目標にもその旨を掲げました。

これまでにも，東京都より「日本の伝統・文化理解教育
推進モデル地域」の指定を受け，小中学校が連携して，９
年間を見通した和文化教育の充実を図ってきました。例え
ば，「小中学校百人一首大会」の開催です。冬に行われる
この大会は，審判の指導も入る本格的なものです。昨年度
は，小学生の部は団体戦で行い，26 チーム 78 人，中学
生の部は個人戦で，19 人が参加し，各学校を代表する選
手が，凛とした静けさの中で真剣に札を見つめ，熱戦が繰
り広げられました。子どもたちは，ふだんから，和歌を口
ずさみながら登校したり，休み時間にも練習を行ったりす
るなど，古典の響きを楽しみ，伝統的な日本語を体感し，
学年が上がるごとに歌の背景などへの理解も深め，日本の
文化への愛着を高めるとともに，技術を向上させています。

平成 26 年度は，和文化教育学会と連携し，11 月 21
日（金）・22 日（土）の両日に「和文化教育第 11 回全国
大会　武蔵村山大会」を開催します。市内全小中学校から
代表１学級が，小中一貫校「村山学園」に集い，日本の挨
拶・村山音頭・村山うどん作り・筝曲・お囃子・茶道・相
撲・和算・俳句・村山大島紬など，日本の伝統文化や，武
蔵村山に伝わる文化についての授業を公開します。

梶田叡一先生の基調講演，シンポジウムなどの他，児童・
生徒による意見発表「我が国の先人の生き方に学ぶ」も予
定しています。本市の和文化教育実践の蓄積と，村山の子
どもたちの生き生きとした姿を，ぜひごらんください。

「和文化」で育む，
自分に誇りをもつ子ども
武蔵村山市教育長
持田  浩志

東 京

※大会の詳細を武蔵村山市教育委員会ホームページに掲載しています。
http://musashimurayama.ed.jp/

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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山 田 中学校では，教員が一丸となった「チーム
YAMADA」として，自主勉強会「SE（せ）会」

を開き，熱心に授業改善・生徒指導などについて話し合い，
検討を重ねている。授業に乗ってこない生徒をどうひきつ
けるか，問題行動にどう向き合うか。本校はこれまで幾度
となく暴力行為や授業不成立などの「荒れ」を経験して
きた。そのつど，教職員は粘り強く課題克服や生徒支援に
取り組んできた。取り組みの原点は，「何があっても子ど
もと向き合う」ということ。この伝統ある原点を大切にし
ながら「チーム YAMADA でオンリーワンの活動」に取
り組んでいる。

この取り組みをベースに，山田中学校区として，平成
24 年度より国の人権教育総合推進地域事業を受け，小中
が連携して，人権教育の視点に立った「集団づくり」「授
業づくり」の研究を進めている。一人ひとりの子どもたち
の根っこに『自分大好き！みんな大切に！』の気持ちを育
もうと，例えば，「集団づくり」では，以下のようなこと
について，教職員の共通理解を徹底している。

自分が人から大切にされていると実感できて，自己や他
者を尊重しようとする感覚や意思が育つ。明るく丁寧な言
葉かけによって，人のやさしさや温かさを実感し，教師と
児童生徒の良好な関係を築き，児童生徒に人間関係の築き
方を学ばせる。人は，認められることで自尊感情が高まる。
一人ひとりに目を向け，わずかな努力や伸びを見落とさず，
具体的に何がどうよかったかを評価する，などである。

上記は実践の一部である。平成 26 年 11 月 14 日（金）
には，本校及び校区の小学校で，「人権教育総合推進地域
事業研究発表大会」を開催する。主題は，「一人ひとりが
大切にされ，つながり・学び合い，確かな力を育む学びの
創造をめざして」。全員がわかる，考えを伝え合う授業づ
くり，人権教育の視点を入れた学習集団づくりについて研
究実践発表を行う。小中学校が連携した，本校区の人権教

育の視点に立
った学びのあ
り方を，ぜひ
ごらんいただ
きたい。

大 阪

ともに歩もう  ともに学ぼう
ひとすじの道
枚方市立山田中学校校長
寺西  勉

ユネスコスクールのまち　
おおむた
～全市をあげての
「持続可能な開発のための教育（ESD）」～
大牟田市教育委員会

大牟田市は，福岡県の最南端に位置し，かつては，「炭
の都」として，石炭産業を中心に発展しました。現

在，石炭関連の施設等が「明治日本の産業革命遺産 九州・
山口と関連地域」として , ユネスコ世界文化遺産の本登録
に向けて最終段階に入っています。教育委員会では，平成
23 年度に市内の全小・中・特別支援学校 34 校が一斉に
ユネスコスクールに加盟。持続可能な社会づくりの担い手
を育成するために，市をあげて ESD を推進しています。

