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海・森と共に生きる――
「ふるさと唐桑を愛する子ども」の育成を目指して



　「小説と教育をつなぐもの」　 　
　　それは「ことば」

作家 森　絵
え

都
と

さん

weIntervi

PROFILE
1968年東京生まれ。1990年『リズム』で講談社
児童文学新人賞，1995年『宇宙のみなしご』で野
間児童文芸新人賞，1999年『カラフル』で産経
児童出版文化賞，2003年『DIVE!!』で小学館児
童出版文化賞，2006年『風に舞いあがるビニー
ルシート』で直木賞，2017年『みかづき』で中
央公論文芸賞など受賞作多数。エッセイとして
2009年『君と一緒に生きよう』，2012年『おい
で，一緒に行こう　福島原発20キロ圏内のペッ
トレスキュー』がある。2017年に新刊『出会い
なおし』を刊行。
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塾
を
小
説
の
舞
台
に
し
た
い
と
考
え
て
、

『
み
か
づ
き
』
を
書
き
ま
し
た
。
王
道
的
な
学

校
か
ら
の
視
点
よ
り
も
、
少
し
脇
道
に
入
っ

た
塾
か
ら
の
視
点
で
見
た
ほ
う
が
、
今
ま
で

と
違
う
角
度
で
教
育
を
捉
え
ら
れ
る
の
で
は

と
考
え
ま
し
た
。
ま
た
教
育
制
度
の
変
遷
の

裏
に
何
が
あ
っ
た
の
か
を
確
か
め
た
い
と
い

う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。�
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Ϳ
ྗ
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『
み
か
づ
き
』
の
登
場
人
物
に
は
、
モ
デ
ル

は
い
ま
せ
ん
。
塾
を
開
い
て
い
た
こ
と
の
あ

る
か
た
な
ど
か
ら
お
話
を
う
か
が
い
、
い
ち

ば
ん
し
っ
く
り
き
た
の
は
「
子
ど
も
は
み
ん

な
知
的
好
奇
心
や
自
主
的
に
学
ぶ
力
を
も
っ

て
い
る
か
ら
、
い
か
に
そ
れ
ら
を
引
き
出
し

て
あ
げ
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
だ
」
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
う
い
う
考
え
を
お
も
ち
の
か
た
た

ち
の
話
を
う
か
が
っ
て
、「
も
し
も
自
分
に
子

ど
も
が
い
た
ら
、
こ
う
い
う
か
た
に
教
え
て

い
た
だ
き
た
い
な
」
と
思
い
ま
し
た
。
知
的

好
奇
心
を
上
手
に
刺
激
す
る
と
、
子
ど
も
た

ち
は
自
主
的
に
学
び
始
め
ま
す
。
そ
う
い
う

子
た
ち
は
高
校
や
大
学
に
行
っ
て
も
強
い
ん

で
す
。
そ
の
一
方
で
詰
め
込
み
式
教
育
を
重

ね
て
大
学
に
入
っ
た
途
端
に
折
れ
て
し
ま
う

子
も
い
ま
す
。
自
主
的
に
何
か
に
向
か
う
力

を
つ
け
る
こ
と
が
、
広
い
意
味
で
子
ど
も
た

ち
の
将
来
を
よ
く
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

ࢠ
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『
み
か
づ
き
』
を
書
く
た
め
に
教
育
関
係
の

本
や
記
事
を
読
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
観
を

も
つ
か
た
の
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。『
み
か

づ
き
』
に
出
て
く
る
直
哉
（
な
お
や
）
と
い

う
男
の
子
は
、
自

分
の
思
い
を
言
葉

で
伝
え
ら
れ
ま
せ

ん
。
言
葉
は
自
分

を
表
現
す
る
う
え

で
大
き
な
力
と
な

る
も
の
で
す
。
今

は
格
差
社
会
が
広

が
っ
て
、
家
庭
の

事
情
で
勉
強
が
遅

れ
て
し
ま
う
子
が

増
え
て
い
ま
す
が
、

周
り
の
大
人
た
ち
が
そ
う
い
う
子
た
ち
を
支
え

て
、
な
る
べ
く
平
ら
か
な
教
育
環
境
を
作
っ
て

い
け
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ݴ
༿
の
Ϧ
ζ
Ϝ

執
筆
中
は
な
る
べ
く
原
稿
を
音
読
し
て
推

敲
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
耳
で
聞
く
時

の
心
地
よ
さ
や
音
感
、
読
点
を
打
つ
位
置
な

ど
、
と
て
も
細
か
い
部
分
の
全
て
が
言
葉
を

作
っ
て
い
き
ま
す
。
例
え
ば
ゆ
っ
く
り
読
ん

で
も
ら
い
た
い
箇
所
は
読
点
を
増
や
し
た
り
、

微
妙
な
調
整
を
し
て
い
ま
す
。
文
と
文
と
の

関
わ
り
方
も
リ
ズ
ム
の
一
つ
で
す
。
文
章
を

読
む
時
は
目
で
読
む
け
れ
ど
、
頭
の
中
で
一

回
、
音
に
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
そ
の
音
が
気

持
ち
よ
く
響
く
こ
と
が
す
ご
く
大
事
な
ん
で

す
。
他
の
か
た
が
書
い
た
小
説
も
よ
く
声
に

出
し
て
読
ん
で
い
ま
す
。
デ
ビ
ュ
ー
当
初
か

ら
「
書
い
て
い
て
気
持
ち
い
い
か
？
　

気
持

ち
悪
い
か
？
」
と
い
う
感
覚
が
す
ご
く
あ
っ

て
、
た
ぶ
ん
自
分
の
中
に
「
リ
ズ
ム
欲
」
み

た
い
な
も
の
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
だ

か
ら
『
み
か
づ
き
』
の
よ
う
な
長
編
ほ
ど
大

変
に
は
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
会
話
に
は
会

話
の
リ
ズ
ム
が
あ
り
、
し
ゃ
べ
る
人
に
よ
り

テ
ン
ポ
も
違
い
ま
す
か
ら
、登
場
人
物
に
よ
っ

て
リ
ズ
ム
を
変
え
て
い
ま
す
。
も
し
か
し
た

ら
リ
ズ
ム
は
、
文
体
と
同
義
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
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読
む
か
た
あ
っ
て
の
小
説
な
の
で
、
な
る

べ
く
伝
わ
り
や
す
く
書
く
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
ま
す
が
、
��
人
読
者
が
い
れ
ば
��
人
と

も
違
う
受
け
止
め
方
を
し
ま
す
か
ら
、
私
が

言
っ
た
こ
と
を
�
�
�
％
読
者
に
受
け
止
め

て
欲
し
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
。キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー

ル
に
た
と
え
る
と
、
受
け
手
の
こ
と
を
考
え

す
ぎ
る
と
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
に
球
を
投
げ
る
時

に
手
加
減
し
て
し
ま
う
の
と
同
じ
で
す
。
そ

れ
よ
り
も
全
力
で
投
げ
る
ほ
う
が
大
事
で
す

か
ら
、
自
分
の
�
�
�
％
を
出
す
こ
と
が
重

要
で
す
。
そ
れ
か
ら
修
辞
（
レ
ト
リ
ッ
ク
）

に
頼
ら
ず
、
な
る
べ
く
シ
ン
プ
ル
に
、
読
点

や
句
点
を
含
め
た
全
部
を
総
動
員
し
て
臨
場

感
を
も
っ
て
伝
え
る
こ
と
が
大
事
で
す
か
ら
、

あ
ま
り
飾
ら
な
い
ほ
う
が
い
い
か
な
と
思
っ

て
い
ま
す
。

Educo  2



࣋
ͪ
͑
Δ
ݴ
༿
の
ྗ
Λ
૿
͠
て
͍
͖
た
͍

執
筆
し
て
い
る
時
は
波
が
あ
り
ま
す
。
よ

い
波
に
乗
っ
て
い
る
時
は
す
ぐ
に
よ
い
形
で

文
章
の
リ
ズ
ム
が
出
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
常
に
よ
い
波
に
乗
れ
る
わ
け
で
は
な

