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　花
の
声
な
き
声
を
聞
く
　

日
本
人
に
は
古
く
か
ら
自
然
へ
の
敬
意

が
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。そ
の
中
で
も
、

花
の
命
に
じ
か
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る

伝
統
文
化
は
、
い
け
ば
な
だ
け
で
す
。
子

ど
も
た
ち
に
は
、
花
が
咲
き
、
散
る
ま
で

の
過
程
を
見
届
け
る
こ
と
で
命
の
は
か
な

さ
を
実
感
し
、
命
を
大
切
に
し
て
欲
し
い

な
と
思
い
ま
す
。

「
美
し
い
花
を
多
く
の
方
と
共
有
し
た

い
」と
い
う
思
い
が
、い
け
ば
な
が
始
ま
っ

た
き
っ
か
け
で
し
ょ
う
。
花
を
育
て
る
こ

と
で
、
そ
の
思
い
を
追
体
験
で
き
れ
ば
素

敵
で
す
。
教
室
で
先
生
が
花
を
飾
る
の
を

見
て
、子
ど
も
た
ち
も
花
を
飾
り
、お
世
話

も
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
な
お
い
い
で
す
ね
。

あ
る
幼
稚
園
の
理
事
長
は
「
花
を
育
て

　「
蕾
が
ち
に
生
け
よ
」
―
花
か
ら
学
ぶ

日
本
の
い
け
ば
な
は
、
独
特
な
花
と
の

向
き
合
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
花

を
生
け
る
時
に
は
、「
蕾
が
ち
に
生
け
よ
」

と
教
わ
り
ま
す
。必
ず
蕾
も
残
し
て
生
け
、

蕾
が
ほ
こ
ろ
ぶ
過
程
を
見
届
け
る
の
で

す
。「
時
間
経
過
」
は
、
い
け
ば
な
の
一

番
大
き
な
テ
ー
マ
だ
と
思
い
ま
す
。ま
た
、

花
を
生
け
る
時
に
は
花
の
顔
を
必
ず
上
に

向
け
、
生
き
生
き
と
し
た
花
の
姿
が
表
わ

れ
る
よ
う
に
し
ま
す
。
そ
の
姿
か
ら
「
太

陽
に
向
か
っ
て
伸
び
上
が
る
よ
う
な
、
前

向
き
な
気
持
ち
を
常
に
持
た
な
く
て
は
」

と
学
ぶ
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。「
花
か
ら

学
ぶ
」
こ
と
が
、
い
け
ば
な
な
の
で
す
。

る
こ
と
が
で
き
な
い
人
は
、
幼
稚
園
の
先

生
に
は
な
れ
な
い
」と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　

花
は
動
物
の
よ
う
に
、
吠
え
て
「
の
ど

が
渇
い
た
」
と
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
常
に
花
の
声
な
き
声
を
聞
き
、
見
守

る
こ
と
が
、
花
を
育
て
る
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
子
ど
も
も
同
じ
で
す
。
子
ど
も
た

ち
の
話
を
し
っ
か
り
と
聞
き
、
見
守
る
こ

と
は
、
花
の
声
な
き
声
を
聞
き
、
お
世
話

を
す
る
こ
と
と
、
と
て
も
近
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

不
思
議
な
こ
と
に
、
花
を
生
け
る
と
そ

の
場
が
明
る
く
な
り
ま
す
。
華
道
家
は
花

を
生
け
る
時
に
は
部
屋
を
片
付
け
る
の

で
、
部
屋
も
き
れ
い
に
な
っ
て
一
石
二
鳥

で
す
。
花
が
よ
く
手
入
れ
さ
れ
て
い
る
家

に
は
、泥
棒
が
入
り
に
く
い
そ
う
で
す
ね
。

そ
れ
だ
け
、
人
の
お
世
話
す
る
心
が
感
じ

ら
れ
る
空
間
は
大
事
な
の
だ
と
思
う
の
で

す
。

　建
築
と
の
相
似

学
校
の
先
生
方
に
は
、
い
け
ば
な
の
技

術
を
習
い
、
教
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
花

を
生
け
る
こ
と
の
意
義
や
、
花
と
の
向
き

合
い
方
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
京
都
の
教
室
に
は
、
台
湾
や
中
国

な
ど
か
ら
の
留
学
生
向
け
の
教
室
も
あ
り

ま
す
。
留
学
生
た
ち
に
と
っ
て
、
日
本
で

PROFILE
1974年京都生まれ。京都大学工学部建築学科卒業。
2011年に三代家元を継承。国内外で花手前（いけばなパ
フォーマンス）を披露。著書に『いけばな』，『百華の教
え』等がある。

　｢花から学ぶ」ことが，
　　　　　　いけばななのです。
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い
け
ば
な
を
学
ぶ
こ
と
は
大
き
な
ス
テ
ー

タ
ス
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
と
て
も
う

れ
し
い
こ
と
で
す
。
私
は
い
け
ば
な
を

3
歳
頃
か
ら
習
い
始
め
た
の
で
、
論
理

よ
り
も
身
体
で
覚
え
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
大
学
で
建
築
を
勉
強

す
る
う
ち
に
、
い
け
ば
な
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
建
築
デ
ザ
イ
ン
が
多
く
あ
る
こ
と
に

気
づ
き
ま
し
た
。
例
え
ば
非
対
称
の
デ
ザ

イ
ン
や
、
ル
ー
ト
2
：
１
の
比
率
、「
白

銀
比
」
を
使
う
こ
と
な
ど
で
す
。
そ
れ
ら

が
他
の
日
本
文
化
に
も
通
底
し
て
い
る
こ

と
を
知
り
、「
い
け
ば
な
を
論
理
的
に
き

ち
ん
と
説
明
し
た
い
」
と
思
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　京
都
府
の
伝
統
文
化
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

京
都
府
は
伝
統
文
化
教
育
に
非
常
に
熱

心
で
、
多
く
の
学
校
で
授
業
に
取
り
入
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
複
数
の
高
校
で
、
文
部

科
学
省
の
補
助
を
受
け
て
正
規
授
業
と
し

て
伝
統
文
化
教
育
の
時
間
を
持
ち
、
い
け

ば
な
の
先
生
が
講
師
と
し
て
各
学
校
へ
行

く
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
い

ず
れ
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
必
修
と
な
り
、

全
国
的
に
広
が
る
と
素
敵
で
す
ね
。

わ
れ
わ
れ
の
任
務
は
、
次
世
代
を
担
う

い
け
ば
な
の
先
生
を
育
て
る
こ
と
で
す
。

昔
と
は
違
い
、
花
の
先
生
を
す
る
だ
け
で

生
計
を
立
て
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
す
。

現
状
の
ま
ま
続
け
る
の
か
、
そ
れ
と
も
新

し
い
仕
組
み
を
家
元
サ
イ
ド
で
作
る
の

か
。
試
行
錯
誤
し
つ
つ
、
日
本
の
花
の
文

化
を
広
め
ら
れ
る
人
を
育
て
る
こ
と
が
使

命
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　哲
学
と
し
て
の
い
け
ば
な

「『
花
か
ら
人
生
の
指
針
を
得
る
』
よ
う

な
花
と
の
向
き
合
い
方
を
、
多
く
の
人
に

知
っ
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
こ
と
が
、

今
後
の
目
標
で
す
。
先
人
の
た
ど
っ
て
き

た
道
を
、
わ
れ
わ
れ
も
た
ど
る
。
そ
し
て

そ
の
道
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
の

人
生
の
道
を
見
つ
け
る
。「
道
」
と
い
う

言
葉
に
は
、
こ
の
2
つ
の
意
味
が
あ
り
ま

す
。「
哲
学
と
し
て
の
い
け
ば
な
」
を
、

若
い
人
た
ち
に
是
非
知
っ
て
欲
し
い
と
思

い
ま
す
。
教
室
で
は
ど
う
し
て
も
テ
ク

ニ
ッ
ク
中
心
に
習
い
ま
す
。
け
れ
ど
そ
れ

を
通
じ
て
本
当
に
知
っ
て
欲
し
い
こ
と

は
、
哲
学
的
な
、
い
け
ば
な
教
室
の
授
業

だ
け
で
は
教
え
き
れ
な
い
こ
と
で
す
。
そ

れ
は
花
と
向
き
合
っ
た
人
た
ち
が
自
分
で

し
っ
か
り
と
感
じ
取
っ
て
く
れ
な
け
れ

ば
、
腑
に
落
ち
て
も
ら
え
な
い
こ
と
な
の

で
す
。
そ
の
部
分
を
感
じ
取
っ
て
も
ら
う

た
め
の
き
っ
か
け
を
、
こ
れ
か
ら
ど
う
作
っ

て
行
く
か
。
流
派
の
先
生
一
人
一
人
が
、

大
切
な
こ
と
を
伝
え
て
下
さ
る
よ
う
に
し

て
く
の
が
、
私
の
務
め
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
花
手
前
を

2
0
2
0
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
開
会
式
で
、
花
手
前
を
披
露
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
国
内
外
に
い
け

ば
な
を
さ
ら
に
広
め
て
行
く
こ
と
が
、
私

の
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
勤
め
で
す
。
単
に

技
術
を
伝
え
る
の
で
は
な
く
、
い
け
ば
な

の
精
神
性
や
デ
ザ
イ
ン
の
奥
に
潜
む
考
え

方
を
伝
え
る
こ
と
が
、こ
れ
か
ら
の
日
本
、

そ
し
て
世
界
に
役
立
つ
と
思
う
の
で
す
。

い
け
ば
な
は
不
安
定
な
デ
ザ
イ
ン
で
、

左
右
の
均
衡
が
崩
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

非
常
に
懐
が
深
い
デ
ザ
イ
ン
で
、
時
間
経

過
に
よ
っ
て
も
崩
れ
な
い
し
、
別
の
要
素

が
入
っ
て
も
崩
れ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
よ

り
新
し
い
面
白
い
空
間
が
で
き
る
可
能
性

を
秘
め
た
デ
ザ
イ
ン
な
の
で
す
。そ
の「
懐

の
深
さ
」
が
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
発
想

の
源
泉
で
し
た
。
そ
れ
を
も
う
一
度
、
日

本
人
み
ん
な
が
再
認
識
す
れ
ば
、
今
は
少

し
固
く
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
日
本

人
の
頭
は
柔
ら
か
く
戻
る
と
思
う
の
で

す
。
日
本
人
が
こ
れ
か
ら
世
界
で
役
に
立

つ
存
在
に
な
る
た
め
に
は
、
日
本
人
の
持

つ
強
み
を
、
も
っ
と
海
外
の
人
た
ち
と

シ
ェ
ア
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

一
つ
が
、「
柔
軟
な
懐
の
深
い
発
想
力
」

で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
自
然
に
対
す
る
敬
意

も
大
切
で
す
。
自
然
は
抵
抗
し
よ
う
と
し

て
も
し
き
れ
な
い
存
在
で
、
西
洋
で
は
自

然
を
遮
断
し
、
家
の
中
を
シ
ェ
ル
タ
ー
に

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本
人

は
家
の
中
が
自
然
に
つ
な
が
る
よ
う
な
環

境
で
生
活
し
、
さ
ら
に
「
人
間
が
自
然
の

一
部
で
あ
る
」
と
い
う
発
想
を
持
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
結
構
大
き
な
発
想
だ
と
思