ある小学校では，炭都としての歴史を踏まえ，エネルギ
ー環境教育を中心に ESD を進めています。イベント的な
学習ではなく，学年に応じて系統的にカリキュラムを組み，
地域の産業を踏まえたエネルギーへの理解に継続して取り
組みます。友好都市である中国の大同市との交流では，両
市の水環境・水質の共通性と差異性を探る実践を行いまし
た。子どもたちは，「世界」「国際協力」という視点から，「水」
がいかに貴重な資源であるかに気づきました。

また，多くの学校が石炭産業化学館，そして三池炭鉱や
三池港などの「明治日本の産業革命遺産」を見学。事前学
習をしっかり行ったうえで，近代の石炭産業システムにつ
いて多面的に学び，歴史や技術の発展，エネルギー利用な
どについて思考を深めています。

教育委員会では，年２回「ユネスコスクール研修会」を
開催し，理念等の共通理解を図り，義務教育９年間を見通
した活動ができるようにしています。また，毎年１月には

「ユネスコスクール子どもサミット」を開催。環境・福祉・
キャリア・郷土の学習等，各学校の ESD の取り組みにつ
いて全校が発表し，交流します。

本年度からは，文部科学省の「グローバル人材の育成に
向けた ESD の推進事業」に本市の企画が採択。国内外の
学校との連携・交流をさらに活発化させています。大牟田
の子どもたちが，次世代の日本，さらには世界を支え創造
していく，グローバルな人材に育つことを期待しています。

福 岡

※研究会についての詳細は山田中学校ホームページに掲載しています。
http://www.city.hirakata.osaka.jp/site/yamada/

らか北



博物館の学芸員による，3回にわたる環境学習アドバイス。
２回目の今回は，磯の生きものについて解説していただきます。

こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、何
と
言
っ
て
も
、

ハ
イ
ラ
イ
ト
は
石
の
裏
側
で
す
。
ぜ
ひ
、
タ
イ

ド
プ
ー
ル
の
中
の
石
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
カ
ニ
や
ヤ
ド
カ
リ
や
エ
ビ
（
節
足
動

物
門
）、
二
枚
貝
や
巻
貝
や
ウ
ミ
ウ
シ
（
軟
体

動
物
門
）、
ウ
ニ
や
ナ
マ
コ
や
ヒ
ト
デ
（
棘
き
ょ
く

皮ひ

動
物
門
）、
ゴ
カ
イ
（
環
形
動
物
門
）、
ヒ
ラ
ム

シ
（
扁
形
動
物
門
）、ヒ
モ
ム
シ
（
紐
形
動
物
門
）

な
ど
、
多
種
多
様
な
生
き
も
の
が
、
石
の
下
か

ら
無
数
に
姿
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。
そ
の
姿
か
た

ち
や
動
き
の
多
様
さ
は
、
無
脊
椎
動
物
、
と
一

括
り
に
す
る
の
が
た
め
ら
わ
れ
る
ほ
ど
で
す
。

特
に
子
ど
も
た
ち
に
人
気
な
の
は
、
カ
ニ
の

な
か
ま
で
す
。
そ
の
姿
は
精
巧
で
ま
る
で
小
さ

な
ロ
ボ
ッ
ト
の
よ
う
。動
き
も
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
、

ど
こ
と
な
く
性
格
も
ま
ち
ま
ち
に
感
じ
ら
れ
ま

す
。
中
に
は
複
雑
な
模
様
を
持
つ
も
の
も
い
ま

す
が
、
そ
れ
ら
は
周
り
の
環
境
に
溶
け
込
み
、

天
敵
の
目
を
あ
ざ
む
く
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
カ
ニ
を
、
も
と
も