い
の
で
、
何
回
も
書
き
直
し
て
、
わ
か
り
づ

ら
く
な
ら
な
い
よ
う
に
工
夫
し
た
り
、
語
尾

を
ど
う
書
く
か
を
じ
っ
く
り
考
え
た
り
も
し

ま
す
。
小
説
は
ど
の
章
や
場
面
に
も
常
に
語

る
べ
き
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
各
場
面

の
空
気
の
中
に
溶
か
し
込
ん
で
い
く
よ
う
な

作
業
が
必
要
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
書
く

意
味
も
な
い
し
、
書
き
続
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

自
分
が
持
ち
え
る
言
葉
を
使
っ
て
で
き
る

こ
と
を
し
て
い
く
の
が
仕
事
な
の
で
、
な
る

べ
く
自
分
の
中
の
言
葉
を
豊
か
に
し
て
い
こ

う
と
考
え
て
い
ま
す
が
、「
も
っ
と
う
ま
い
表

現
が
で
き
た
ら
な
」と
思
う
こ
と
は
よ
く
あ
っ

て
、
そ
の
つ
ど
考
え
て
、
な
ん
と
か
表
現
を

ひ
ね
り
出
し
な
が
ら
書
い
て
い
ま
す
。
も
っ

と
自
分
の
持
ち
え
る
言
葉
の
力
を
増
や
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

จ
ମ
Λ
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本
は
一
冊
一
冊
が
異
な
る
宇
宙
で
す
か

ら
、
常
に
「
何
か
新
し
い
も
の
を
」
と
考
え

て
い
ま
す
。
新
し
さ
を
生
み
出
す
の
は
、
や

は
り
文
体
で
す
。
一
冊
ご
と
に
今
度
は
ど
う

い
う
文
体
で
構
成
す
る
か
を
ま
ず
考
え
ま
す
。

文
体
が
決
ま
ら
な
い
と
書
き
だ
せ
な
い
の

で
、
冒
頭
の
一
行
を
書
く
ま
で
苦
労
す
る
こ

と
が
多
い
で
す
。
途
中
ま
で
書
い
て
「
や
っ

ぱ
り
文
体
が
違
う
な
」
と
思
っ
た
ら
、
全
部

捨
て
て
書
き
直
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

小
説
を
書
き
始
め
た
ば
か
り
の
若
い
か
た

が
よ
く
、「
自
分
の
文
体
を
な
か
な
か
発
見
で

き
な
い
」
と
悩
ん
だ
り
し
ま
す
が
、
大
人
に

な
っ
て
も
自
分
の
文
体
を
発
見
す
る
の
は
と

て
も
難
し
い
こ
と
な
ん
で
す
。
一
つ
言
え
る

の
は
「
文
章
を
書
き
慣
れ
て
い
く
こ
と
」
で

す
ね
。
繰
り
返
し
書
く
こ
と
で
、
書
け
な
い

子
た
ち
も
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

作
文
を
書
け
な
い
子
に
「
思
っ
た
こ
と
を
書

き
な
さ
い
」
と
言
っ
て
も
「
自
分
が
思
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
」
と
言
い
ま
す
か

ら
、
最
初
の
う
ち
は
今
日
一
日
で
何
が
あ
っ

た
か
を
順
に
書
か
せ
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
慣
れ
た
ら
、
例
え
ば
「
そ
の
時
に
ど

う
思
っ
た
か
」
と
ち
ょ
っ
と
サ
ジ
ェ
ス
チ
ョ

ン
を
与
え
る
だ
け
で
、
書
く
こ
と
が
膨
ら
ん

で
い
き
ま
す
。

จ
ষ
Λ
ॻ
͘
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શ
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私
は
文
字
を
書
く
の
は
昔
か
ら
好
き
で
し

た
が
、
文
字
を
書
く
の
が
大
嫌
い
な
友
達
も

い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
子
た
ち
に
「
書
き
た

い
こ
と
を
書
き
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
も
、

書
き
た
い
こ
と
は
な
か
な
か
見
つ
け
ら
れ
な

い
で
す
よ
ね
。
文
章
を
書
く
・
書
か
な
い
と

い
う
の
は
、
足
が
遅
い
・
速
い
な
ど
と
似
た

よ
う
な
も
の
で
、
個
人
差
が
あ
っ
て
当
然
で

す
。
で
す
か
ら
他
に
得
意
な
こ
と
が
あ
っ
た

ら
、「
文
章
は
そ
こ
そ
こ
で
も
い
い
か
な
」
と

思
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
塾
の
先
生
が
た
は
「
今
の
子
ど

も
た
ち
は
長
い
文
章
が
書
け
な
い
」
と
皆
さ

ん
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
て
、
で
も
長
文
が
書
け

な
い
と
、
理
解
も
で
き
な
い
ん
で
す
。
算
数

や
英
語
の
問
題
も
、
長
文
が
読
め
な
い
と
解

け
ま
せ
ん
。「
文
章
を
書
く
こ
と
が
全
て
の
基

盤
に
な
る
」
と
意
識
し
て
、
あ
る
程
度
文
章

が
書
け
る
よ
う
に
し
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
国
語
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
算
数
の
文
章
題
な
ど
が
解
け
な
い

子
は
、
算
数
が
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
は
な

く
、
設
問
の
文
章
が
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と

が
多
い
そ
う
で
す
。

「

ޠ
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ҙ
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「
物
語
」
は
虚
構
の
、
存
在
し
な
い
も
の
で

す
。
現
実
の
世
界
が
「
存
在
す
る
も
の
」
で

構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
存
在
し
な
い

虚
構
の
も
の
は
、
閉
塞
さ
れ
た
空
間
に
風
穴

を
開
け
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
よ
う
に
思
え

ま
す
。
お
化
け
な
ど
の
「
虚
構
の
存
在
」
が

人
間
社
会
の
呪
縛
を
少
し
緩
め
て
く
れ
る
よ

う
に
、「
人
間
は
リ
ア
ル
で
は
な
い
も
の
に

心
を
緩
め
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
現
実
が
シ

ビ
ア
で
あ
る
ほ
ど
『
物
語
』
は
そ
の
状
態
を

少
し
ほ
ぐ
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
存
在
す

る
意
味
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
虚
構
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

物
語
の
背
景
に
リ
ア
リ
テ
ィ
や
説
得
力
が
必

要
で
、
そ
の
物
語
の
土
台
は
盤
石
で
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
大
き
な
ド
ラ
マ
を
作
り
た

い
な
ら
、
ま
ず
背
景
を
固
め
る
こ
と
が
大
事

で
す
。
私
は
『
み
か
づ
き
』
で
家
族
の
ド
ラ

マ
を
書
き
た
か
っ
た
の
で
、
背
景
を
と
て
も

大
事
に
し
ま
し
た
。
小
説
は
多
か
れ
少
な
か

れ
人
間
を
書
く
も
の
な
の
で
、
そ
こ
が
い
ち

ば
ん
大
変
で
し
た
。

私
は
「
読
む
」
よ
り
も
「
書
く
」
ほ
う
が

心
地
よ
く
感
じ
ら
れ
る
ん
で
す
。
で
も
言
葉

は
ど
ん
ど
ん
吸
収
し
て
い
か
な
い
と
枯
渇
し

て
し
ま
う
の
で
、
な
る
べ
く
た
く
さ
ん
本
を

読
む
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
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小
学
校
�
～
�
年
生
の
時
の
国
語
の
先