う
の
で
す
。

　い
け
ば
な
を
義
務
教
育
に

私
は
い
け
ば
な
を
義
務
教
育
化
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
学
校
の
先
生
方
に
、

花
を
生
け
る
こ
と
の
意
義
や
、
日
本
人
の

花
と
の
向
き
合
い
方
を
し
っ
か
り
と
知
っ

て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
せ
っ
か
く
日

本
に
は
素
敵
な
文
化
が
あ
る
の
で
す
か

ら
、
そ
れ
を
知
っ
て
も
ら
う
機
会
を
こ
れ

か
ら
も
っ
と
増
や
し
て
行
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
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こ
の
文
章
か
ら
、
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
考
え
を
学
校
教

育
の
中
核
に
位
置
付
け
学
校
経
営
し
て
い
る
こ

と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
各
学
校
が
目
指

す
教
育
方
針
や
生
徒
像
と
、
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
考
え
方

と
は
極
め
て
シ
ン
ク
ロ
し
や
す
く
、
各
学
校
に

お
い
て
は
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
視
点
を
生
か
し
た
教
育
課

程
の
編
成
と
実
施
を
、
京
山
中
学
校
の
取
り
組

み
を
参
考
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

京
ࢁ
中
学
校
の
̚
̨
̙
ਪ
ਐ
の
特
৭
は
Ҏ
下

の
ࡾ
つ
で
あ
る
。

①
総
合
的
な
学
習
の
時
間

ɾ
自
校
൛
学
習
指
ಋ
要
ྖ
の
作


ɾ
ධ
Ձ
規
४
表
ớ
グ
Ϩ
ー
ド
表
Ờ
の
作


ɾ
̬
ܕ


ղ
ܾ
Ϟ
デ
ル
に
よ
る
୳
ڀ
活
動

ɾ
育
て
た
い
力
を
明
֬
に
し
た
単
元

ྻ
表
作

　


②
教
科
横
断
的
な
単
元
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム

ɾ
��
単
元
の
開
発

ɾ
思
考
力

の
育

に
向
け
た
グ
Ϩ
ー
ド
表
作

　


③
地
域
と
の
連
携ŋ

協
働

ɾ
૯
合
文
化
発
表
会
の
開
࠵

ɾ
ެ
ຽ
ؗ
で
の
ఏ
Ҋ
、
発
৴

ɾ
ࣾ
会
ߩ
ݙ
意
識
を
高
め
る
ҕ
һ
会
活
動

ɾ

Ҭ
と
の
࿈
ܞ
、
ڠ
ಇ
に
よ
る
取
り
組
み

　

中
で
も
そ
の
中
֩
を
担
う
の
が
、
૯
合
的
な

学
習
の
時
間
で
の
取
り
組
み
で
あ
る
。
�
年
生

は
、

Ҭ
学
習
と
し
て
「
大

き
ʂ　

京
ࢁ
」

総
合
的
な
学
習
の
時
間
を

中
核
と
し
た
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の

取
り
組
み

文部科学省初等中等教育局視学官
　田村　学

　

学
校
教
育
で
の
Ｅ
Ｓ
Ｄ

　

�
݄
߸
で
は
̚
̨
̙
の
֓
要
に
つ
い
て
、

「
̚
̨
̙
っ
て
な
に
ʁ
」「
な
ͥ
̚
̨
̙
な
の
ʁ
」

「
ど
の
よ
う
に
学
校
教
育
と
つ
な
が
る
の
か
ʁ
」

な
ど
の
ࢹ

で
ه
し
て
き
た
。

　

今
݄
߸
で
は
、
۩
体
的
な
学
校
を
事
例
と
し

て
取
り
上
͛
、
各
学
校
で
の
̚
̨
̙
の
取
り
組

み
を
۩
体
的
に
イ
ϝ
ー
δ
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

　

京
山
中
学
校
の
取
り
組
み

　　

こ
こ
で
取
り
上
͛
て

հ
し
た
い
学
校
が
Ԭ

ࢁ
ࢢ
立
京
ࢁ
中
学
校
で
あ
る
。
ฏ
2�

年
2

݄
の
リ
ー
ϑ
Ϩ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
な
ه
ड़
で
始

ま
る
。

12
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の
単
元
を
実
ࢪ
す
る
。
୳
ڀ
学
習
の
ج
ૅ
を
学

び
な
が
ら
、
ັ
力
や

Ҭ
の
՝

を
ύ
ン
ϑ

Ϩ
ッ
ト
や
新
聞
で
発
৴
し
て
い
く
。2
年
生
は
、


ٿ
人
と
し
て
「
共
に
生
き
る
」
単
元
を
行
う
。

広
ౡ
学
習
と
ؔ
࿈
付
け
た
୳
ڀ
活
動
を
৬
業
体

験
へ
と
発
ల
さ
せ
、
૯
合
文
化
発
表
会
な
ど
で

発
表
し
て
い
く
。
3
年
生
は
、「

ٿ
は
一
つ
ʂ

つ
な
が
る
ئ
い
」
の
単
元
で
、

家
ຽ
ധ
な
ど

を
体
験
し
な
が
ら
環
境
学
習
を
ਪ
ਐ
し
て
い

く
。
環
境
એ
言
の
作

な
ど
を
通
し
て
命
な
ど

を
考
え
て
い
く
。

　

総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
Ｅ
Ｓ
Ｄ

　　

̚
̨
̙
を
教
育
活
動
に
取
り
入
れ
る
ࡍ
に

は
、
学
校
の
教
育
活
動
全
て
で
行
う
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
中
で
も
、
京
ࢁ
中
学
校
の
よ
う
に

૯
合
的
な
学
習
の
時
間
を
ϝ
イ
ン
ϑ
ỹ
ー
ル
ド

に
す
る
こ
と
は
有
ޮ
な
方
๏
で
あ
る
。

　

な
ͥ
な
ら
、
૯
合
的
な
学
習
の
時
間
は
、
各

学
校
で
育
て
よ
う
と
す
る
ࢿ
࣭
や
能
力
お
よ
び

ଶ
度
を
ઃ
定
し
、
学
ぶ

き
内
༰
も
各
学
校
で

定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
持
続
可
能
な
ࣾ

会
づ
く
り
に
ٻ
め
ら
れ
る「
൷

的
に
思
考
し
、


断
す
る
力
」「�

ະ
དྷ
૾
を
༧
ଌ
し
て
計
ը
を

立
て
る
力
」「�

多
面
的
、૯
合
的
に
考
え
る
力
」

「�ί
ϛ
ỿ
ニ
έ
ー
シ
ἀ
ン
を
行
う
力
」「�

他
ऀ
と

ڠ
力
す
る
ଶ
度
」「�

つ
な
が
り
を
ଚ
ॏ
す
る
ଶ

度
」「

任
を
ॏ
ん
じ
る
ଶ
度
」
な
ど
の
育


に
μ
イ
Ϩ
ク
ト
に
結
び
付
く
よ
う
に
Χ
リ
Ω
ỿ

ラ
ム
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
持
続
可
能
な
ࣾ
会
に
૬
Ԡ
し
い
「
多

༷
性
」「
૬
ޓ
性
」「
有
ݶ
性
」「
ެ
ฏ
性
」「
࿈

ܞ
性
」「

任
੍
」
な
ど
の
Ձ

؍
を
ܗ

す

る
よ
う
、
国
ࡍ
理
ղ
、

ใ
、
環
境
、

ŋࢱ

݈
߁
な
ど
の
現
代
ࣾ
会
の
՝

を
内
༰
と
し
て

ѻ
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ア
ク
テ
ィ
ブ･

ラ
ー
ニ
ン
グ

　　

૯
合
的
な
学
習
の
時
間
は
୳
ڀ
的
に
学
び
、

ڠ
同
的
に
学
ぶ
こ
と
を
特

と
し
て
い
る
。
ま

さ
に
「


の
発
見
と
ղ
ܾ
に
向
け
て
ओ
体
的

ڠ
ಇ
的
に
学
ぶ
学
習
」、
い
わ
Ώ
る
ア
ク
テ
ỹ

ϒŋ

ラ
ー
ニ
ン
グ
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

��
一
人
一
人
の
子
ど
も
が
、
身
の
ճ
り
の



事
を
現
代
ࣾ
会
の
՝

と
結
び
付
け
て
、
ҟ
な

る
多
༷
な
他
ऀ
と
力
を
合
わ
せ
、
対
話
を
ॏ
ね

な
が
ら
そ
の
ղ
ܾ
に
取
り
組
む
。
そ
の
過
程
に

お
い
て
、
ظ

す
る
能
力
や
Ձ

؍
が
֬
か
に

育
ま
れ
て
い
く
も
の
と
ظ

す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト　
　

　　

先
に
ࣔ
し
た
よ
う
に
૯
合
的
な
学
習
の
時
間

は
、
各
学
校
で
Χ
リ
Ω
ỿ
ラ
ム
を
デ
ザ
イ
ン
す

る
。
そ
し
て
、
そ
の
Χ
リ
Ω
ỿ
ラ
ム
を
ద
正
に

ӡ
༻
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に

Χ
リ
Ω
ỿ
ラ
ム
ɾ
マ
ω
δ
ϝ
ン
ト
を
実
ࢪ
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

　

中
ԝ
教
育
৹
議
会
教
育
՝
程
ا
ը
特
別
部
会

で
は
、
新
し
い
教
育
՝
程
の
ج
४
の
ݕ
౼
に
向

け
て
論

を

理
し
た
。そ
こ
に
は
、ア
ク
テ
ỹ

ϒŋ

ラ
ー
ニ
ン
グ
と
Χ
リ
Ω
ỿ
ラ
ム
ɾ
マ
ω
δ

ϝ
ン
ト
を
࿈
動
さ
せ
た
新
し
い
教
育
՝
程
の
֬

か
な
実
現
を
目
指
し
て
い
く
方
向
性
が
ࣔ
さ
れ

た
。

　

૯
合
的
な
学
習
の
時
間
を
中
֩
と
し
て
̚
̨

̙
を
ॆ
実
さ
せ
て
い
く
京
ࢁ
中
学
校
の
取
り
組

み
は
、
次
ظ
学
習
指
ಋ
要
ྖ
を
先
取
り
し
て
い

く
取
り
組
み
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

●
引
用
・
参
考
文
献

・「
京
山
か
ら
世
界
へ
！
つ
な
が
る
願
い
」（
平
成
27
年
2
月
、
岡

　

山
市
立
京
山
中
学
校
）

・「
学
校
に
お
け
る
持
続
可
能
な
発
展
の
た
め
の
教
育
（
Ｅ
Ｓ
Ｄ
）

　

に
関
す
る
研
究
﹇
最
終
報
告
書
﹈」（
平
成
24
年
3
月
、
国
立
教

　