と
見
つ
け
た
場
所
か
ら
別
の
場
所
へ
移
し
て
み

る
と
、
派
手
な
の
に
目
立
た
な
い
、
そ
の
不
思

議
さ
と
見
事
さ
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。

無
脊
椎
動
物
っ
て
な
ん
だ
ろ
う

中
学
校
の
理
科
で
は
、
動
物
は
脊
椎
動
物
と

無
脊
椎
動
物
の
二
つ
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
、

と
学
び
ま
す
。
し
か
し
、
30
を
超
え
る
動
物
の

門
の
う
ち
、
脊
索
動
物
門
の
一
部
だ
け
が
脊
椎

動
物
に
過
ぎ
ず
、
残
り
の
す
べ
て
は
無
脊
椎
動

物
な
の
で
す
。
動
物
を
脊
椎
の
有
る
無
し
で
二

分
す
る
分
け
方
は
、
動
物
を
ヒ
ト
に
近
縁
な
も

の
と
そ
れ
以
外
に
分
け
る
、
便
利
だ
け
れ
ど
ち

ょ
っ
と
不
公
平
な
分
け
方
と
言
う
こ
と
も
で
き

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

海
と
陸
の
は
ざ
ま
・
磯
に
出
か
け
よ
う

地
球
上
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
環
境
に
適
応
し

て
驚
く
べ
き
多
様
化
を
遂
げ
た
無
脊
椎
動
物
の

多
く
を
、
簡
単
に
観
察
で
き
る
場
所
の
一
つ
が

磯
で
す
。
春
か
ら
夏
に
か
け
て
の
季
節
は
潮
の

満
ち
引
き
が
大
き
く
、
普
段
は
水
の
中
に
生
息

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
も
の
を
観
察
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

引
き
潮
の
と
き
に
海
水
が
取
り
残
さ
れ
た

「
タ
イ
ド
プ
ー
ル
」
と
呼
ば
れ
る
水
溜
ま
り
で

は
、
岩
の
表
面
に

カ
イ
メ
ン
（
海
綿

動
物
門
）、
イ
ソ

ギ
ン
チ
ャ
ク
（
刺

胞
動
物
門
）、
コ

ケ
ム
シ
（
外
肛
動

物
門
）、ホ
ヤ
（
脊

索
動
物
門
）
と
い

っ
た
、
固
着
性
の

生
き
も
の
を
見
る

姿
か
た
ち
と
周
囲
の
環
境
の
関
係
を
知
ろ
う

生
き
も
の
の
姿
か
た
ち
は
み
な
、
周
囲
の
環

境
に
適
応
し
、
生
き
残
る
た
め
の
作
戦
に
関
係

が
あ
り
ま
す
。
巻
貝
が
そ
の
殻
に
と
げ
や
コ
ブ

を
持
つ
の
は
、
身
を
守
る
鎧
で
あ
る
殻
を
補
強

し
て
、
天
敵
の
攻
撃
に
耐
え
る
た
め
の
作
戦
で

す
。
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
食
べ
る
ゴ
カ
イ
の
鰓さ
い

冠か
ん

や
フ
ジ
ツ
ボ
の
蔓ま
ん

脚
き
ゃ
く

は
、
違
う
種
類
の
違
う

器
官
な
の
に
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
捕
ま
え
る
の

に
適
し
た
、
同
じ
よ
う
な
か
た
ち
を
し
て
い
ま

す
。
カ
ニ
の
ハ
サ
ミ
を
見
れ
ば
、
ど
ん
な
エ
サ

を
食
べ
て
い
る
か
が
わ
か
り
ま
す
し
、
脚
を
見

れ
ば
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
生
活
し
て
い
る
か
を

想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
磯
へ
出
か

け
、
生
き
も
の
の
姿
か
た
ち
に
つ
い
て
、
な
ぜ

こ
ん
な
か
た
ち
に
進
化
し
て
き
た
の
か
、
環
境

と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
が
あ
る
の
か
、
思
い
を

め
ぐ
ら
せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

本
物
の
自
然
に
は

と
う
て
い
か
な
い
ま

せ
ん
が
、
博
物
館
に

展
示
し
て
い
る
標
本

か
ら
も
、
生
き
も
の

の
姿
か
た
ち
の
不
思

議
さ
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
涼

し
い
場
所
で
、
濡
れ

ず
に
、
逃
げ
も
隠
れ
も
し
な
い
生
き
も
の
を
じ

っ
く
り
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
。

神
奈
川
県
立
生
命
の
星
・
地
球
博
物
館

〒
２
５
０-

０
０
３
１　

神
奈
川
県
小
田
原
市
入
生
田
４
９
９

http://nh.kanagaw
am

useum
.jp/

T
E
L. 