生
が
、
す
ご
く
作
文
に
力
を
入
れ
て
い
た
ん

で
す
。
そ
の
先
生
は
編
集
者
の
よ
う
に
赤
字

を
入
れ
て
何
回
も
書
き
直
し
を
さ
せ
て
、
一

本
の
作
文
を
ど
ん
ど
ん
磨
い
て
完
成
さ
せ
て

い
く
か
た
で
し
た
。
例
え
ば「
運
動
会
に
行
っ

た
ら
お
母
さ
ん
の
顔
が
見
え
ま
し
た
。」
と
い

う
文
を
書
く
と
、
そ
の
時
に
ど
う
思
っ
た
の

か
を
聞
い
て
、
内
容
を
膨
ら
ま
せ
て
く
れ
る

ん
で
す
。「
こ
う
す
れ
ば
も
っ
と
作
文
は
お
も

し
ろ
く
な
る
」
と
わ
か
る
の
で
、
そ
の
先
生

の
集
中
指
導
を
志
願
し
た
�
人
く
ら
い
の
子

た
ち
が
、
算
数
の
時
間
中
も
作
文
を
書
い
て

い
ま
し
た
。
た
だ
教
科
書
を
読
ん
で
感
想
文

を
書
か
せ
る
の
で
は
な
く
「
主
人
公
に
手
紙

を
書
き
ま
し
ょ
う
」
と
か
、
知
的
好
奇
心
が

刺
激
さ
れ
る
授
業
を
し
て
く
れ
る
先
生
で
し

た
。国

語
の
教
科
書
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
も

の
で
す
か
？
　

私
、『
太
郎
こ
お
ろ
ぎ
』
の
太

郎
に
手
紙
を
書
き
ま
し
た
。
そ
の
先
生
の
お

か
げ
で
、
自
治
体
で
作
っ
て
い
る
文
集
に
入

選
し
て
、
文
章
を
書
く
こ
と
に
ち
ょ
っ
と
自

信
が
つ
い
た
ん
で
す
。そ
の
先
生
が
い
な
か
っ

た
ら
、
作
家
の
道
に
進
ん
で
い
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。

Educo  3



て
明
確
に
し
な
が
ら
、
社
会
と
の
連
携

及
び
協
働
に
よ
り
そ
の
実
現
を
図
っ
て

い
く
と
い
う
、
社
会
に
開
か
れ
た
教
育

課
程
の
実
現
が
重
要
と
な
る
。」

　

よ
り
よ
い
学
校
教
育
を
通
し
て
よ
り

よ
い
社
会
を
創
る
と
い
う
理
念
を
学
校

と
社
会
が
共
有
す
る
。
そ
の
た
め
に
、

学
校
が
編
成
す
る
教
育
課
程
に
つ
い
て
、

身
に
付
け
る
べ
き
資
質
・
能
力
、
お
よ

び
、
学
ぶ
べ
き
学
習
内
容
を
明
ら
か
に

し
、
社
会
と
共
有
を
図
っ
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
い
う
。

　

こ
の
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に

し
た
教
育
課
程
に
つ
い
て
、
中
央
教
育

審
議
会
「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、

高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習

指
導
要
領
等
の
改
善
及
び
必
要
な
方
策

等
に
つ
い
て
（
答
申
）」
2
0
1
6
（
平

成
28）

年
12
月
21
日
は
、
次
の
よ
う
な
要

　

こ
の
た
び
の
学
習
指
導
要
領
が
実
現

を
目
指
す
と
し
て
掲
げ
た
理
念
が
「
社

会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」
で
あ
る
。

こ
の
理
念
の
説
明
が
、
学
習
指
導
要
領

の
総
則
の
前
に
設
け
ら
れ
た″
前
文
”
に
、

次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

「
教
育
課
程
を
通
し
て
、
こ
れ
か
ら
の

時
代
に
求
め
ら
れ
る
教
育
を
実
現
し
て

い
く
た
め
に
は
、
よ
り
よ
い
学
校
教
育

を
通
し
て
よ
り
よ
い
社
会
を
創
る
と
い

う
理
念
を
学
校
と
社
会
と
が
共
有
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
お
い
て
、
必
要
な

学
習
内
容
を
ど
の
よ
う
に
学
び
、
ど
の

よ
う
な
資
質
・
能
力
を
身
に
付
け
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
か
を
教
育
課
程
に
お
い

件
を
あ
げ
て
い
る
。

　

①
社
会
や
世
界
の
状
況
を
幅
広
く
視

野
に
入
れ
、
よ
り
よ
い
学
校
教
育
を
通

じ
て
よ
り
よ
い
社
会
を
創
る
と
い
う
目

標
を
持
ち
、
教
育
課
程
を
介
し
て
そ
の

目
標
を
社
会
と
共
有
し
て
い
く
こ
と
。

　

②
こ
れ
か
ら
の
社
会
を
創
り
出
し
て
い

く
子
ど
も
た
ち
が
、
社
会
や
世
界
に
向
き

合
い
関
わ
り
合
い
、
自
ら
の
人
生
を
切
り

拓
い
て
い
く
た
め
に
求
め
ら
れ
る
資
質
・

能
力
と
は
何
か
を
、
教
育
課
程
に
お
い
て

明
確
化
し
育
ん
で
い
く
こ
と
。

　

③
教
育
課
程
の
実
施
に
当
た
っ
て
、

地
域
の
人
的
・
物
的
資
源
を
活
用
し
た

り
、
放
課
後
や
土
曜
日
等
を
活
用
し
た

社
会
教
育
と
の
連
携
を
図
っ
た
り
し
、

学
校
教
育
を
学
校
内
に
閉
じ
ず
に
、
そ

の
目
指
す
と
こ
ろ
を
社
会
と
共
有
・
連

携
し
な
が
ら
実
現
さ
せ
る
こ
と
。

　

そ
の
上
で
、
こ
の
よ
う
な
「
社
会
に

開
か
れ
た
教
育
課
程
」
と
い
う
理
念
を

実
現
す
る
た
め
の
手
立
て
・
方
策
と
し

て
あ
げ
た
の
が
、
次
の
三
つ
で
あ
る
。

①
「
学
び
の
地
図
」

知っておきたい教育NOW❶
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千葉大学特任教授
天笠　茂

「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」

ͱ
ί
ϛỿχ
ς
ỹ
ɾ
ε
Ϋ
ồ
ϧ

ʵ

教
育
課
程
Λ
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༗
͢
Δ
͜
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資料１：学習指導要領改訂の全体像　－改訂の理念と三つの方策ー
●「社会に開かれた教育課程」という理念
　① 社会や世界の状況を幅広く視野に入れ，よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標
を持ち，教育課程を介してその目標を社会と共有していくこと。

　② これからの社会を創り出していく子どもたちが，社会や世界に向き合い関わり合い，自らの人生を
切り拓いていくために求められる資質・能力とは何かを，教育課程において明確化し育んでいくこと。

　③ 教育課程の実施に当たって，地域の人的・物的資源を活用したり，放課後や土曜日等を活用した社
会教育との連携を図ったりし，学校教育を学校内に閉じずに，その目指すところを社会と共有・連
携しながら実現させること。

●理念を具体化するための方策
　・ 学習指導要領等の枠組みの見直し（「学びの地図」）
　・「主体的・対話的で深い学び」の実現（「アクティブ・ラーニング」）
　・「カリキュラム・マネジメント」の実現

，

�
ủ
ࣾ
ձ
に
։
か
Ε
ͨ
ڭ
ҭ

՝
ఔ
Ứ
の
ٻ
め



②
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」

③
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」

　

こ
の
た
び
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
に

あ
た
り
、
最
も
関
心
を
集
め
た
の
が
「
ア

ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
で
あ
っ
た

こ
と
は
多
く
の
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
と

思
わ
れ
る
。

　

よ
う
や
く
改
訂
の
全
体
像
が
整
え
ら

れ
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
何
の
た
め
の
「
ア

ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
な
の
か
と

い
え
ば
、
そ
れ
は
、「
社
会
に
開
か
れ
た

教
育
課
程
」
と
い
う
理
念
を
実
現
す
る

た
め
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　　

改
め
て
、
理
念
と
方
策
、
す
な
わ
ち
、

「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」
と
「
学

び
の
地
図
」、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
」、「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」

に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
改

訂
の
全
体
像
の
掌
握
が
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

す
な
わ
ち
、
学
校
に
と
っ
て
は
、
こ

の
改
訂
の
全
体
像
を
、
わ
が
校
の
グ
ラ

ン
ド
デ
ザ
イ
ン
や
全
体
構
想
に
落
と
し

込
み
、
改
め
て
、
構
築
し
て
い
く
こ
と

が
当
面
す
る
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
と
り
わ

け
小
学
校
の
関
係
者
に
と
っ
て
の
関
心

は
、
改
訂
の
理
念
や
全
体
像
は
と
も
か

く
と
し
て
、
移
行
措
置
期
間
の
外
国
語

活
動
の
扱
い
に
あ
っ
て
、
そ
の
増
加
す

る
授
業
時
数
の
処
理
に
集
中
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
改
め
て
、″
森
”