育
政
策
研
究
所
）
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り
越
え
た
倫

理
観
に
迫
る

こ
と
が
で
き

る
と
考
え
て

き
た
。
冒
頭

の
「
エ
コ
で

乗
り
切
れ
る

か
今
年
の
夏
」

の
授
業
で
は
、

「
電
力
使
用

ޒ
％
削
減
目

標
」
に
対
し

て
可
能
か
不

可
能
か
で
話

し
合
い
が
盛

り
上
が
る
中
、

教
師
は
「
原

子
力
発
電
所

の
再
稼
動
に

よ
っ
て
削
減

目
標
廃
止
の
ニ
ュ
ー
ス
」
を
提
示
し
た
と
こ
ろ
、
生

徒
は
一
斉
に
「
エ
コ
活
動
の
意
義
と
必
要
性
」
を
発

言
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
授
業
の
よ
う
に
授
業

者
が
関
わ
り
合
い
の
場
面
で
子
ど
も
た
ち
の
思
考
や

思
い
に
積
極
的
に
仕
掛
け
る
（
ゆ
さ
ぶ
る
）
こ
と
の

大
切
さ
が
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
る
。

研
究
を
通
し
て
、
環
境
学
習
そ
し
て
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
は
「
探
究
」
で
あ
る
こ
と
が
実
感
で
き
る
。

さ
ら
に
、
学
び
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
「
世
代
を
超
え

た
倫
理
観
」
を
学
ぶ
道
徳
的
な
授
業
の
必
要
性
が
高

ま
っ
て
き
た
。
ま
た
、
私
た
ち
は
、
こ
の
実
践
を
通

　
「
私
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。
最

も
気
に
な
っ
た
の
は
、
原
子
力
発
電
の
こ
と
で
す
。

原
子
力
発
電
は
、放
射
線
が
、放
射
性
廃
棄
物
の
ご
み

に
な
っ
て
も
出
続
け
る
し
、
将
来
そ
の
放
射
線
が
何

も
出
な
い
状
態
に
戻
る
に
は
、
な
ん
と
十
万
年
も
か

か
る
っ
て
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
、
世
の
中
の
人
は
原

子
力
発
電
の
安
全
性
に
つ
い
て
ど
う
し
よ
う
ど
う
し

よ
う
っ
て
言
っ
て
や
っ
て
い
る
け
ど
、
私
は
何
の
罪

も
な
い
後
世
の
人
た
ち
に
原
発
の
ご
み
を
預
け
る
だ

け
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
は
何
も
悪
く
あ
り

ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、

今
の
私
た
ち
の
た
め

だ
け
に
原
子
力
発
電

を
使
っ
て
い
る
気
が

し
ま
す
。
未
来
の
人

た
ち
は
原
発
が
つ
い

て
い
た
こ
と
に
関
し

て
何
の
得
が
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
」

�

七
月
環
境
学
習
「
エ
コ

で
乗
り
切
れ
る
か
今
年
の

夏
」
で
の
生
徒
Ａ
の
発
言

よ
り

私
た
ち
の
研
究
の
原
点
は
、「
未
来
志
向
の
生
徒

づ
く
り
」
で
あ
る
。
環
境
学
習
を
基
軸
と
し
た
Ｅ
Ｓ

Ｄ
の
研
究
も
六
年
目
を
迎
え
た
。
本
年
度
は
、
新
香

山
環
境
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
践
検
証
、
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の

概
念
や
手
立
て
を
各
教
科
の
授
業
に
取
り
入
れ
た
実

践
に
加
え
、
子
ど
も
た
ち
の
生
活
そ
の
も
の
に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
、
未
来
志
向
の
学
校
教
育
モ
デ
ル
の
在
り

方
を
構
想
し
、
体
系
化
し
て
い
く
研
究
に
取
り
組
ん

だ
。
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
自
己
肯
定
感
」
で
あ
り
、

「
二
十
一
世
紀
型
ス
キ
ル
」
で
あ
る
。

本
校
で
は
、
Ｅ
Ｓ
Ｄ
は
、
概
念
で
あ
る
が
、
方
法

で
も
あ
る
と
捉
え
、
環
境
学
習
を
基
軸
と
し
て
Ｅ
Ｓ

Ｄ
の
授
業
研
究
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
探
究

学
習
に
お
け
る
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
手
立
て
の
検
証
を
進
め
て

き
た
。
指
導
案
の
中
に
下
図
の
よ
う
な
視
点
表
を
設

け
、
意
図
的
に
手
立
て
を
構
想
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
、
か
か
わ
り
合
い
の
中
で
生

徒
の
思
考
に
ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
る
教
師
の
側
が
Ｅ
Ｓ

Ｄ
を
意
図
し
た
も
の
な
ら
ば
、
生
徒
の
思
考
や
話
し

合
い
の
方
向
も
未
来
志
向
で
あ
っ
た
り
、
世
代
を
乗

ࢹ
ͭながり

ಈ׆ ख立ͯ
教材 人  ɾྗ

ଶ

4 ૬ੑޓ ˓ � ࣗͷཱΛ໌֬ʹ͠ɺ౼ʹࢀՃ͢Δɻ

*༗ੑݶ ˓ �
ະདྷࢤͰΤωϧΪʔΛͨ͑ߟͱ͖ɺϦ
αΠΫϧ͕͜Ε͔ΒͷٿʹॏཁϙΠ
ϯτͰ͋Δ͜ͱΛ͓͑͞Δɻ

$੍ ˕ ˕ ˕ �
ʮফඅऀΛҭͯΔͨΊͷʯΛΏ͞ͿΓͷ
ྉͱͯ͠ఏࣔ͠ɺফඅऀͷͨΊͱ͍͏ࢿ
ΩʔϫʔυΛ͓͑ͯ͞൘ॻ͢Δɻ

"࿈ଳੑ ˕ ˕ ˕ � ౼Λ௨ͯ͠ɺ͕ࣗࣗͰ͖ΔΤί
ΞΫγϣϯʹऔΓΉඞཁੑΛ͡ײΔɻ

愛知県岡崎市立新香山中学校
教諭　山口　裕嗣

愛知県岡崎市立新香山中学校
校長　名倉　嘉章

Ｅ
Ｓ
Ｄ
で
向
か
う

「
二
十
一
世
紀
型
」

生
徒
の
育
成

環
境
学
習
に
お
け
る

「
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
手
立
て
」
に
つ
い
て
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「
Ｅ
Ｓ
Ｄ
」を
生
活
の
場
に

取
り
入
れ
る
取
り
組
み



し
て
、学
び
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「
つ
な
が
り
」
と
し
た
。

さ
ら
に
今
後
は
、
生
徒
の
行
動
化
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を

「
つ
づ
け
る
」
と
し
て
い
る
。
未
来
志
向
の
環
境
学
習

で
の
視
点
は
、
ま
だ
見
ぬ
世
代
だ
が
、
生
徒
の
生
活

と
行
動
は
「
す
ぐ
先
の
未
来
」
で
あ
る
。
生
徒
の
日

頃
の
行
動
こ
そ
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
検
証
場
面
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
例
え
ば
、
ト
イ
レ
の
ス
リ
ッ
パ
を
そ
ろ
え

る
こ
と
も
一
番
近
い
未
来
の
人
を
意
識
し
た
行
動
と

し
て
、
校
内
の
ト
イ
レ
の
ス
リ
ッ
パ
を
そ
ろ
え
、「
フ

ラ
ッ
グ
」
を
あ
げ
よ
う
と
い
う
取
り
組
み
も
実
施
し

て
い
る
。
資
料
の
よ
う
に
こ
の
活
動
で
生
徒
が
実
感

し
た
「
思
い
」
は
、
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
概
念
や
目
指
す
能
力

に
よ
っ
て
仕
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
さ
に
Ｅ
Ｓ

Ｄ
が
生
活
や
行
動
の
指
針
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
昨
年
、「
ト
イ
レ
の
ス
リ
ッ
パ
が
整
え
ら
れ
た

日
に
あ
が
る
黄
色
の
フ
ラ
ッ
グ
」
が
百
回
目
に
上
が
っ

た
の
が
一
月
二
十
三
日
、「
つ
づ
け
る
」
行
動
力
が
成

果
と
し
て
現
れ
た
「
記
念
日
」
と
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
実
践
を
「
Ｅ
Ｓ
Ｄ
」
の
視
点
で
振
り

返
っ
て
み
る
と
、
環
境
学
習
を
研
究
の
基
軸
と
し
つ

つ
も
学
び
の
フ
ィ
ー
ル
ド
が
教
科
学
習
、
生
徒
指
導
、

学
校
づ
く
り
に
ま
で
拡
散
し
て
き
た
。
私
た
ち
が
目

指
す
生
徒
像
は
、
い
つ
の
ま
に
か
環
境
悪
化
に
立
ち

向
か
う
姿
だ
け
で
は
な
く
、
未
来
社
会
で
自
信
を
持
っ

て
生
き
よ
う
と
す
る
若
者
像
と
な
っ
て
き
た
。
環
境

学
習
で
は
「
自
然
を
意
識
す
る
感
受
性
」
と
「
世
代

を
乗
り
越
え
た
倫
理
観
」
が
学
び
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で

あ
る
と
検
証
し
て
き
た
が
、
未
来
社
会
の
創
造
に
向

け
て
、
教
科
横
断
的
に
、
ま
た
系
統
的
に
学
習
し
て

い
く
中
で
「
批
判
的
思
考
力
」「
自
己
肯
定
感
」「
コ

ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
な
ど
の
必
要
性
が
教
師
間

か
ら
挙
が
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
年
間
を
通
じ
て

Ｇ
Ｗ
Ｔ
（
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
）
を
系

統
的
に
実
践
し
て
い
る
Ұ
年
生
の
あ
る
ク
ラ
ス
で
は
、

生
徒
の
協
働
的
な
取
り
組
み
を
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

と
い
う
言
葉
で
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
化
し
、
ク
ラ
ス

の
行
動
目
標
と
し
て
教
師
と
生
徒
が
意
識
す
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
と
い
う
。
さ
ら
に
「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
」
を
教

材
化
し
た
学
習
を
環
境
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
接
続
単

元
と
し
て
行
っ
た
二
年
生
で
は
、
生
徒
が
「
地
球
温

暖
化
を
企
業
の
せ
い
に
す
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
私

た
ち
も
や
ら
な
き
ゃ
あ
」
と
活
動
の
意
欲
を
高
め
、

雪
の
降
る
冬
の
日
の
午
後
、
学
区
の
清
掃
を
行
っ
た
。

こ
の
生
徒
た
ち
も
動
か
し
て
い
る
も
の
は
何
か
。
こ

の
行
動
化
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
背
景
に
は
、「
自
分
は
ど

う
考
え
判
断
す
る
か
」「
自
分
自
身
は
ど
う
な
の
か
」

と
い
う
内
省
的
な
「
問
い
」
を
単
元
の
ま
と
め
と
し

て
教
師
が
問
う
授
業
が
増
え
て
き
た
こ
と
が
一
因
で

あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
環
境
学
習
の

成
果
が
目
に
み
え
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
の
中
で
、

確
か
な
判
断
や
意
思
決
定
、
さ
ら
に
は
行
動
化
を
導

く
に
は
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
る
、
振
り
返
る
活
動

を
繰
り
返
す
必
要
が
あ
る
こ
と
が
焦
点
化
さ
れ
て
き

た
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
「
自
己
肯
定
感
」
で
あ
る
と

し
て
今
後
、
そ
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
実
践
検
証
し

て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
Ｅ
Ｓ
Ｄ
で
目
指
す
七
つ
の
実

践
的
能
力
の
獲
得
も
含
め
て
「
二
十
一
世
紀
を
生
き

る
生
徒
」
た
ち
が
身
に
付
け
た
い
力
と
は
何
か
の
議

論
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
Ｅ
Ｓ
Ｄ
を
目
指
す

教
育
の
一
部
と
し
て
と
ら
え
な
お
し
た
未
来
志
向
の

二
十
一
世
紀
型
ス
キ
ル
を
開
発
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

今
後
は
、
本
校
の
教
育
実
践
の
内
容
や
計
画
を
見
直

し
、
環
境
学
習
や
総
合
的
な
学
習
の
枠
内
に
と
ど
ま

ら
ず
、
三
つ
の
大
き
な
ス
テ
ー
ジ
と
े
の
目
指
す
力

の
獲
得
・
定
着
に
向
け
、
本
校
教
育
実
践
の
具
体
的

な
取
組
を
進
め
て
い
き
た
い
。

ʲコϛュχέʔγϣϯΛྗ͏ߦʳ
ɹɾ૭͔Β֎Λ࣌ͨݟ「ࠓͦΖ͍ͬͯΔͶ」ͱ༑ୡͱ͢͜ͱ͕͋ΔͷͰલΑΓؾʹ͔͚
ɹɹΔΑ͏ʹͳͬͨɻʢ�ঁࢠʣ
ɹɾ༑ୡͷεϦούΛଗ͑ͨ࣌ʹ「͋Γ͕ͱ͏」ͱ͍ͬͯ͘ΕͯɺͦΖ͑ͯΑ͔ͬͨͱͬࢥ
ɹɹͨ͜ͱ͕͋Δɻʢ�ঁࢠʣ