０
４
６
５-

２
１-

１
５
１
５

身近な環境を調べてみよう
― 生きものの姿かたちの不思議を知ろう ―

神奈川県立生命の星・地球博物館◦主任学芸員　佐藤 武宏

▶
タ
イ
ド
プ
ー
ル

▶
イ
ソ
ガ
ニ
の
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
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コラム
「道徳」教科化をめぐって（全２回）

メッセージメッセージ第12回 作 品 発 表 の
お 知 ら せ

「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，
写真やイラストにメッセージをつけて表現する
「地球となかよしメッセージ」。
今年度も，すばらしい作品が集まりました。

「第12回 地球となかよしメッセージ」入賞作品は
『Educo』2015年冬号（2015年1月下旬発行予定）

で発表します！
昨年度の入賞作品は，教育出版ホームページでごらんいただけます。 『Educo』バックナンバーについてはお問い合わせください。

第２次安倍内閣において設置された教育再生実行会
議での「道徳」教科化の議論は，文科省に設置された
有識者会議「道徳教育の充実に関する懇談会」に引き
継がれ，中央教育審議会でも関連する審議が始まって
います。「道徳」教科化の動きは，もはや止めようが
ない勢いであると言えるでしょう。
教科化への賛否については，いろいろな観点からさ
まざまな意見が出されています。私も，「教科化がい
じめ対応への即効性を有する」などと主張する意見を
聞くと，「本当に 『道徳』 教科化でそんなことができ
るのだろうか」と疑わしい気持ちになります。しかし，
道徳教育の充実は必要なことだと考えます。なぜなら，
教育の営みには，意識するしないにかかわらず，常に
教師からの人格的影響が存在し，それこそが教えると
いう営みの中核にあるべきものではないかと考えるか
らです。
もちろん，学校教育においては，学力を育てること
も大事なことです。現代は，まさに知識基盤社会です
から，知識や情報を伝達することをとおして学力を育
てることも大切なことだと言わねばなりません。けれ
ども，皮肉なことに，そうした時代には，知識や情報
はいわばインフレ状態にあり，知識や情報の伝達だけ
では，教師は尊敬されません。学力を育てる教育も，
尊敬に値する教師でなければ，なかなかうまくいかな
い時代になり始めているように感じられます。

今後ますます情報化の進む未来社会を生きる子ども
たちにとっても，同じことが言えるのではないでしょ
うか。未来社会は，知的な能力とともに，あるいはそ
れ以前に，人と人とのかかわりの技術とか，人間性と
か，道徳性とか，そうしたものをきちんと身につけて
いないと，とても生きにくいものになるのではないか
と考えます。学力という概念自体が，そうしたものを
含み込んでとらえられるように，徐々に変化し始めて
いるようにも感じられます
こうしたことの教育は，家庭や社会でやるべきだと

の意見もあるかもしれません。しかし，農作業のよう
な共同作業が減少している社会においては，学校教育
の中で意図的に仕組まないと，家庭でも社会でもなか
なか身につけられないことのように思います。
世界の国々の中には，公立学校では道徳教育を行っ

ていない国もあります。しかし，そうした国々でも，
人間関係・人格形成にかかわる教育や，シチズンシッ
プ教育などがまったく置かれていない国は，少なくと
も私が知る限りでは存在しません。
ここで論じてきたことは，たとえば，改正教育基本

法の第１条に記された教育の目的「人格の完成」に言
及することで論じることも可能です。しかし，法的な
問題を論じる前に，まずは，子どもたちの未来にとっ
て道徳教育が必要だという視点が重要ではないかと考
えます。

イラスト　ひらた　ゆうこ http://rakugakiya-yh.com

上越教育大学　副学長
林　泰成

なぜ道徳教育が
求められているのか

（上）
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ほ
っ
と
な

出
会
い

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

き
が
、
今
の
事
業
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

も
と
も
と
、
人
は
意
思
疎
通
の
６
割
を
音
声
に
依
存

し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
し
、
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア

の
人
は
も
と
よ
り
、「
目
で
読
む
」
よ
り
「
耳
で
聞
く
」

ほ
う
が
得
意
な
人
は
、
実
は
、
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
努

力
し
て
も
黙
読
が
苦
手
な
人
は
多
い
ん
で
す
ね
。

学
校
で
も
、
教
材
や
掲
示
物
な
ど
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
面