を
見
る
こ
と
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
を
強
調
し
た
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
一
本
一
本
の
″
木
”
の

扱
い
が
大
切
で
あ
る
こ
と
も
言
う
ま
で

も
な
い
。
た
だ
、
全
体
像
を
見
失
わ
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
も
心
が
け
た
い
も

の
で
あ
る
。″
森
”
を
見
な
が
ら
一
本

一
本
の
″
木
”
を
考
え
る
姿
勢
を
大
切

に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

　　

さ
て
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
告

示
と
時
期
を
重
ね
る
よ
う
に
、
日
本
版

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
を
め
ぐ
り
、

学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
や
運
営
の
見

直
し
に
関
わ
る
「
地
方
教
育
行
政
の
組

織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
案
」
が
成
立
し
、
２
０
１
７
（
平
成

29
）
年
4
月
よ
り
施
行
さ
れ
た
。

　

こ
の
法
律
改
正
で
、
教
育
委
員
会
は
、

学
校
運
営
協
議
会
を
置
く
よ
う
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
設
置
の
努
力
義
務

化
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

学
校
運
営
に
関
わ
る
基
本
方
針
に
つ

い
て
学
校
運
営
協
議
会
に
よ
る
承
認
、

お
よ
び
、
教
職
員
の
人
事
に
つ
い
て
意

見
の
表
明
、
な
ど
が
主
な
柱
と
さ
れ
、

人
事
に
関
心
が
集
ま
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
上
で
、
こ
れ
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
は
、
学
校
の
編
成
す

る
教
育
課
程
の
家
庭
・
地
域
と
の
共
有

と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
承
認
が
ウ
エ

イ
ト
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。
学
校
運
営
協
議
会
の
承
認
を
通
し

て
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
に
よ
る
教
育

課
程
の
理
解
と
共
有
を
図
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
た
び
の
改

訂
の
「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」

と
い
う
理
念
の
実
現
と
重
な
り
合
う
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
は
、
現

在
の
と
こ
ろ
、
都
道
府
県
に
よ
っ
て
普

及
に
開
き
が
あ
り
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、

そ
の
取
組
を
当
面
の
課
題
と
し
て
い
な

い
学
校
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
学
校
で
あ
っ
て

も
、
教
育
課
程
に
つ
い
て
家
庭
・
地
域
の

理
解
を
必
要
と
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

学
校
の
教
育
活
動
は
、
家
庭
・
地
域
の
理

解
と
支
え
が
あ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー

ル
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
ど
の

学
校
に
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
意
味
で
、
学
校
に
と
っ
て
、
教

育
課
程
に
つ
い
て
丁
寧
に
説
明
す
る
力

を
蓄
積
す
る
こ
と
が
、「
社
会
に
開
か
れ

た
教
育
課
程
」
へ
の
道
を
開
き
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
へ
の
備
え
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
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資料２：コミュニティ・スクールにおけ
　　　　る教育課程の承認
● 一部改正され，平成 29 年４月１日に
施行された地方教育行政の組織運営に
関する法律，学校運営協議会の関連す
る事項が規定されている第 47 条の６
は，次の通りである。
● 「対象学校の校長は，当該対象学校の
運営に関して，教育課程の編成その他
教育委員会規則で定める事項について
基本的な方針を作成し，当該対象学校
の学校運営協議会の承認を得なければ
ならない。」

資料３：コミュニティ・スクールの設置
　　　　指定校の割合（文部科学省の調査　平成 29年 4月 1日現在）（3,600 校）

100 山　口 17.6 新　潟 11.0 奈　良 4.5 福　島 1.7 香　川
44.8 京　都 17.0 滋　賀 10.9 栃　木 4.1 愛　媛 1.6 千　葉
30.8 大　分 15.8 福　岡 　　9.5 北海道 3.6 兵　庫 1.5 富　山
28.8 岐　阜 14.8 秋　田 　8.9 山　形 3.5 岩　手 1.0 大　阪
28.0 岡　山 14.1 高　知 　8.6 埼　玉 　3.4 和歌山 0.8 茨　城
25.2 宮　崎 13.1 三　重 　8.1 静　岡 3.1 山　梨 0.7 青　森
21.7 佐　賀 12.9 熊　本 　6.6 沖　縄 3.0 群　馬 0.0 福　井
21.3 鳥　取 　12.8 神奈川 　6.1 石　川 2.6 宮　城
20.1 島　根 12.1 長　野 　5.9 徳　島 1.8 広　島
18.6 東　京 　11.6 鹿児島 　5.7 愛　知 1.8 長　崎

̎
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知っておきたい教育NOW 

こ
そ
、
多
༷
ੑ
を
ଚ
重
す
る
心
の
育
成
、

お
よ
び
、
人
と
の
関
わ
り
を
大
事
に
し
、

ޓ
い
を
認
め
合
う
心
の
育
成
が
ෆ
Մ
ܽ

で
あ
る
。

　

「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」
の

実
現
を
図
り
、
学
校
と
地
域
が
連
携
・

協
働
し
「
地
域
の
子
ど
も
は
地
域
で
育

て
る
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
は
、
֤
学
校
が
丁
寧
に
教
育
活
動

や
そ
の
意
図
を
อ
ޢ
者
や
地
域
の
方
ʑ

に
説
明
し
、
共
通
理
解
が
図
れ
る
よ
う

に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
実
ࡍ
に
学
習
に
取
り
組
ん
で
い

　　

次
の
û
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

・�

ซ
設
幼
稚
園
と
、
ಉ
一
า
調
で
教
育

　

活
動
を
ਐ
め
て
い
る

・
特
別
支
援
（

的
ো
が
い
）
学
ڃ
が

　

設
置
さ
れ
て
い
る

・
ۙ
ྡ
の
ࣇ
ಐ
ཆ
ޢ
施
設
と
1
û
÷
年

　

の
ྺ
࢙
を
共
有
し
、
入
ॴ
ࣇ
の
8÷
ˋ

　

༨
り
が
本
校
を
બ

し
て
い
る

・
外
国
੶
お
よ
び
外
国
に
ル
ー
π
の
あ

　

る
子
ど
も
が
、
全
体
の

1þ.

ü
ˋ
在

　

੶
し
て
い
る

　

本
校
に
は
、
さ
ま
͟
ま
な
家
庭

ڥ
、

生
活
ܦ
ݧ
、
成
育
ྺ
の
あ
る
子
ど
も
た

ち
が
、
共
に
生
活
し
て
い
る
。
だ
か
ら

る
子
ど
も
の
姿
に
৮
れ
て
い
た
だ
く
こ

と
も
大
切
で
あ
る
。
文
ࣈ
や

だ
け
で

は
、

ใ
ൃ
৴
者
と
ड
৴
者
で
ҧ
い
が

生
じ
る
。
۩
体
的
な
子
ど
も
の
姿
や
༷

子
を
基
に
し
て
、
課
題
や
取
り
組
み
、

関
わ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
共
通
理
解
を

図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　

グ
ϩ
ー
ό
ル
化
や
̖
̞
の
ٸ
ܹ
な
ਐ

า
な
ど
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
を
生
き
る

子
ど
も
た
ち
に
は
、
主
体
的
に
学
び
、

課
題
に
取
り
組
Ή
と
と
も
に
、
ଞ
者
と

協
働
し
な
が
ら
ະ
དྷ
を
切
り
拓
く
力
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
子
ど