ʲଞऀͱ͢ྗڠΔଶʳ
ɹɾਅՁϑϥοά͕͋͛ΒΕΔͱશ͕ߍ �ͭʹͳͬͨͱ͑ࢥΔͷͰͱͯΑ͍ͱ͏ࢥɻ
ɹɹʢ�உࢠʣ
ɹɾ༑ୡͱҰॹʹͰ͖ͨ͜ͱ͕ྑ͔ͬͨɻʢ�உࢠʣ

ʲͭͳ͕ΓΛଚॏ͢Δଶʳ
ɹɾͱͯྑ͍͜ͱͩͱ͍ࢥ·͢ɻͦ͏͍͏෩ʹश͍͚ͯͮ͘͜׳ͱେͰ͢ɻେਓʹͳ
ɹɹͬͯࣾձʹग़͔ͯΒඞཁͩͱ͏ࢥͷͰɻʢ�ঁࢠʣ
ɹɾԼବശͰͦΖ͑ΒΕΔͳΒɺτΠϨεϦούͦΖ͑ΒΕΔͱ͍ࢥ·͢ɻʢ�உࢠʣ

ʲਐΜͰࢀՃ͢Δଶʳ
ɹɾ͙ͱ͖ʹͦͯݟΖ͑ͳ͕Β͍Ͱ͍ΔͷΛݟΔͱ「͍͍ͳ」ͬͯ͏ࢥɻʢ�ঁࢠʣ
ɹɾࣗͷͨͬεϦούΛͦΖ͑Δ͍ͭͰʹपΓͷͦΖ͍͑ͯΔਓΛݟΔͷͰΈΜͳ͕
ɹɹͦ͏ͳΕͬͱΑ͘ͳΔͱͨͬࢥɻʢ�ঁࢠʣ

ʫྗ͢ࢦεΩϧʪ3ͭͷେ͖ͳεςʔδͱ10ͷܕل21ੈ

メタ認知力
と

自己肯定感
にࢲ⼦

Α͍とこΖが͋る⼧

総合的な学習の時間・道徳・教科学習

職場体験学習・社会見学
ユネスコスクール交流活動

情報リテラシー
⽛ͭなが͍ͬͯる
͋なたと
世քと⽜

Δྗ͢ߟࢥ
Δྗ͢༺׆
ΛΈ͕͘

自然の恵みを大切に思う 世代を越えた倫理観
（感受性）

    
（世代間倫理）

εΩϧʢ10ͷྗʣܕل21ੈ

」
」

ICTリテラシー
⽛ใثػを
こな͍͢
しͦͯ͢る⼧

人生
キャリア設計力
⽛生͖ํΩーϫーυ
をみ͚ͭる⼧

T
.DT（ϛχσΟεΧッシϣンタイϜ）
(8T（グループϫーΫτϨーχング）

τイϨϑϥッグ
ααϢϦอ׆ޢಈ

学۠ਗ਼
生徒ձ׆ಈ

コミュニケーション
能力

「私には言いた
いことがある」

想像力と
イノベーション
⽛異なるҙ見の౷合で
えが見ͭかる⽜

ಛ৭͋Δֶͮ͘ߍΓ

コラボレーション
能力

のΞイσΞࢲ⽛
し合ͬͯ
͞らにΑ͘ なる⽜

ະདྷΛੜ͖
Δਓͮ͘Γ

個人的
社会的責任

にະདྷをるࢲ⽛
が͋る⼧

シティズンシップ
（市民性）

⽛地ٿ人としͯ
⽜ಈ͢るߦ

批判的思考
課題解決

⽛本࣭を͢ڀる⽜

環境学習プログラムを中心とする未来志向の学習

Educo  7

「
Ｅ
Ｓ
Ｄ
」で
学
校
づ
く
り
を
進
め
る
構
想
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ɹ͜ͷΑ͏
ʹɼ࣮ମݧ
͔ΒࢠͲ
ͨͪࣗ
ͳΓͷ͑ߟ
ΛੵΈ্͛
͍ͯΔΑ͏
ͩɻਓ͔Β

ΒΕΔͷͰͳ͘ɼࣗΒங্͖͛Δֶͼɼ͑ڭ
ࣝͱ͍͏ΑΓܙͱͳΓɼͦͷࢠͷਓؒܗͷૅج
ͱͳ͍ͬͯ͘ɻখֶੜ࣌ͷ"1$$ ମݪ͕ݧମݧ
ͱͳΓɼάϩʔόϧਓࡐͷૉΛܗ͍ͯ͠Δͱࢲ
ΔॴҎͰ͋Δɻ͍ͯ͑ߟ͕ͪͨ

　　　
ಈ׆ҭڭࡍࠃΠϕϯτからྲྀަࡍࠃ

ʮΞδΞଠฏ༸͜Ͳձ ɾٞΠϯԬʢ"1$$ʣʯɼ
���� ʹԬࢢͰ։͞࠵ΕͨࡍࠃതཡձͷࢀՃࣄ
Ͱ͋ۀࣄྲྀަࡍࠃຽϨϕϧͷࢢɼͨͬ·࢝ͱͯ͠ۀ
ΔɻॳฏΛ͠ٻر༑ળΛਪ͠ਐΊΔࡍࠃ
ަྲྀΠϕϯτͱͯ͠اը͞Εɼܧଓ։࠵ΛΉΛ
Λॏ࢙ΘͨΓଓ͍͖ͯͨɻྺʹلԡ͠ʹɼ�ੈޙ
ͶΔ͏ͪɼ2000 ࠒΛڥͱͯ͠ɼ͜ͷࢀۀࣄՃΛ
ʹ࢟Ͳ͕ͨͪܶతʹ͍ͯ͠Δࢠʹ͚͔͖ͬ
͠ɼ͕࣌ཁ͢ΔάϩʔόϧਓࡐΛҭΉऔΓ
ΈͱϓϩάϥϜʹվળɾΛՃ͑ͯൃల͖ͯ͠
͍ͯΔɻ
۩ମతͳۀࣄ༰Ͱ͋Δ͕ɼʠϗʔϜεςΠϓϩ
άϥϜʡͷଞɼೖ͠ࠃϗʔϜεςΠʹҠΔલͷ
Ͳ͕ͨͪҰಊʹձͯ͠ࢠ੶ͷࠃΘΕΔɼଟߦʹؒ
༑ୡΛ࡞ΔʠަྲྀΩϟϯϓʡɼࠃΛද͢Δ͜Ͳ
େͱͯ͠ՎགྷΓΛ൸࿐͢Δ�ʠύϑΥʔϚϯεΠ
ϕϯτʡɼҰ൪ۙͳֶߍੜ׆Λମ͢ݧΔʠεΫʔϧ
ϏδοτʡͳͲɼ͞·͟·ͳϓϩάϥϜͰߏ͞Ε
͍ͯΔɻՆٳΈલͷ �݄ �0 લ͔ޙΒ 2िؒɼ
�� Ͳͨͪࢠͷࡀ �0 ஂͷάϧʔϓԬͰҰಊ
ʹձ͠ɼओʹখֶ �͔Β �ੜͷࢠͲͨͪͱަ
ΘΓͳ͕ΒɼҰ࿈ͷϓϩάϥϜʹࢀՃ͍ͯ͘͠ͷͰ
͋ΔɻԬͰͷड͚ೖΕՈఉͪΖΜɼΩϟϯϓ
ΠϕϯτɼֶྲྀަߍαϙʔτͳͲͷ͋ΒΏΔӡӦ
ɼࢢຽϘϥϯςΟΞʹΑͬͯߦΘΕ͍ͯΔɻ����
ҎདྷɼຖՆ 2� ͷؒʹɼւ֎͔Βड͚ೖΕͨࢠ
ͲͱҾऀͷ૯ �ສਓΛ͑ͨɻ·ͨय़ٳΈ
ՆٳΈʹɼটᡈۀࣄͰަΛਂΊͨΞδΞଠฏ

༸ͷ֤ࠃԬͷখதߍߴੜΛૹΓɼϗʔϜεςΠ
ֶߍɾҬͰͷަྲྀʹνϟϨϯδͤ͞Δۀࣄݣ
͍ߦɼ͜Ε·Ͱʹ 2000 ਓҎ্Λւ֎ૹΓग़͠
͍ͯΔɻಉ૭ձ৫ʮϒϦοδΫϥϒʯΞδΞଠฏ
༸ 3� ΧࠃɾҬʹઃཱ͞Εɼࢢٿຽͷάϩʔό
ϧωοτϫʔΫ͍͕ͯͬΔɻ

　　　　　　
　　　　　　　