に
は
、と
て
も
力
を
入
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、

目
か
ら
の
情
報
量
が
多
す
ぎ
て
、
か
え
っ
て
記
憶
に
残

ら
な
い
こ
と
も
多
い
の
で
す
。
国
語
の
音
読
も
そ
う
で

す
が
、「
話
す
・
聞
く
」
こ
と
を
、
も
っ
と
活
用
す
る

余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

失
敗
は
、
前
に
進
む
た
め
に
必
要
な
こ
と

実
は
、
大
学
時
代
に
教
育
関
係
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
立
ち
上

げ
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
社
会
人

と
し
て
は
マ
イ
ナ
ス
か
ら
の
出
発
な
の
で
、
そ
こ
か
ら

は
、
ど
ん
ど
ん
プ
ラ
ス
に
な
っ
て
進
ん
で
い
く
だ
け
で

す
。
オ
ー
デ
ィ
オ
ブ
ッ
ク
を
知
ら
な
い
人
に
、
知
っ
て

も
ら
う
だ
け
で
も
プ
ラ
ス
で
す
し
、「
聞
き
入
る
」
こ

と
で
人
生
の
楽
し
さ
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
人
が
い
れ

ば
、
こ
ん
な
に
う
れ
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
、
自
分
が
痛
い
だ
け
、
恥
ず
か
し
い
だ
け
な
ら
、

失
敗
な
ん
て
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
と
思
っ
て
行
動

し
て
い
ま
す
。
失
敗
を
恐
れ
て
動
か
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
何
も
前
に
進
ま
な
い
と
い
う
こ
と
。
い
ろ
い
ろ
試

し
て
、
な
ぜ
失
敗
し
た
の
か
を
よ
く
考
え
て
、
よ
し
、

も
う
、
こ
う
い
う
失
敗
は
し
な
い
と
、
次
へ
の
教
訓
に

す
る
。
そ
れ
が
、
前
に
進
み
、
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
で

き
る
力
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

◆講談師・神田紅さんが，膨大な資料と本，取材を基に創作し，聴衆に感動を与えるために十何
稿も改作を重ねるというプロ意識に敬服した。その姿勢から，教師もプロの指導者として，子ど
もたちが知的好奇心をもって学び続けていくような指導のあり方を学びたい。（新潟県　松田正
實）◆仙台市立向山小学校「小学校外国語活動の可能性を求めて」。手段として外国語を使うの
であり，目的はコミュニケーション能力の育成，国際社会への広い視野（理解）という，本来の
外国語活動の存在意義を改めて問い直すすばらしい取り組みである。（静岡県　豊田公敏）◆「江
戸っ子１号プロジェクト」のシステム化の指摘は，これからの学校組織のあり方を明示している。
一人一人の教員の職人気質を組み合わせ，職人芸を最大限に活用し，教師が互いの個性と役割を
知り，認め合う組織と変容する人材マネジメントが，喫緊の学校課題だ。（京都市　坪井良夫）