も
た
ち
の
「
生
き
る
力
」
は
、
学
校
だ

け
で
育
ま
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
家
庭

教
育
を
基
൫
に
、
地
域
社
会
と
の
つ
な

が
り
や
৴
པ
で
き
る
大
人
と
の
さ
ま
͟

ま
な
関
わ
り
、
さ
ま
͟
ま
な
ܦ
ݧ
を
重

ね
て
い
く
中
で
育
ま
れ
る
。

本
校
は
、
ซ
設
幼
稚
園
と
と
も
に
、

平
成
2þ
・
28
年

౦
ژ
都
教
育
委
員
会

「
人
ݖ
ଚ
重
教
育
ਪ
ਐ
園
・
校
」、
平
成

2þ
年

「
Φ
リ
ン
ϐ
ỽ
ク
・
ύ
ラ
リ
ン

ϐ
ỽ
ク
教
育
ਪ
ਐ
園
・
校
」
平
成
2ý
・

2þ
年

ौ
୩
۠
教
育
委
員
会
「
ݚ
ڀ
指

ఆ
園
・
校
」
と
し
て
、
人
ݖ
教
育
を
ॆ

実
さ
せ
る
ݚ
ڀ
を
ਐ
め
て
き
た
。

人
ݖ
教
育
お
よ
び
Φ
リ
ン
ϐ
ỽ
ク
・

ύ
ラ
リ
ン
ϐ
ỽ
ク
教
育
を
ॆ
実
さ
せ
る

に
は
、
多
面
的
な
活
動
、
ܭ
ը
的
な
学

習
へ
の
స

が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
、
教
Պ
・
領
域
の
ԣ
அ
的
な
指
導

は
、
必
ਢ
で
あ
り
、
য
点
を
当
て
て
取

り
組
Ή
教
Պ
・
領
域
に
、
ଞ
の
教
Պ
・

領
域
と
の
関
連
を
明
確
に
し
て
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
を
デ
ザ
イ
ン
し
、
授
業
ͮ
く

り
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
人
ݖ
教
育
、
Φ
リ
ン
ϐ
ỽ

ク
・
ύ
ラ
リ
ン
ϐ
ỽ
ク
教
育
の
ή
ス
ト

テ
ィ
ー
ν
Ỿ
ー
と
し
て
、
地
域
・
外
部

の
方
に
、
１
年
間
で
1
û
û
໊
に
お

渋谷区立臨
りん

川
せん

小学校校長

土屋　康子

「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育

課
程
」の
実
現
に
向
け
て

࿈
ܞ
の
ඞ
ཁ
ੑ
ͱ
ݱ
࣮
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ủ
ࣾ
ձ
に
։
か
Ε
ͨ
ڭ
ҭ
՝

ఔ
Ứ
の
࣮
ݱ
に

͚
て

ຊ
ߍ
の
ಛ
৭



ӽ
し
い
た
だ
い
た
。
΄

΅
、
１
日

に
1
人
の

方
と
、
ॳ
め
て
の
出
会

い
が
あ
り
、
新
し
い
関

わ
り
が
生
ま
れ
た
。
校

外
に
出
か
け
、
地
域
・

外
部
の
方
ʑ
と
関
わ

り
を
も
つ
活
動
を
1

年
間
で
82
ճ
重
ね
て

き
た
。
多
く
の
出
会
い

や
ؾ
ͮ
き
、
Թ
か
な
心

の
ަ
ྲྀ
に
よ
っ
て
、
子

ど
も
た
ち
の
心
が
๛

か
に
育
て
ら
れ
て
い

る
と
、
ଊ
え
て
い
る
。

地
域
と
の
連
携
に
ཹ

ま
ら
ず
、
地
域
の
人
ʑ

と
目
標
や
Ϗ
ジ
ἀ
ン

を
共
有
し
て
「
地
域

と
と
も
に
あ
る
学
校
」

へ
の
స

を
図
る
。
そ

し
て
、
地
域
と
一
体
と

な
っ
て
子
ど
も
た
ち

に
「
ະ
དྷ
を
切
り
拓
く

力
」
を
育
Ή
。

ࠓ
ޙ
に

͚
て
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第１学年
「つなげよう手と手
とどけよう心」

・身近な 地域，「広尾商店街」にある高齢者施設の方と繰り返し関わる活動を通して， 高齢者に

　親しみや愛着の気持ちをもち，思いやりの心をもって接する。

・ 地域の高齢者との関わりを深めるとともに，１年間の学校生活を振り返る中で，自分自身の成
　長に気づき，伝える。
・ 自分の成長には，多くの人たちとの関わりや支えがあったことに気づき，感謝の気持ちをもつ
とともに，進級への期待や意欲を高める。

第２学年
「どきどき　わくわく
まちたんけん」

・身近な地域「広尾商店街」の人々やさまざまな場所に関心をもち，ルールやマナーを守り，安全に気
　をつけて，見たり調べたりしようとする。
・相手や場に応じた適切な行動を考えながら町探検をし，それを振り返って素直に表現する。
・地域にはさまざまな場所があり，多様な人々が働いたり生活したりしていることを知る。多くの方に
　よって，自分たちの生活が支えられていることに気づく。

第３学年
「人にやさしい町　
『広尾』」

・「広尾商店街」について調べたり表現したりする活動を通して，自分たちの住んでいる町には「みんな
　が暮らしやすくする工夫」があることを実感し，視覚障がいについて考える。
・障がい者スポーツについて課題を追究する活動を通して，パラリンピックへの興味・関心を高め，世
　界で活躍する視覚障がいのある方々の気持ちを想像する。
・障がいのある方と共に生きるために自分たちにできることを考え，実践しようとする。

第４学年
「美しい未来を」

・身近な地域「広尾商店街」や外国のごみの処理，再生の仕方を調べたり表現したりする活動を通して，
　日本や他国のごみに対する考え方を知り，ごみを出さない社会にするために自分ができることを考え
　る。
・東京 2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会に向け，ごみのない美しい環境を作ろうとする。

第５学年
「私たちの
東京 2020」

・地域における課題を追究する学習 ( 視覚・聴覚障がい者の立場に立った町の工夫調査 ) や障がい者との
　交流を通して，その人々の思いに触れ，世の中にある偏見や差別について考えるとともに障がいにつ
　いての正しい理解を深める。
・障がい者スポーツについて課題を追究する活動を通して，パラリンピックへの興味・関心を高め，東
　京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて，地域に生きる自分たちにできることを考
　える。

第６学年
「未来を拓こう
 ～ Discover
　　 the future ～」

・未来の日本を支えるさまざまな仕事や東京オリンピック・パラリンピックのためにできることについ
　て自ら課題を設定し，「広尾商店街」での職場体験などの活動を通して，働く意義や働く人の思いを知
　り，自分の将来について考える。
・さまざまな職業や日本の未来づくりに携わってきた人たち，地域に住む外国人の方の思いを知り，よ
　りよい日本「おもてなしの国」の未来について考え，自分とわが国に誇りをもって生きていこうとする。

特別支援学級
「世界の
グルメ探検」

・こいのぼり作りから，魚に関心をもち，友達と調べたいことの計画を立てるとともに，「魚を買う，観
　察する，解剖する，食べる」という学び方の手順を理解する。
・第１小単元で興味をもった「いか・たこ」を世界の人々はどのように調理し食べているのか，地域に
　住む外国の人々にインタビューなどをして調べる。「広尾商店街」にはさまざまな国の人が暮らしてい
　ることに気づき，世界には，日本と違う食文化があることを知る。