のࠜ׆ಈのՄੑ

"1$$ ͷϢχʔΫ͞ɼࢠͲͨͪʹࣗͱಉ
ੈͷҟࠃͷ༑ͱɼೱີͳަྲྀମݧͷΛఏͯ͠ڙ
͍Δʹ͋ΔɻೱີͳମݧͱɼΠϯλʔωοτ
ιʔγϟ
ϧϝσΟ
ΞΛհ͠
ͨόʔν
ϟϧͳަ
ྲྀͰͳ
͘ɼੜ
ͷਓؒಉ࢜
͕ग़ձ͏͜ͱɼͦ ͯ͠૬खͱ͖߹Θ͟ΔΛಘͳ͍ɼ
ಀΕΒΕͳ͍ۭ͕ؒ༻ҙ͞Ε͍ͯΔ͜ͱʹ͋Δɻࠓ
ɼখֶߍͰ֎׆ޠࠃಈ͕ߦʹൃ׆ΘΕɼֶߍͰ
ձػ͏߹ਓͷઌੜҬͷཹֶੜͳͲͱ৮Εࠃ֎
ҰൠԽͭͭ͋͠Δɻ͔͠͠ग़དྷΔ͜ͱͳΒɼಉੈ
ͷऀಉ͕࢜ҰରҰͰ͔ͬ͠Γͱ͖߹͏ަྲྀͷΛ
ଟ͘࡞Γ͍ͨɻ
"1$$ ͰɼԬࢢΛ͡Ίͱ͢Δ֤࣏ࣗମڭ
ҭҕһձͷྗڠಘͳ͕ΒɼՆٳΈલͷ͜Ͳେ
Ͱड͚ೖΕͯΒ͍ɼग़དྷΔͩߍখֶʹ࣌དྷ
͚ଟ͘ͷࢠͲ͕ͨͪ֎ࠃͷ͜Ͳେͱ৮Ε߹͑
ΔνϟϯεΛ૿͍ͯ͠Δɻখֶߍʹͱͬͯɼ֎ࠃ
͔ΒͷήετΛܴ͑ೖΕΔͨΊͷɼ̓ શཧɼڅ৯ɼ
ମݧतۀΧϦΩϡϥϜ࡞ΓͳͲɼ࿑ྗ͔͔Δɻ͠
͔͠ɼຊͷࢠͲͨͪʹͱͬͯɼͦͷو͕ݧܦॏ
ͰՁ͋ΔͷͰ͋Δ͜ͱΛɼपΓͷେਓɼֶߍɼ
Ҭ͕ཧղ͠ɼੵۃతʹͦͷڥΛ४උͯ͘͜͠ߦ
ͱ͕େͰͳ
͍ͩΖ͏͔ɻ͜
ͷಓͳੵΈॏ
Ͷ͕ɼຊͷҙ
ຯͰͷάϩʔό
ϧਓࡐҭΛࢧ
͍͑ͯΔɻ

い߹Θͤઌ˔/10ΞδΞଠฏ༸͜ͲձٞɾΠンԬ 5&-�092�7�4�7700���ϗーϜϖーδɿ�IUUQ���XXX�BQDD�HS�KQ������

ɹ ຊの学ߍで書ಓのत業をମݧ

༿จԽがͪがͬͯΈΜな༑ୡʂݴ

օでྗを߹Θͤͯ
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ɹɹɹࢠͲͨͪのେのҟจԽަྲྀମݧ　

ɹʮϋϩʔɼφΠετΡʔϛʔνϡʔɼϚΠωʔϜΠ
ζʜʯɻࢠͲͨͪরΕͳ͕ΒӳޠͰѫࡰΛަ
Θ͠ɼΩϟϯσΟϨΠͱݺΕΔ՛ࢠͰͨͬ࡞ट০
ΓΛւ֎͔Βܴ͑ͨʠ͖ΐ͏͍ͩʡͷटʹ͔͚͍ͯ
͘ɻ͜ͷग़ձ͍͔Β �िؒͷϗʔϜεςΠ͕࢝·
Δɻຬ໘ͷসΈͰɼยݴͷຊޠަ͑ͳ͕Βӳޠ

Λྲྀெʹ͢͜Ͳେ
͍ΕɼγϟΠͰ
ແޱͳࢠ͍Δɻ͜͜
͔Βઌɼ͕ࢲຊͷ
ՈɻࢠͲͨͪૣ
͘ଧͪղ͚͍ͨɼྑ
͘ͳΓ͍ͨͱ໋ݒʹऔ

ΓΜͰ͍͘ɻݴ༿͕௨ͣ͡ɼ૬ख͕ԿΛ͍ͯ͑ߟ
Δͷ͔͔ΒͣΠϥΠϥ͢Δ͜ͱ͋Δɻ͔ͩΒ͜
ͦɼ૾ྗΛಇ͔ͤ૬खͷ͍ࢥΛ͘ΈऔΓɼ৺Λ௨
Θͤ߹͏ྗΛੵΈॏͶΔ͜ͱʹͳΔɻ
ɹ�� ·ΔதͰ͢͞ʹڞΛ׆Ͳͨͪɼੜࢠͷࡀ
͟·ͳҧ͍ᷤ౻Λମ͢ݧΔɻϗʔϜεςΠதී
ஈͷੜ׆ͱಉ͡Α͏ʹɼҰॹʹֶߍʹ௨͍ɼۙॴͷ
Ͳͨͪͱ༡ͼɼങ͍ʹग़͔͚ɼஂΛฒࢠ
ͯΔɻ࢛࣌தߦಈΛڞʹ͠ɼҟจԽͷ༑ʹ
͖߹͏ೱີͳؒ࣌ͱͳΔɻ͜ͷؒɼࢠͲͨͪզ
ຫͯ͠ଞऀͱંΓ߹͍
Λ͚ͭΔ͜ͱɼओு
͠߹͏͜ͱͳͲɼ͍͔
ʹͦͷ༑ͱ͖߹͏͔ɼ
ࣗͳΓʹରॲ๏Λߟ
Γฦ͢ɻ܁Λޡࡨߦࢼ͑

　
　　　

ͦのݧܦがࢠͲͨͪʹͨらͨ͠の

ɹ�� Ͱ"1$$ޙલࡀ ͷҟจԽަྲྀΛମࢠͨ͠ݧͲ
ͨͪɼԿΛֶΜͰ͍Δͷ͔ɻ
ɹʮड͚ೖΕͨ࣌ຊҎ֎ʹਓ͍ؒͬͯΔΜͩ
ͳɼͱͨͬࢥɻςϨϏΛ͚ͩͨݟͰɼh֎ࠃͷ͜ͱɻ
;ʔΜʜʱͱ͍͏͚ͨͬͩ͡ײͲɼ࣮ࡍʹΑͦͷࠃ
ͷ͕ࢠདྷͯɼશ͘ຊޠ௨͡ͳͯ͘ɻຊ͡Όͳ
ʯɻ͜ͷͨ͠ײຊʹ͋ΔΜͩͳ࣮ͬͯͯͬࠃ͍
ʹ͞ΕΔΑ͏ʹɼࢠͲͨͪ֎ࠃΛɼͷલ
ͷ༑Λ௨ͯ͠ϦΞϧʹ͡ײऔΔɻಉ࣌ʹʮݴ
ಈͳͲ֎ࠃͱຊͷҧ͍Λͯ͡ײɼΑΓࣗͨͪͷ
ಠಛͳจԽʹ͍ͭͯ͑ߟΔΑ͏ʹͳͬͨʯͱ͍ݴɼ
͕ࣗຊಛ༗ͷจԽΛ·ͱ͍ͬͯΔ͜ͱΛ֮ࣗ
͠ɼࣗจԽͷؔ৺͍ͯ͛Δɻ·ͨʮݴ༿ࠃ
͕ҧͬͯಉ͡ࢠͲಉڞ࢜௨͍ͯ͠Δ෦͕͋Δ
ͱͨ͡ײʯͱɼಉੈ͔ͩΒͦ͜ʮ̋̋ਓʯʢྫ͑
λΠਓʣͱ͑ߟΔલʹɼಉ͡ਓؒɼಉ͡ࢠͲͱ
ͯ͠૬खΛݟΔΑ͏ʹͳΓɼʮ֎ࠃͷਓʯΛಛผࢹ
ͨ͠Γܟԕͨ͠Γ͢Δ͜ͱ͕ͳ͘ͳͬͨɼͱ͠
͍ͯΔɻ͞ΒʹɼޠҎ֎Ͱίϛϡχέʔγϣϯ͢
Δͱ͍͏νϟϨϯδΛ͠ݧܦɼଟ͘ͷࢠͲͨͪ
ʮ͍ͬͯΔӳޠδΣενϟʔͰަྲྀग़དྷָͯ͠
͔ͬͨɻͬͱӳޠΛษ͠ڧͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ͱͬࢥ
ͨʯͱ͍ݴɼখֶੜ࣌ͷ͜ͷମ͕ݧӳڵʹޠຯΛ
ͭୈҰาʹͳͬͨͱड़͍ͯΔɻͦͯ͠ɼৼΓ
खৼΓͰ͔Γ߹͑Δͱ͡ײΔҰํɼʮ͓ݴ͍ޓ
͍͍ͨ͜ͱ͕௨͡ͳ͕ͯ͘ࣃΏ͔ͬͨɻ͔ͩΒӳޠ
͕ग़དྷΔΑ͏ʹͳΓ͍ͨʯͱίϛϡχέʔγϣϯख
ஈͱͯ͠ͷӳޠͷ༗ޮੑΛ࣮͠ײɼӳֶޠशͷࣗ
વͳಈػ͚ʹ͍ͯ͠Δɻ

ɹຖ年 7݄，パΩスλン，౦πόϧόψΞπͱいͬͨଠฏ༸্のౡ国なͲ，ΞδΞଠฏ༸の �0を
͢国ɾҬ͔Β Ͳͨͪがࢠのࡀ11 200ਓҎ্ूまΓ，ʠ8F�BSF�UIF�#3*%(&ʡをスϩーΨンに，家ఉ，Ҭ，
学ߍで， 2िؒにΘͨΓҟจԽަྲྀを܁Γ͛るʜͦΜなࣄ業がԬにある。ʮΞ
δΞଠฏ༸͜Ͳձ ɾٞΠンԬʯ。ӳจࣄ業໊の಄จࣈをͱͬͯ"1$$ͱݺばれる，
27年ଓ͘औΓΈである。ʠ͜Ͳձٞʡͱあるが，いΘΏるʮձٞʯをͯ͠いる
Θけでない。ࢠͲͨͪのͦのޙのਓ生に大͖なӨڹを༩える，খ学生࣌代のҟ
จԽަྲྀମݧͱʁɹࢀՃऀのަえながΒ"1$$ࣄ業をհ͢る。

NPO法人アジア太平洋こども会議・イン福岡　事務局長
木本　香苗

のҟจԽަྲྀࡀ�� ʙάϩʔόϧਓࡐのୈҰาʙࡀ��のҟจԽަྲྀ

きょういく
見聞録

Ԭ

ݝޱࢁ

Ԭݝ

大ݝ

ݝຊ۽

ݝլࠤ

Ԭ

ݝޱࢁ

Ԭݝ

大ݝ

ݝຊ۽

ݝլࠤ

Ұॹに༡΅͏ʂ

ͶえͶえ，ฉいͯʂ
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き
こ
と
を
知
っ
て
い
る
よ
う
に
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
ڼ
い
ま
す
。
子
ど