前号について寄せられたご感想です。Educo Salon

視
力
を
失
っ
た
人
に
、
読
書
の
喜
び
を

書
籍
を
音
声
で
配
信
す
る
オ
ー
デ
ィ
オ
ブ
ッ
ク
事
業

を
始
め
た
き
っ
か
け
は
、
大
学
時
代
、
自
分
が
何
を
し

た
い
か
を
自
問
し
た
時
、
失
明
し
た
祖
父
に
何
か
し
て

あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
、
と
強
く
思
っ
た
こ
と
か
ら

で
す
。
学
者
で
、
書
斎
を
も
つ
ほ
ど
本
が
大
好
き
だ
っ

た
祖
父
は
、
緑
内
障
で
目
が
不
自
由
に
な
り
、
本
を
読

め
な
く
な
り
ま
し
た
。
机
に
は
、
虫
眼
鏡
が
置
い
て
あ

り
ま
し
た
。
本
を
ど
う
に
か
し
て
読
み
た
い
と
苦
悩
す

る
姿
を
見
て
い
た
ん
で
す
。

今
の
日
本
は
、
目
が
見
え
な
く
な
っ
た
瞬
間
に
、
で

き
な
く
な
る
こ
と
が
多
す
ぎ
ま
す
。
特
に
、
今
ま
で
で

き
た
「
私
の
好
き
な
本
を
、
好
き
な
時
に
読
む
」
と
い

う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
れ
が
、
ど
ん
な
に
つ
ら

い
こ
と
か
。

こ
れ
ま
で
、
朗
読
Ｃ
Ｄ
な
ど
は
、
名
作
文
学
な
ど
が

中
心
で
、
し
か
も
高
額
で
し
た
。
Ｐ
Ｃ
や
ｉ
Ｐ
ｏ
ｄ
な

ど
の
機
器
が
普
及
し
た
今
、
オ
ー
デ
ィ
オ
ブ
ッ
ク
が
た

く
さ
ん
あ
れ
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配
信
で
、
新
刊
や

流
行
の
ビ
ジ
ネ
ス
書
、
雑
誌
、
そ
の
日
の
新
聞
な
ど
を
、

い
つ
で
も
好
き
な
ス
タ
イ
ル
で
聞
け
ま
す
。
視
覚
障
害

者
だ
け
で
な
く
、
高
齢
で
読
む
の
が
疲
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
か
た
や
、
読
み
書
き
に
困
難
が
あ
る
デ
ィ
ス
レ

ク
シ
ア
の
か
た
、
さ
ら
に
多
忙
で
通
勤
や
家
事
を
し
な

が
ら
本
を
楽
し
み
た
い
か
た
な
ど
、「
聞
く
文
化
」
を
、

い
つ
で
も
利
用
で
き
る
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
社
会
に
広
げ

た
い
。「
全
て
の
人
が
本
を
楽
し
め
る
」
と
い
う
、
究

極
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
社
会
を
目
ざ
し
た
い
の
で
す
。

読
む
よ
り
聞
く
ほ
う
が
得
意
な
人
も
い
る

私
は
、
中
学
・
高
校
時
代
、
い
い
大
学
に
入
る
た
め
、

い
い
就
職
を
す
る
た
め
と
い
う
目
的
で
勉
強
す
る
と
い

う
雰
囲
気
が
と
て
も
嫌
で
、
し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
勉

強
す
る
意
味
を
見
い
だ
せ
ず
、
成
績
は
最
悪
で
し
た
。

い
よ
い
よ
卒
業
が
近
づ
い
た
時
、
目
的
を
も
っ
て
勉
強

で
き
る
教
育
環
境
を
、
将
来
、
自
分
が
つ
く
る
立
場
に

な
れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
の
た
め
に
大
学
に
行

き
た
い
と
、
一
念
発
起
し
ま
し
た
。
た
だ
、
教
科
書
や

参
考
書
を
黙
読
し
て
も
、
全
く
頭
に
入
っ
て
こ
な
い
。

と
て
も
悩
ん
で
、い
ろ
い
ろ
な
方
法
を
試
し
た
と
こ
ろ
、

百
回
音
読
し
て
み
て
、
自
分
は
音
に
す
る
と
理
解
で
き

る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
国
語
だ
け
で
な

く
、
数
式
も
、
理
科
も
、
英
語
も
、
歴
史
も
、
全
部
、

音
声
で
の
理
解
に
切
り
替
え
ま
し
た
。「
聞
く
」
と
い

う
こ
と
の
可
能
性
に
気
が
つ
い
た
ん
で
す
。
こ
の
気
づ

う
え
だ
　
わ
た
る
　
１
９
８
０
年
神
奈
川
県
生
ま
れ
。
東
京
大
学
経
済
学

部
中
退
。
２
０
０
４
年
、
株
式
会
社
オ
ト
バ
ン
ク
を
創
業
。
２
０
０
７
年

か
ら
、
書
籍
の
音
声
配
信
事
業
と
し
て
、
オ
ー
デ
ィ
オ
ブ
ッ
ク
配
信
サ
ー

ビ
ス
「
Ｆ
ｅ
Ｂ
ｅ
」
の
提
供
を
開
始
。
プ
ロ
の
声
優
や
ナ
レ
ー
タ
ー
に
よ

る
オ
ー
デ
ィ
オ
ブ
ッ
ク
を
１
万
本
以
上
配
信
。
公
共
図
書
館
へ
の
貸
し
出

し
も
開
始
す
る
。
２
０
１
４
年
よ
り
、
社
会
福
祉
法
人
・
視
覚
障
害
者
文

化
振
興
協
会
顧
問
。http://w

w
w
.otobank.co.jp/

書
籍
音
声
配
信

株
式
会
社
オ
ト
バ
ン
ク
会
長
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