●具体的な取り組み『近隣の広尾商店街との連携～生活科・総合的な学習の時間・総合単元学習～』
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Λ߹͍ݴ༿ʹখதҰ؏ڭҭʢอ༮খதҰ؏ڭҭʣʹ
औΓΜͰ͖·ͨ͠ɻখɾதͷڭҭ՝ఔ্ͷ۠
ʮ�ɾ�ʯ੍Ͱ͋ͬͯ，ʮ�ɾ�ɾ�ʯ੍ʮ�ɾ�ɾ�ʯ੍
࣮͍ͯ͠ࢪ·ͤΜɻඞཁͰ͋Ε͜Ε͔Βͬͯ
͍͚Α͍ͱ͍ͯ͑ߟ·͢ɻ
ɹ՝࣌ఔʹ͍ͭͯ，খֶ෦ͷؒۀΛར༻͢Δ͜
ͱͰ，तؒ࣌ۀͷҧ͍ʢখֶ෦ �� ɾதֶ෦ �� ʣ
Λղফ͠，খɾதֶ෦ͷ �ɾ�ɾؒ࣌�ͷࠁ࣌ۀ࢝
Λ߹Θ͍ͤͯ·͢ɻͦ͏͢Δ͜ͱͰ，খɾதҰ੪ͷ
औΓΈʢேಡॻɾனਗ਼ɾ߹ಉतۀɾͦͷଞͷ׆
ಈͳͲʣ，தֶ෦৬һʹΑΔখֶ෦Ͱͷतۀʢຊ
֎׆ޠࠃಈɾԻָɾମҭʣΛՄʹ͍ͯ͠·͢ɻ
④学校行事
ೖֶࣜࣜۀ࢝খɾத߹ಉͰ，ӡಈձɾจԽ
�ɻ͢·͍ͯͬߦ࿅༮ɾখɾத߹ಉͰ܇ɾආࡇ
ଔࣜۀʹؔͯ͠，ࠓͷͱ͜Ζ，খɾதผʑʹ࣮ࢪ
ͨ͠ํ͕ྑ͍ͱ͍͏͜ͱͰֶߍɾอऀޢͷҙݟҰ
க͍ͯ͠·͢ɻ

⑤PTA活動・地域連携
ɹอऀޢͷֶڭߍҭʹର͢Δؔ৺ྗڠ，͘ߴతͰ
͢ɻ15"׆ಈΜͰ，ಛʹ 15"όϨʔݝେ
ձ༏উϨϕϧͰ͢ɻ·ͨ，ຊ，ʮֶࢁԂ
15"ʯઃཱ૯ձΛ։ࡢ，͠࠵·Ͱ༮ɾখ 15"
ͱதֶ15ߍ"ʹ͔Ε͍ͯͨ৫Λ౷߹͠·ͨ͠ɻ
ɹຊֶԂͰʮֶࢁʯʢʮҬΛֶͼ，Ҭʹֶͼ，
Ҭֶ͕ͿʯɹڷֶशʣʹऔΓΜͰ͍·͢ɻੵ
ʹɾจԽ࢙ඈͼग़͠，Ҭͷࣗવɾྺʹ֎ߍʹతۃ
৮ΕΔ͜ͱͪΖΜ，Ҭͷํʑʹࢣߨडऀߨ
ͱֶͯ͠Ԃʹདྷ͍͍͍ͯͨͩͯ·͢ɻকདྷతʹ，
ֶࢁԂͷ׆ಈࢠͲͨͪͷ༷ࢠʹҬ͕ӨڹΛ
ड͚，֗ͮ͘ΓͳͲ͕ൃ׆ʹͳ͍ͬͯ͘͜ͱΛࢦ
͍ͯ͠·͢ɻ
⑥校内研修
ɹֶڭߍҭඪୡʹ͚ͨʰֶͮ͘ߍΓʱͱڀݚ

ओ͚ͨʹڀʰतͮ͘ۀΓʱͷ �ຊཱͯͰऔΓ
ΜͰ͍·͢ɻڀݚओ，ʮྗߟࢥɾදྗݱΛ
ಐɾੜెͷҭʙࣇ͚ͨͭʹ �ؒͷൃୡஈ֊ʹԠ
ֶͨ͡ͼ߹͍׆ಈΛ௨ͯ͠ʙʯͱ͠·ͨ͠ɻ
ɹh Γʱʹؔͯ͠，શ৬һ͕ͮ͘ߍֶ �ͭͷϓϩ
δΣΫτνʔϜʢʮ͔֬ͳֶྗ̥ʯɾʮ๛͔ͳ৺̥ʯɾʮ
͍͠৺̥ʯʣͷ͍ͣΕ͔ʹଐ͠ʢߍঠʹҐஔͮ
͚ʣ，ֶࣇ，ࣄߦߍಐɾੜెձ׆ಈ，ʮֶࢁʯͷਪ
ਐ，Ҭ࿈ܞͳͲʹ͍ͭͯࡢͷলΛͱʹ
͠߹͍ΛਐΊ͍ͯ·͢ɻ
ɹh तͮ͘ۀΓʱʹؔͯ͠，ަྲྀतۀʢதֶ෦৬
һʹΑΔখֶ෦Ͱͷतۀʣ૬ޓत؍ࢀۀʢؒ̍
ਓ࠷ �ճͷतެۀ։ͰখɾதͷतۀΛݟ߹͏ʣΛ
��Λ௨ͯ͠，�ؒɾڀओͷڀݚ，͠ࢪ࣮ ؒ
Λݟ௨ͨ͠ڭҭ՝ఔͷฤʹཱͯΑ͏ͱऔΓΜ
Ͱ͍·͢ɻ

今後の展望
ɹখֶ෦৬һ͔Βʮதֶੜ͕ಉࣷ͡ߍʹ͍Δ͜
ͱͰ，ࢠͲͨͪʹޙͷ࢟Λ͛͋ͯͤݟΔ͜ͱ
͕Ͱ͖Δɻʯ，தֶ෦৬һ͔Βʮখֶ෦ͷઌੜํͷ
͖Ίࢦ͍͔ࡉಋํ๏ʹײ৺ͤ͞ΒΕΔɻʯͳͲͷҙ
ಐɾੜెձͷࣇ，ฉ͔Ε·͢ɻ·ͨ，ʮͬͱ͕ݟ
ؒ࣌ಈ͢Δ׆，ಈΛখɾதҰॹʹ͍͚ͤͨ͞ΕͲ׆
͕ʜɻனٳΈ͔ΓͭͿͯ͠͠·͏ͷʜɻʯʮதֶ
ฉ͔Ε·͢ɻݟனਗ਼ద͞ͳ͍ɻʯͳͲͷҙʹߍ
ֶࢁԂελʔτ͔ͨ͠ΓͰ͢ɻޙࠓຊֶ
ԂΒ͍͠ʢখதҰ؏ߍɾอ༮খதҰ؏ߍͷϝϦοτ
Λੜ͔ͨ͠ʣ׆ಈʹτϥΠ͍͖͍ͯͨ͠ͱ͍ͯ͑ߟ
·͢ɻ͞·͟·ͳ՝ग़ͯ͘Δͱ͍ࢥ·͕͢，อ
ҭҕһձͳͲʹՃڭҬͷํʑ，͞Βʹऀޢ
Θ͍͖ͬͯͨͩ，͠߹͍，ղܾ͍͖͍ͯͨ͠ͱߟ
͍͑ͯ·͢ɻখதҰ؏ڭҭʹؔͯ͠，ࡢ，ࡏݱ
ͷল͔Βͨ͑ݟ՝Λཧ͠，͠߹͍，ͦͷ
ղܾʹऔΓΜͰ͍Δͱ͜ΖͰ͢ɻ͞Βʹ，ຊ
ͷऔΓΈΛ௨ͯ͡ಘΒΕͨলΛདྷͷܭըʹ
ͭͳ͛，খதҰ؏ߍ �ͱͳΔฏ �� ʹ，
�ؒΛݟ௨ͨ͠ڭҭ՝ఔΛฤ͍ͨ͠ͱ͍ͯ͑ߟ
·͢ɻಉ༷ʹ，�� ؒΛݟ௨ͨ͠ڭҭ՝ఔʢ༮ɾอɾ
খɾதʣͷฤʹؔͯ͠ੵۃతʹऔΓΜͰ͍͖
͍ͨͱ͍ͯ͑ߟ·͢ɻ৽͍͜͠ͱʹऔΓΉͬͯ，
Θ͘Θ͘͠·͢ɻ

●入学式の風景（手前は小学 1年生，奥は中学 1年生）
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きょういく見聞録

０歳から15歳までの保・幼・小・中一貫校「富山学園」
　江戸時代末期に登場した戯作者・滝沢馬琴の「南総里見八犬伝」の舞台である山・富山（とみさん）が中央にそびえる
千葉県南房総市の富山（とみやま）地区に，昨年度（平成28年度），小中一貫校が，そして，本年度，隣に子ども園（保
育所・幼稚園）が完成し，０歳から 15歳までの子どもたちが同一敷地内で活動する全国的に見
てもあまり例のない施設「富山学園（とみやまがくえん）」が開園しました。
　「まずは同じ屋根の下で一緒に暮らしてみよう！」を合い言葉に，スタートしたばかりの「富山
学園」の様子を紹介します。　