も
た
ち
は
と
て
も

ح
心
Ԣ

で
、
ొ
校

్
中
に

ล
の
生
き
物
を
؍

し
て
な
か

な
か
学
校
に
୧
り
ண
か
な
か
っ
た
り
、「


の
Χ
ー
テ
ン
を
作
ろ
う
」
と
Ω
ỿ

リ
を

校
ࣷ
の
น
に
ഝ
わ
せ
て
育
て
る
と
、
そ
の


ら
に
Ω
ỿ

リ
༻
の
味

と
৯
Ԙ
が
ஔ

い
て
あ
っ
た
り
。「
教
室
に
入
る
ま
で
に

৭
ʑ
発
見
す
る
も
の
が
あ
る
ん
で
す
。
本

当
は
ま
っ
す
͙
教
室
に
དྷ
て
欲
し
い
ん
で

す
が
」
と
স
う
校
長
先
生
。

幅
広
い
年
齢
構
成
で
評
議
会
を
活
性
化

長

খ
学
校
は
マ
ー
ν
ン
グ
活
動
も


ん
で
、
数
ʑ
の

を
受

し
て
い
ま
す
。

神
୩
　
ؽ
教
頭
先
生
は
「
マ
ー
ν
ン
グ
活

子
ど
も
た
ち
の
気
付
き
と
発
見

長

খ
学
校
の
Τ
ω
ル
Ϊ
ー
教
育
の
取

り
組
み
は
2
0
�
2
年
に
始
ま
り
ま
し

た
。

ౡ
中
ԝ
テ
Ϩ
Ϗ
の
ا
ը
で
、
෩
力

発
ి
ॴ
見
学
学
習
を
受
け
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
す
。
ླ

哲
明
校
長
先
生
は
「
子

ど
も
た
ち
は
見
学
学
習
や
実
験
な
ど
を
通

し
て
、
身
近
な
場
ॴ
に
Τ
ω
ル
Ϊ
ー
に
ม

え
ら
れ
る
物
が
あ
る
と
気
付
き
、
৭
ʑ
な

発
見
を
し
て
い
ま
す
。
学
校
で
学
ん
だ
こ

と
を
子
ど
も
た
ち
が
ࣾ
会
で
活
༻
で
き
る

よ
う
に
な
る
頃
ま
で
の
見
通
し
を
も
っ

て
、
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
」「
自

然
Τ
ω
ル
Ϊ
ー
へ
Ҡ
行
す
る
に
は
、
少
な

く
と
も
20
Ỗ
30
年
必
要
だ
と
聞
き
ま
し

た
。
子
ど
も
た
ち
が
৭
ʑ
体
験
し
、
知
る

˛ιーϥーパωϧをͯͬଠཅޫをूΊる࣮ݧ。パωϧのਅΜதにஔいͨುでνϣίϨーτを༹͔͠，νϣίϨーτόφφを࡞Γま͢。

福
島
県
猪
苗
代
町
の
長
瀬
小
学
校
（
児
童
数
 
名
、
鈴
木
哲
明
校
長
）
で
は
、
2
0
1
2
年
か

ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
教
育
を
行
っ
て
い
ま
す
。
2
0
1
3
年
か
ら
の
2
年
間
は
、
県
の
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
教
育
推
進
モ
デ
ル
校
に
選
ば
れ
、
い
わ
き
明
星
大
学
等
の
教
育
機
関
や
北
陸
電
力
、
地

域
行
政
機
関
な
ど
と
連
携
し
な
が
ら
学
習
を
進
め
、
数
々
の
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。「
身
近
な

と
こ
ろ
に
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
知
り
、
学
ぶ
」取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。

福
島
県
猪
苗
代
町
立
長
瀬
小
学
校

「
こ
こ
が
地
域
の
中
心
地
」
―
先
生

と
児
童
が
共
に
学
ぶ
、エ
ネ
ル
ギ
ー
教
育

71
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動
な
ど
の
お
か
͛
で
、
学
校
と
อ
ޢ
ऀ
の

ؔ

は
非
常
に
ີ

で
す
。
気
ܰ
に
อ
ޢ

ऀ
に
૬
ஊ
で
き
る
の
で
、
意
ࢤ
の
ૄ
通
が

と
て
も
ૣ
い
の
で
す
」
と
ڼ
い
ま
す
。
ま

た
、
現
在
の
学
校
ධ
議
һ
の
中
に
は
大
学

生
に
な
っ
た
ଔ
業
生
も
い
て
、
ධ
議
ҕ
һ

会
活
性
化
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
長

খ

学
校
を
中
心
に
、

Ҭ
全
体
で
子
ど
も
た

ち
を
育
て
る
体

が
し
っ
か
り
と
ग़
དྷ
て

い
て
、
自
然
に
ί
ϛ
ỿ
ニ
テ
ỹ
ス
ク
ー
ル

に
近
い
状
ଶ
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

多
様
性
を
大
切
に

年

の
方
が
多
か
っ
た
学
校
ධ
議
һ
会

に
、
࠷
近
は
খ
学
校
0
#
の
大
学
生
も
ࢀ

Ճ
し
て
い
ま
す
。
ླ

哲
明
校
長
先
生
は

「
ධ
議
һ
が
෯
広
い
年
代
構

に
な
り
、

先
生
方
が
৭
ʑ
な
も
の
の
見
方
が
あ
る
こ

と
の
面
白
さ
に
気
づ
き
ま
し
た
」
と
ڼ
い

ま
す
。

খ
学
校
の
校
໊
は
、
学
校
の
近
く
を
流

れ
る
長


か
ら
༝
དྷ
し
て
い
ま
す
。「
い

つ
も
見
て
い
る

の
ਫ
が
ਫ
力
発
ి
の
源

に
な
っ
て
い
る
と
、
ࣇ
ಐ
が
知
る
の
も
大

事
な
こ
と
で
す
。
自
分
ୡ
の
খ
学
校
໊
の

༝
དྷ
で
あ
る

の
ਫ
が
、
༷
ʑ
な
ܗ
で
生

か
さ
れ
て
い
る
の
を
再
認
識
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
か
ら
」と
神
୩
　
ؽ
教
頭
先
生
。

খ
学
校
と

Ҭ
と
が
ڠ
ಇ
し
、

Ҭ
全

体
が
学
び
育
つ
取
り
組
み
は
、
ண
実
に


Ռ
を
ڍ
͛
て
い
ま
す
。

˔ౡݝழබ代ொཱখ学ߍɹ˟ 9�9�2��2ɹౡݝຑ܊ழබ代ொ大ࣈീ഼ࢁࣈਆ �74�2ɹ5&-�0242����2�02
˔খ学ߍΣϒαΠτɹIUUQ���XXX�UPXO�JOBXBTIJSP�GVLVTIJNB�KQ�DC�TDIPPMIQ�T�OBHBTF�　������������������

˛Թࠩをར༻ͨ͠ൃిஔの্に手のͻΒをஔ͘ͱ，෩ंがಈ͖ग़
ɹ͠ま͢。

˛

ମҭؗで࣮ݧத。ླߍઌ生ʮࣇಐにωοτࡧݕでな͘，なる͘จ
ɹݙでௐͯཉ͠いので，ఆظతにਤؑなͲをߪೖ͠，ઌ生ํҙཉతにษ͠ڧ
ɹͯいま͢。まͣࣗͨͪがઌͯ͠৭ʑな͜ͱをͬͯい͔ないͱ，ࣇಐに
ɹհで͖まͤΜ͔Βʯͱڼいま͢。

˛˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓ɹɹ˓
˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓

ɹ˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓˓

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ˛ا業が੍ͨ͠࡞手࡞ΓిסΩοτ
ɹɹɹɹɹɹɹでిסを࡞த。ʮ大ઇのཌ，ಓ࿏のઇが༹けͯいるのをݟ
ͭけͨࣇಐ͔Β『͜れൃిをར༻ͯ͠いるのʁ』ͱ࣭͞れまͨ͠。Τω
ϧΪー学शにΑͬͯ，ࢠͲͨͪのΤωϧΪーにؔ͢るෆײٞࢥڵຯؔ৺がߴ
まΓ，のճΓののํݟがมΘ͖ͬͯまͨ͠ʯͱਆ୩教಄ઌ生。
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土曜授業で子どもたちの豊か
な学びの場を創る
つながりでつくる栗山のふるさと教育

ҭҕһձڭொࢁ܀

ւಓ

本校では平成 27・28 年度鴨川市教育委員会の研究指
定を受け，タブレットパソコンを活用した英語学習

の研究に取り組んでいる。研究主題は「英語で生き生きと
コミュニケーションを図ろうとする子どもの育成～チャレ
ンジ学習（反転学習）を活かした授業づくりを通して～」
としている。英語の反転学習を通して，児童の英語のコミ
ュニケーション能力を育成しようとするものである。
反転学習を本校は「説明型の講義など基本的な学習を宿
題として家庭で行い，授業中は個別指導をはじめ知識の活
用や応用力の育成を行う教育方法」として捉えている。市
内在住のアメリカ人教育関係者に作成していただいた英語
のビデオ教材をユーチューブにアップロードし，それを児
童は学校から貸し出されたタブレットパソコンを用いて自
宅で予習して授業に臨む。そして，授業では予め学習した
表現や語彙を生かしてコミュニケーション活動を重点的に
行うというスタイルである。
反転学習を取り入れたことの利点は授業のみならず，家
庭で予習をすることにより英語のインプットの量を増やす
ことができる。また，児童は自宅で動画を何度でも巻き戻
し再生できる上，再生速度も調整できるため，より一人ひ
とりに応じた学習が可能となる。一方で課題は，児童全員
が自宅でオンライン動画を見ることができる環境作り，効
果的な予習方法の指導と徹底，家庭における自律的学習態
度の育成である。
来年 1月 22 日（金），本校で授業研究中間発表会を開催
する運びである。ぜひ，多くの方にご参会いただき，本取
り組みの成果の一端をご覧いただくとともに，ご批正を賜
ることができれば幸甚である。

タブレットパソコン活用による
「英語」反転学習の取組

ߍߍখֶݪాཱࢢי
ӓҪɹٱ࣏

ઍ ༿

栗山町教育委員会では，“ふるさとは栗山です”を合
言葉に人々が輝くふるさとづくりを進めています。

　近年は，子どもが激減し，地域行事や子ども会活動など
から学ぶ機会も少なくなり，ふるさと栗山の自然や地域の
人たちからの多様な学びが，一人一人の子どもの成長を支
えていくと考えたからです。
学校週 5日制は，土曜日の少年団活動や部活動，家族

や友人と過ごす時間として定着しつつありますが，中には
行き場のない子どもたちが，有意義な時間を持てずにいる
という状況があります。学校では，教師が子どもたちとじ
っくり向き合い，勉強したり，遊んだり，相談にのったり
する時間の確保が課題となっています。
このようなことから教育委員会では，平成 26 年度，子

どもたちの豊かな学びの場を提供する土曜授業を導入し，
2つの小学校において，実践的に試行することとしました。
2 つの小学校では，年間 10 回の土曜日を登校日とし，

地域や学校の特性に合わせて，アスファルト工場や肉牛牧
場の見学，メロン農家での収穫体験，イグルーづくりなど
の自然体験，地域の伝承文化や餅つき，地域住民と行う防
災訓練など，学校，家庭，地域総がかりの教育活動を進め
ています。
子どもたちは，「いろいろな体験を通して多くの人とふ

れあうことができる。」と土曜授業を楽しみにしています。
また，「テレビを見たり，ゲームをしたりする時間が減っ
た。」という結果も見られました。
教育委員会では，土曜授業の取り組みをきっかけとし

て，地域のみんながつながり，地域とともにある学校を拠
点にして，人々が輝く栗山の教育を実現したいと考えてい
ます。

から南 શ֤ࠃの͞·͟·なऔΓみをհ͠·すɻ
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高い「志」をもって町づくりに
貢献する児童生徒の育成
～リーダー養成塾「糧塾」の取り組みを通して～

ҭҕһձڭํொ܊ຊݝෞذ

ذ ෞ

日本を代表するマンガ家である手塚治虫は，その生涯
において約 700 タイトル・原稿枚数で 15 万枚に及ぶ

マンガを描き上げ，60 タイトルを超えるアニメーションを
制作しました。特に，手塚治虫の連載マンガはそれまで絵
物語中心であった雑誌界に一大変化をもたらし，ストーリ
ー漫画中心の月刊誌全盛時代を作りました。またアニメの
分野でも，1963 年（昭和 38 年）に，日本で初めて毎週 30
分の国産長編連続テレビアニメシリーズ「鉄腕アトム」を
放送開始します。
　手塚治虫は 40 年余りの長期間にわたり，その類まれな
才能と不断の努力によって漫画とアニメーションの第一線
で活躍し続けました。その影には，初期のディズニータッ
チのマンガから，晩年の劇画風のマンガに至るまで，自分
のスタイルに安住せず時代の流れに正面から立ち向かって
いく，手塚のチャレンジ精神があったといえるでしょう。
そして，彼の描く多種多様なストーリーの背後には「生命
を大事にしよう」というメッセージがいつも描かれていま
した。
　手塚治虫は 1928 年（昭和 3年）に豊中市で生まれ，そ
の後5歳から 24 歳までの多感な青少年時代を，自然豊か
な宝塚で過ごしました。裏山での昆虫採集や，天体観測と
いった自然との触れ合いや，宝塚歌劇をはじめとするモダ
ンな異文化の体験。そして悲惨な戦争経験など，宝塚で過
ごし，体感したことが，手塚治虫の作品づくりにおける原
点となっています。
　宝塚市立手塚治虫記念館は，手塚治虫の精神である「自
然への愛と生命の尊さ」を基本テーマとし，その偉業を広
く後世に伝えると共に，青少年の夢と希望を未来へ広げて
いく施設として設立されました。手塚治虫記念館で，手塚
治虫の心，そして世界を見て，触れて，感じて，たくさん
の発見をしてください。

「自然への愛」「生命の尊さ」
手塚治虫のメッセージを伝えること

ๅ௩ཱࢢख塚࣏ه೦ؗؗ
લɹ

私たちは，ふるさとを心から愛し，21 世紀を生き抜く
児童生徒を育てたいと考えている。そこで，平成 22

年度に「子どもサミット宣言」を作成した。これは，児童
生徒の代表者たちが町づくりへの願いを交流する中で生ま
れたキーワードである。学校，公共施設等に掲示され，活
動を方向付ける羅針盤である。「子どもサミット宣言」を
礎とし，「子どもサミット会議」の代表者を育成する組織が，
リーダー養成塾「糧塾」である。「町づくりは，子どもが
主役である」という熱い思いをもち，高い「志」をもって
町づくりに貢献する児童生徒の育成を目指した。   
具体的には，下記の実践を行った。 

（1）教育長及び民間の社長による講話を通し，リーダーと
　　としての心構えをはぐくむ取り組み 
（2）「糧塾」メンバーでの合宿を通した異学年グループの
　　取り組み 
（3）学んだことを発表・提言する「子どもサミット会議」
　　の取り組み
「糧塾」においては，Ｐ (Plan) －Ｄ (Do) －Ｓ (See) －
Ｉ (Improve) －Ｄ (Do) サイクルを位置付け，特に，Ｉ
（Improve：改善）を大切にした。「糧塾」での異年齢集
団での取り組みを通して，リーダー性が育ちつつあること
を実感することができた。 
成果は，下記の点である。  

○ ふるさと北方町にかかわり，町づくりに貢献するリー
　ダー養成塾「糧塾」への効果的な動機付けができた。 
○ 異学年グループを構成することで一体感が生まれ， 小
　学生が中学生に憧れをもち，中１ギャップ解消に向けた
　意識が生まれつつある。 
○ 「子どもサミット会議」を通して，町づくりをリードす
　るという誇りが生まれ，地域に貢献しようとする心が育
　ちつつある。 
今後もこうした体験を通して，将来の町づくりに貢献し

ようとする児童生徒の育成に取り組みたい。 

ฌ ݿ

らか北
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学校（現場）で学ぶ，
教員インターンシップ研修

ࢠതࢁɹଜࣄಋओࢦҭηϯλʔɹڭɾہࣄҭҕһձڭࢢຊ۽

助
な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。
教
育
実
習
と
は
異

な
っ
た
視
点
で
、教
師
と
い
う
仕
事
の
大
変
さ
、

す
ば
ら
し
さ
が
見
え
て
き
ま
す
。
そ
し
て
こ
こ

で
の
「
学
び
」
が
実
際
教
師
に
な
っ
た
と
き
に

必
ず
役
立
つ
経
験
と
な
り
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
研
修
生
の
感
想

こ
れ
ま
で
に
研
修
に
参
加
し
た
学
生
の
感
想

を
一
部
紹
介
し
ま
す
。「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

研
修
で
は
、
教
育
実
習
と
異
な
り
全
学
年
に
関

わ
っ
た
の
で
、
先
生
方
の
動
き
や
子
ど
も
た
ち

へ
の
指
導
が
学
年
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
違
っ

　「
教
育
実
習
」と
異
な
る
学
校
現
場
で
の「
学
び
」

熊
本
市
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
1�
年
度

か
ら
熊
本
大
学
教
育
学
部
と
の
連
携
事
業
の
一

環
と
し
て
、
教
員
を
め
ざ
す
４
年
生
お
よ
び
大

学
院
に
在
籍
す
る
学
生
を
、
熊
本
市
立
の
幼
稚

園
、
小
・
中
・
高
等
学
校
に
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
研
修
生
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
教
員

を
め
ざ
す
学
生
は
、
通
常
、
一
定
期
間
の
教
育

実
習
を
経
験
し
ま
す
が
、
そ
の
期
間
は
数
週
間

程
度
と
短
く
、
ま
た
、
教
科
指
導
が
中
心
と
な

る
こ
と
か
ら
、
学
級
経
営
や
生
徒
指
導
に
じ
っ

く
り
携
わ
っ
た
り
、
校
務
や
学
校
行
事
を
充
分

に
体
験
で
き
な
か
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
こ
で
、

こ
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
研
修
は
10
月
か
ら
翌

年
３
月
ま
で
の
う
ち
２
个
月
以
上
を
研
修
の
期

間
と
し
、
ま
た
、
学
生
の
卒
業
論
文
な
ど
の
作

成
時
期
を
考
慮
し
て
派
遣
先
の
学
校
と
調
整
し

な
が
ら
少
な
く
と
も
週
に
１
日
以
上
を
実
施
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

研
修
の
メ
リ
ッ
ト
と
学
校
（
現
場
）で
の
活
動
内
容

学
生
に
と
っ
て
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
研
修

の
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
く
分
け
て
２
つ
あ
り
ま

す
。
一
つ
は
、
指
導
力
の
高
い
現
場
の
先
生
の

も
と
、
授
業
や
教
材
作
成
な
ど
補
助
的
な
業
務

を
し
な
が
ら
、
幅
広
く
教
師
と
し
て
の
あ
り
方

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
そ
し
て
も
う
一

つ
は
、
学
校
行
事
な
ど
に
参
加
す
る
こ
と
で
、

子
ど
も
に
対
す
る
理
解
を
一
層
深
め
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
で
す
。
学
校
現
場
で
の
主
な
活
動

内
容
は
、
授
業
や
学
級
担
任
業
務
、
児
童
会
・

生
徒
会
活
動
、
各
種
行
事
、
保
健
室
業
務
の
補

て
く
る
の
か
、
し
っ
か
り
と
学
ぶ
こ

と
が
で
き
た
」「
そ
の
時
期
ご
と
の

子
ど
も
の
姿
や
学
校
の
様
子
を
知
る

こ
と
が
で
き
た
」「
問
題
が
生
じ
た

と
き
の
対
処
法
や
、
保
健
室
登
校
の

子
ど
も
と
の
関
わ
り
方
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
た
」
等
々
、
教
育
実
習
の
期

間
だ
け
で
は
充
分
経
験
で
き
な
い
、

こ
の
研
修
な
ら
で
は
の
学
び
が
で
き

た
と
い
う
声
が
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。

　
学
校（
現
場
）で
し
か
学
べ
な
い
こ
と

教
員
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
研
修

は
、一
定
期
間
、学
校
（
現
場
）
で
様
々

な
補
助
的
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
学
校
（
現
場
）
で
し
か
学
べ
な

い
学
級
経
営
、
生
徒
指
導
等
に
つ
い

て
幅
広
く
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
同
時
に
、
今
後
教
師
に
な
る
た

め
、
自
分
に
ど
の
よ
う
な
能
力
を
身

に
付
け
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
課
題
の
発
見

に
も
つ
な
が
り
ま
す
。「
教
師
に
な
り
た
い
」

と
い
う
思
い
を
現
実
の
も
の
に
し
た
い
と
本
気

で
考
え
て
い
る
学
生
に
と
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
研
修
は
貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
学
生
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
研
修
を
授
業
と

同
様
に
単
位
認
定
さ
れ
る
な
ど
、
大
学
側
か
ら

も
研
修
へ
の
積
極
的
な
支
援
を
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
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1. 生徒の積極さや自信をどう引き出すか
　PISA2012 では生徒を対象としたアンケートも行

い、その回答と数学的リテラシーとの相関も分析して

いる。それによると、日本の生徒は(1)数学に対する「好

き嫌い」や「将来役立つと思うか」などの動機付けに

関する質問に分析対象の主要 17 か国中最も否定的に

答えている。同様に、(2)「以下の問題を解く自信が

あるか」「数学は得意か」「授業についていけるか不安

か」などの自己信念に対する質問に対しても最も否定

的だ。

　確かに 2003 年と比べて肯定的な回答が有意に増え

てはいるが 生徒たちが相変わらず世界で最も消極的

であることに変わりはない。

　数学的リテラシーの結果は 538 点で 65 か国・地域

中 7位、OECD 加盟国だけなら 2位とトップクラス

だから 否定的な回答が多くてもそれは日本人の謙虚

さの表れであって心配無用と思われるかもしれない

が、そうはいかない。なぜなら、肯定的な回答の生徒

の方が習熟度が高いという相関関係は世界中で見ら

れ、日本の場合はその傾向がさらに顕著だからである。

OECDの TALIS（国際教員指導環境）2013 という中

学校の教師を対象としたアンケート調査で、日本では

生徒に「自信を持たせる」とか「学習の価値を見出す

よう助ける」ことができていると答えた教師が参加国

中で顕著に少ないことからも、日本の指導方法の弱点

が裏付けられる。

　すなわち、日本の生徒は好成績のわりに動機付けや

自己信念の点でかなり消極的であり、教師の指導に

よって生徒の気持ちを「好き」「将来役立つ」「自信が

ίϥϜ
PISA やTALIS 調査から見える
日本の教育の現状と課題（全 5回）

目白学園　理事長
尾崎　春樹

生徒アンケートから見
　　　　　える課題  
　　　　　　　　　　　　　　（第 2回）

ある」「得意だ」というプラス方向に転じる努力が払

われれば、さらに生徒の向上の可能性＝伸びしろがあ

るということである。

2. 家庭環境の格差是正と指導の充実は車の両輪
　もう一つの課題は「格差」への注意である。保護者

の教育歴・職業（管理職・専門職 /単純作業従事者な

ど）や家庭の学習リソース（勉強机 ･ 参考書 ･ICT な

ど）、文化的所有物（文学作品）などを総合的に社会

経済文化的指標とし、それと習熟度との相関を見ると、

日本は家庭の経済状況や教育環境の違いそのものが

17 か国中最小であり、またこの違いが習熟度に与え

る影響も相対的に小さい。

　しかし、それでも家庭環境の違いが生徒の習熟度に

与える影響は見逃せない。このことは、全国学力学習

状況調査の中の保護者調査の分析で、「家庭の社会経

済的背景の指数の高い児童生徒の方が、各教科の平均

正答率が高い傾向にある」と明確に出ている。家庭の

環境が恵まれなくても生徒の学習時間によってその差

は相当程度克服できるが、しかし、家庭環境が最も恵

まれないグループで平日 3時間以上学習する子の平

均正答率が、最も恵まれたグループで全く学習しない

子に及ばないのである。

　教師の指導方法の工夫などの努力や教育面での条件

整備とともに、家庭の経済的・社会的環境向上のため

の支援が生徒の習熟度向上のためにも車の両輪として

重要な施策であることを忘れてはならない。教育界の

努力だけでは子どもたちの将来に対する支援としては

十分ではないということだ。
　　　　 イラスト　ひらた　ひさこ　http://kore.mitene.or.jp/~twins7yh/ 

メッセージメッセージ第13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13回 地球となかよしメッセージ」入賞作品は
『Educo』2016年冬号（2016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。