富山学園　千葉県南房総市立富山小学校・中学校　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　校長　高栁　聡（たかやなぎ　さとし）

ʮ富山学園ʯ開園まで
ɹগࢠԽͷӨ͔ڹΒֶ࠶ߍฤΛਐΊΔೆ૯ࢢ，
ฏ �� ʹࢁதֶ۠ߍʹ͋ͬͨ �ͭͷখֶߍ
Λ౷߹͠，ࢁখֶߍͱ͠·ͨ͠ɻকདྷతʹ，ੜె
͕ ��� ໊લޙͰֶ֤୯ֶڃͱͳΔࢁதֶߍΛ
ۙྡͷதֶߍͱ౷߹͢Δͱ͍͏ҙݟ͋Γ·ͨ͠
͕，ࢁখֶߍͱࢁதֶߍΛখதҰ؏ߍͱ͢Δ͜
ͱʹͳΓ·ͨ͠ɻ
ɹฏ �� ，·ͣ，ࢪઃͷͨ͠ࢁখֶߍɾ
தֶߍʢখதҰ؏ߍʣΛ։͠ߍ，ຊ，ྡʹ
ͨ͠ࢠࢁͲԂʢࢁอҭॴɾࢁ༮ஓԂʣΛՃ
͑，ಉҰෑʹอɾ༮ɾখɾத͕Ұॹʹੜ͢׆Δ
ʮֶࢁԂʯʢอ༮খதҰ؏ߍʣͱͳΓ·ͨ͠ɻ

ʮ富山学園ʯの概要
◆園児・児童・生徒数ɹɹ ˒ʜֶ̎ڃ，ͦͷଞ୯ֶڃ

◆職員

˔ֶԂ̍ʢখɾதֶߍ͕݉ͶΔʣɹ˔ࢠͲԂ
̍ɹ˔খɾதֶߍ̍ɹ˔খɾதֶڭߍ಄ �ʢখɾ
த֤̍ʣ˔ࢠͲԂ৬һ ��ʢอҭॴ ��ɾ༮ஓԂ �ʣ
˔খɾதֶߍ৬һ ��ʢখֶ෦ ��ɾதֶ෦ ��ʣ
※「富山学園」では，小・中学校を「小・中学部」，中
　学１年生を「７年生」と呼んでいます。

　小・中学部職員には兼務発令されています。

ʮ富山学園ʯの取り組み
①学校教育目標（保・幼・小・中共通）
ɹʮ๛͔Ͱ͍͠৺Λࢠͨͬ࣋Ͳͷҭɹʙਓؒੑ
ΛҭΉʹʰҙࢤ ɾɦh ૢʱΛҭͯΔʙʯ
②重点目標（小・中共通）
ɹʮ�ͭͷ"#$ʯʙʢ"ʣ͋ͨΓ·͑ͷ͜ͱΛ�ʢ#ʣ
όΧΈ͍ͨʹ�ʢ$ʣͪΌΜͱΔʙ
ʰѫ͢ࡰΔ ɾɦh ਖ਼͢Δ ɾɦh ษ͢ڧΔ ɾɦh ӡಈ͢Δ ɾɦ
ʰআ͢Δʱ
③教育課程（小・中学部）
ɹʮແཧͤͣ，·ͣ，খɾத͕ҰॹʹΒͯ͠Έ
Α͏ɻҰॹʹͬͨํ͕ྑ͍͜ͱͬͯΈΑ͏ɻ
ͦͷத͔Β，�ؒ，�� ؒʢຊΑΓʮࢠͲ
ԂʯΛՃ͑ʣΛݟ௨ͨ͠ڭҭ՝ఔΛ͍ͬͯ͜͏ɻʯ
ʮτϥΠˍΤϥʔɻࣦഊΛڪΕͣ，ͬͯΈΑ͏ɻʯ

千葉県

南房総市

茨城県埼玉県

東京都

神奈川県

体育館

配置図

富山子ども園

特別教室棟

富山小学校・中学校

◆保育所 ◆幼稚園 ◆小学部 ◆中学部

学年
等

０歳児（３） ４歳児（16）１年生（38） ７年生（45）★
１歳児（６） ５歳児（15）２年生（38） ８年生（32）
２歳児（７） ３年生（38） ９年生（30）
３歳児（13） ４年生（42）★

５年生（44）★
６年生（42）★

合計 29名 31名 242 名 107 名

●校門からの風景
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ク
ト
ン
が
豊

な
ւ
に
す
る
に
は
広
葉
थ

を
୷
え
た

が
必
要
な
こ
と
な
ど
を
学
ん

で
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
子
ど

も
た
ち
が
理
解
し
た
こ
と
を
࣍
の
行
動


݁
び

け
る
た
め
に
�
年
生
の
学
श
に

২
थ
ࡇ
׆
動
を
औ
り
入
れ
、
�
年
生
と

߹
同
で
ࢀ
加
。
Ҏ
ޙ
、
ܧ
続
的
に
実
ࢪ
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ނ
ڷ
を
Ѫ
͢
る

同
小
学
校
の
主
װ
教
་
、
ࠤ
౻
༞
ඒ
子

先
生
は
「
ࣇ
ಐ
と
と
も
に
、
私
た
ち
教
員

も
২
थ
ࡇ

の
ࢀ
加
を
௨
し
て
、
ւ
に
関

わ
る
人
た
ち
の
思
い
や
、
そ
の
思
い
を
支

え
よ
う
と
ڠ
力
す
る
人
た
ち
の
࢟
な
ど
か

ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ

๛
か
ͳ
ւ
ɾ
ࢁ
ɾ
ਓ
を
ҭ
Ή

　


܂
小
学
校
（
Ҏ
Լ
「

܂
小
」）
は
、

平
成
��
年
か
ら
/
1
0
๏
人
「

は
ւ
の

࿀
人
」
主
࠵
の
২
थ
ࡇ
に
ࢀ
加
し
て
い
ま

す
。
౦
日
本
大

ࡂ
に
よ
り
、

܂
小
で

׆
༻
し
て
い
た
体
ݧ
学
श
༻
の
Դ
ᥡ

は

ࣦ
わ
れ
ま
し
た
が
、
地
ݩ

܂
や
広
ౡ
の

Դ
ᥡ
生
࢈
者
の
ڠ
力
を
得
て
෮
׆
し
、
地

ݩ
の
/
1
0
๏
人
「

は
ւ
の
࿀
人
」
が

主
࠵
す
る
২
थ
ࡇ

の
ࢀ
加
を
始
め
ま
し

た
。

܂
小
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
২
थ

ࡇ
に
ࢀ
加
す
る
Ҏ
前
か
ら
「

は
ւ
の
࿀

人
」
の
理
೦
に
つ
い
て
ߨ
話
を
聞
く
ػ
会

を
作
り
、
Դ
ᥡ
の
成
長
に
は
ᷛ
と
な
る
プ

ラ
ン
ク
ト
ン
が
必
要
な
こ
と
や
、
プ
ラ
ン

宮
城
県
気
仙
沼
市
立
唐
桑
小
学
校（
明
治
6
年
創
立
、児
童
数
72
名
、小
松
英
紀
校
長
）で
は「
海

と
生
き
る
」
海
洋
教
育
や
、
地
域
と
連
携
し
た
学
び
な
ど
の
推
進
を
図
っ
て
い
ま
す
。
平
成
24
年

度
か
ら
N
P
O
法
人
「
森
は
海
の
恋
人
」
主
催
の
植
樹
祭
に
参
加
し
、
作
年
度
は
E
S
D
の
取
組

が
評
価
さ
れ
、
第
7
回
E
S
D
大
賞
で
「
ユ
ネ
ス
コ
ス
ク
ー
ル
最
優
秀
賞
」
を
受
賞
し
ま
し
た
。

専
門
家
や
地
域
住
民
の
協
力
も
得
て
行
う
牡
蠣
養
殖
体
験
学
習
な
ど
を
通
し
、
子
ど
も
た
ち
が
豊

か
な
心
を
育
み
、
海
・
山
・
人
か
ら
学
び
な
が
ら
故
郷
の
素
晴
ら
し
さ
を
知
り
、
ふ
る
さ
と
の
自

然
を
守
り
育
て
る
取
組
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

海
・
森
と
共
に
生
き
る
―
―

「
ふ
る
さ
と
唐
桑
を
愛
す
る
子
ど
も
」

の
育
成
を
目
指
し
て

宮
城
県
気
仙
沼
市
立
唐
桑
小
学
校

地球となかよし　 トピックス
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に
行
わ
れ
た
২
थ
ࡇ
の
意
義
に
気