が
や
病
気
だ
け
で
は
な
く
、
紛
失
物
対
応
や
患
者
さ
ん

の
主
治
医
さ
ん
へ
の
問
い
合
わ
せ
、
お
見
舞
い
な
ど
も

し
ま
す
。手
術
費
用
や
保
険
対
象
範
囲
な
ど
を
確
認
し
、

患
者
さ
ん
や
ご
家
族
の
ご
意
向
を
伺
い
な
が
ら
話
を
進

め
ま
す
。
そ
し
て
医
師
が
、
患
者
さ
ん
が
帰
国
す
る
際

に
看
護
師
が
必
要
だ
と
判
断
し
、
そ
の
証
明
書
が
で
た

ら
、
す
ぐ
に
ア
シ
ス
タ
ン
ス
会
社
か
ら
私
に
連
絡
が
来

ま
す
。先
日
は
深
夜
0
時
過
ぎ
に
電
話
が
鳴
り
、「
今
日
、

パ
リ
に
来
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
？
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。

取
材
の
約
束
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、「
こ
の
件
は
是
非

お
願
い
し
ま
す
」
と
言
わ
れ
、
す
ぐ
に
準
備
し
て
空
港

へ
向
か
い
ま
し
た
。

患
者
さ
ん
の
搬
送
中
は
、
飛
行
機
の
乗
換
え
が
上
手

く
い
か
な
か
っ
た
り
、
受
け
入
れ
先
の
病
院
が
決
ま
ら

な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ

経
験
し
な
が
ら
、
自
分
で
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
り
、
試
行

錯
誤
し
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

エ
ス
コ
ー
ト
ナ
ー
ス
に
な
る
条
件
と
し
て
は
、
ま
ず

正
看
護
師
の
免
許
を
持
っ
て
い
る
こ
と
。
い
ろ
い
ろ
な

科
を
経
験
し
て
、
豊
富
な
知
識
と
経
験
が
あ
る
人
が
望

ま
し
い
で
す
。
患
者
さ
ん
は
年
配
の
方
が
多
い
の
で
、

複
数
の
持
病
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
す
。

そ
し
て
英
語
を
使
え
る
こ
と
。
患
者
さ
ん
は
海
外
で
病

気
に
な
っ
て
不
安
で
、
私
が
行
く
と
、
皆
さ
ん
「
待
っ

て
ま
し
た
！
」
と
い
う
感
じ
で
す
。
患
者
さ
ん
に
お
会

い
し
た
ら
、
あ
と
は
体
力
勝
負
。
ほ
ぼ
不
眠
不
休
で
ケ

ア
し
ま
す
。
こ
の
仕
事
は
、
サ
ー
ビ
ス
業
で
も
あ
り
ま

す
。
だ
か
ら
私
は
、
い
つ
も
ベ
ス
ト
を
尽
く
し
て
、
思

い
や
り
を
も
っ
て
接
し
た
い
ん
で
す
。

◆「巻頭インタビュー」，相手への気配り・心配りをもって飯島さんが仕事をする様子が目に浮
かぶようでした。（東京都・羽豆成二）◆「足立区のおいしい給食」の記事，参考になりました。
今後の新しい取り組みを期待しております。（東京都　鳴川智久）◆尾崎先生の「（PISA の好成
績の回復については）『瑣末な知識の記憶に時間を取られず，自ら考え表現する時間を作ってい
くべき』という教育政策が実践レベルでバランスよく実ってきたと考えるのが適当では」という
分析に納得し，賞賛する。（山形県　佐藤敏彦）◆「きょういく見聞録　いたわりはげます平和
な学校」，今号で一番心に残りました。「本校にしかできない未来を見つめた平和教育の構築を目
指し，合言葉『平和は城山から』に恥じない責務を果たしていきたい」という中尾校長はじめ城
山小学校の先生方の姿勢に感動しました。（茨城県　高山利三郎）

前号について寄せられたご感想です。Educo Salon

エ
ス
コ
ー
ト
ナ
ー
ス
の
仕
事

1
9
9
�
年
か
ら
海
外
滞
在
中
に
病
気
や
け
が
を

し
た
人
を
、
医
学
的
に
エ
ス
コ
ー
ト
し
な
が
ら
本
国
へ

送
り
届
け
る
「
エ
ス
コ
ー
ト
ナ
ー
ス
（
搬
送
看
護
師
）」

の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
国
に
よ
っ
て
呼
び
方
は
さ
ま

ざ
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
エ
ス
コ
ー
ト
ナ
ー
ス
」、

ア
メ
リ
カ
で
は「
フ
ラ
イ
ン
グ
ナ
ー
ス
」、日
本
で
は「
搬

送
看
護
師
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

仕
事
の
大
半
は
海
外
に
い
る
日
本
の
患
者
さ
ん
が
対

象
で
す
。
け
が
や
病
気
な
ど
で
一
人
で
の
帰
国
が
難
し

い
と
主
治
医
が
判
断
し
た
場
合
、
患
者
さ
ん
の
ご
自
宅

や
病
院
ま
で
搬
送
し
ま
す
。患
者
さ
ん
の
状
態
に
よ
り
、

エ
ス
コ
ー
ト
ド
ク
タ
ー
が
つ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。
仕

事
の
7
割
は
日
本
人
の
患
者
さ
ん
を
迎
え
に
行
く
こ

と
、
�
割
は
日
本
滞
在
中
の
外
国
籍
の
方
を
現
地
へ
搬

送
す
る
こ
と
で
す
。
去
年
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
や
モ
ン

ゴ
ル
な
ど
へ
行
き
、
エ
ス
コ
ー
ト
し
ま
し
た
。

感
謝
さ
れ
る
喜
び

2�
歳
の
時
、
長
く
勤
め
て
い
た
大
学
病
院
か
ら
、
六

本
木
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ク
リ
ニ
ッ
ク（
現
在
は
閉

院
）に
転
職
し
ま
し
た
。
患
者
さ
ん
は
外
国
の
方
ば
か

り
。
最
初
は
英
語
で
十
分
に
対
応
で
き
ず
、
患
者
さ
ん

か
ら
苦
情
を
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
こ
れ
で

は
い
け
な
い
」と
、夜
学
に
通
っ
て
英
語
の
勉
強
を
続

け
ま
し
た
。
あ
る
時
、
韓
国
に
患
者
さ
ん
を
送
り
届
け

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
英
語
も
韓
国
語
も
わ
か
ら
な

い
状
態
で
な
ん
と
か
病
院
に
着
い
た
ら
、
患
者
さ
ん
の

ご
家
族
が
何
度
も「
有
難
う
」と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
時
に
、「
看
護
師
の
経
験
を
生
か
せ
て
、
感
謝

さ
れ
て
、
海
外
へ
も
行
け
る
。
い
い
仕
事
だ
な
、
こ
れ

か
ら
も
や
り
た
い
な
」
と
思
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
、

エ
ス
コ
ー
ト
の
始
ま
り
で
し
た
。
当
時
は
、
搬
送
の
依

頼
が
来
る
と
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
中
の
看
護
師
さ
ん
に
来

て
い
た
だ
い
て
、
留
守
中
の
仕
事
準
備
を
全
て
整
え
て

か
ら
出
発
し
て
い
ま
し
た
。
の
ち
に
フ
ラ
ン
ス
に
あ
る

.
FEJD�"

JS

（
メ
デ
ィ
ッ
ク
・
エ
ア
ー
）
に
た
だ
一
人

の
日
本
人
エ
ス
コ
ー
ト
ナ
ー
ス
と
し
て
登
録
し
、
そ
の

�
～
�
年
後
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
本
店
の
あ
る

“*OUFSOBUJPOBM�4
0
4

”の
東
京
支
店
に
登
録
し
ま
し

た
。

い
つ
も
ベ
ス
ト
を
尽
く
し
て

旅
行
保
険
会
社
は
複
数
の
ア
シ
ス
タ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス

会
社
と
契
約
し
て
い
て
、
そ
の
会
社
の
一
つ
に
私
は
登

録
し
て
い
ま
す
。
ア
シ
ス
タ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
会
社
は
け

山
本
ル
ミ
（
や
ま
も
と
・
る
み
）
1
9
6
7
年
大
分
県
生
ま
れ
。
東
京

慈
恵
医
科
大
学
附
属
病
院
を
経
て
、
93
年
よ
り
六
本
木
の
「
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
」
に
勤
務
（
現
在
は
閉
院
）。
1
9
9
8
年
よ
り

フ
ラ
ン
ス
の
ア
シ
ス
タ
ン
ス
会
社
「
メ
デ
ィ
ッ
ク
・
エ
ア
ー
」
に
登
録
、「
エ

ス
コ
ー
ト
・
ナ
ー
ス
」
と
し
て
働
い
て
い
る
。
著
書
に
『
患
者
様
は
外
国

人
』（
C
C
C
メ
デ
ィ
ア
ハ
ウ
ス
）、『
空
飛
ぶ
ナ
ー
ス
』（
新
潮
社
）。

わͨͨͪ͠ΛͱΓ·くࣗવࣾձはɼՊֶٕज़ͷਐల
ࡍࠃԽɼใԽɼྸߴԽͳͲにΑͬてɼࠓɼେ͖くม
わΖ͏ͱ͠てい·͢。͜ͷΑ͏ͳࣾձͷมԽͷதͰɼਓ
্ؒٿͷ͋ΒΏΔ໋͕ͷͼͷͼͱੜ͖ていくͨΊに
はɼਓࣗવΛେに͠ͳ͕Βɺڞにੜ͖てい͜͏ͱ͢
Δ༏͠くେ͖ͳ৺Λつ͜ͱ͕ٻΊΒΕてい·͢。
わͨͨͪ͠はɼ͜ͷཧ೦Λʮٿͱͳ͔Α͠ʯͱい͏
ίンηϓτϫーυにࠐΊɼࣾձͷさ·͟·ͳ໘Ͱਓؒ
ͷに͠ݙߩてい͖·͢。
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