き
、

ނ
ڷ
の

・

・
ւ
の
ൿ
ີ
を
知
り
、
そ

の
ૉ

ら
し
さ
を
多
く
の
人
ʑ
と
क
り
分

か
ち
߹
う
औ

を
続
け
な
が
ら
、
子
ど
も

た
ち
は
学
び
を
ਂ
め
て
い
き
ま
す
。

ら
を
ど
の
よ
う
に
ࣇ
ಐ
の
心
に
つ
な
げ
て

い
け
る
か
、

と
ւ
と
の
つ
な
が
り
を
考

え
な
が
ら
授
業
を
進
め
て
い
ま
す
。」
と

お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
地
Ҭ
だ
け
で
は
な
く
、

全
国
か
ら
集
ま
っ
た
多
く
の
方
ʑ
と
と
も

●宮城県気仙沼市立唐桑小学校　　
　宮城県気仙沼市唐桑町明戸 208番地 6　TEL 0226(32)3142　FAX 0226(32)3071　e-Mail karakuwa-sho＠kesennuma.ed.jp
●ユネスコ「サステイナブルスクール」 http://www.unesco-school.mext.go.jp/aspnet/

　

　 」

　

　

　
　

　
　　

● （p.10）植樹祭は今年で 29回目。開会式後，一関市内の矢越山で植樹が行われました。
開催当日は小雨が降るなか，全国から約 1,500 人が参加。

●（左上）「森に木を植えることは，人の心に木を植えることと同じ」と植樹祭主催者で「森は海の恋人」代表の畠山重篤さん。
●（中央）森の中になぜか 大漁旗が。牡蠣の漁場 は川が海に注ぐ汽水域に形成されているそうです。川が運ぶ森の養分が，
牡蠣の餌となる植物プランクトンを育んでいるからです。現在の 6年生は 2度目の植樹祭参加。植樹祭参加後に「海を
汚さないように」と環境への配慮を意識するようになった児童もいます。●（中央右）「雨が降ったけど、楽しかったです」
と唐桑小 5年生の梶原君と及川君。●（左下）植樹祭参加証。
「今後は児童が植樹活動について学びを深め，牡蠣を育てるために大切なことを自分の言葉でまとめ，おいしい唐桑の牡
蠣ができるまでに人間が努力すべきことを発信できるようにしていきたいです。また，人との関わりを通じて感じた思い
を，児童自らが多くの人たちに伝えられるようにしていきたいです。そして何よりも，この植樹活動を始めたのは唐桑の
人々であることに誇りをもたせたいです」と唐桑小の佐藤祐美子先生。



岩槻城を築城した太田道灌から校名をいただ
いている太田小学校には， 「４つの宝 」が

あります。　　　　　　　　　　　　　　　　
①あいさつ上手，　　　　　　　　　　　　　
　②聞き上手，　　　　　　　　　　　　　　　
　③話し上手，　　　　　　　　　　　　　　　
　④思いやり上手
の４つです。
　 「あいさつ上手 」は，毎週木曜日に代表委員が
２か所の校門に立ち，登校してくる児童とあい
さつを交わし，元気で気持ちのよいあいさつが
できた児童を 「あいさつ名人 」として記録して，
昼の放送で名前を読み上げています。学校以外
の場面でもあいさつができるよう，保護者や地
域の方にも声かけをお願いしています。
　 「聞き上手 」と 「話し上手 」は，校内研修で取
り組んでいる 「基礎学力向上 」の手立ての一つ
として，特に力を入れています。
　本校の授業の流れ《もくもくタイム》→《あ
れこれタイム》→《なるほどタイム》→《もく

もくタイム》の中で，特に《あれこれタイム》《な
るほどタイム》は，ペアやグループの中で，自
分の考えを伝え合い，それを全体で共有します。
いかに 「聞き上手 」 「話し上手 」であるかが大
きなカギとなります。
　思いやり上手は心のありようです。相手のこ
とを思いやるためには，まず自分が価値ある人
であることを認識すること。そこから相手への
気づかいや思いやりが生まれてきます。
　今年は，開校 50周年記念の大きな節目の年。
４つの宝を輝かせ，子どもたちがよりよく成長
できるよう職員一同同じ方向を向いて職務にま
い進します。

「
４
つ
の
宝
」を
身
に
つ
け
る

〜
開
校
５
０
周
年
を
生
か
し
て
〜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
立
太
田
小
学
校
　
校
長
　
笠
原
　
実

　　　　　　

羽村市では，文化庁の伝統文化親子教室事業
を受けて，小学校高学年から，中学 2年生

までを対象にした 「羽村子ども茶道教室 」を開
催しています。今年で 3回目を迎えました。
　毎年，年 10回のおけいこを通して子ども一
人ひとりが，薄

うす

茶
ちゃ

点
て

前
まえ

の習得と茶人としての礼
法を学び，最後に，子どもフェスティバルにお
いて，家族，友人を招き，広く一般市民も参加し，
子ども一人ひとりがお点前を披露します。
　茶道の根幹は， 「おもてなし 」と 「おもいや
り 」です。例をあげますと，一服のお茶をいた
だく時には 3つのあいさつがあります。お茶を
出されたら上座の人に 「お相伴させていただき
ます 」，下座の人に 「お先にいただきます 」，
さらにお茶をたてた亭主に 「お点前頂戴いたし
ます 」とあいさつをします。亭主は，一服のお
茶を差し上げるために，火加減，湯加減，お茶
の量などに最深の心配りをします。このように，
お茶席では，常に相手への 「おもいやり 」を大
切にします。そんな人と人との心が融和して，
このひと時，出会いを大切に思う気持ちが育ま

れます。茶室の床に飾られた茶掛けの言葉や楚々
とした茶花の彩，季節を先取りしたような美し
いお菓子もまたさらに人の心を和ませてくれま
す。
　 「一期一会 」には，こうした無言の中に交わさ
れる 「おもいやり 」や 「おもてなし 」を大切に
し， 「今この時 」を共に過ごすことのできる喜
びを味わいましょうという意味が込められてい
ます。
　子どもたちも，初めは戸惑いや驚きを隠せな
い様子ですが，おけいこを重ねるごとにお点前
が身につき，喜々として人前でお点前を披露す
ることができます。
　400 年という歴史と共に生きてきた茶道の懐
に，子どもたちを誘うことができる喜びを感じ
ながら今日も励んでいます。

い
っ
ぷ
く
の
お
茶
が
育
む
お
も
い
や
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
羽
村
市
羽
村
子
ど
も
茶
道
教
室
　
印
南
　
圭
子

Information
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全国各地のさまざまな取り組みを紹介します。



今年で創立 70年目を迎える本校は，市の施
策 ＜ 「かしこく 」 「やさしく 」 「たくまし

い 」子どもを育てる飯塚市学校教育プラン
29 ＞に基づき， 「学力の向上 」 「豊かな人間性
の育成 」 「体力の向上 」 「人権教育の推進 」 「特別
支援教育の充実 」 「小中一貫教育の推進 」等々
の取り組みを推進しています。
　中でも 「学力の向上 」については，一斉授業
からの脱却を目指し， 「主体的・対話的で深い
学び 」の授業について全教員で研修を重ね，東
京大学CoREF が提唱する 「考える力，工夫す
る力を育てる授業づくり－知識構成型ジグソー
法による協調学習－ 」の研究・実践を進めてい
ます。一昨年秋には 「協調学習の手法を取り
入れた考え議論する道徳の研究発表会 」を開
催しました。本年度 10 月 27 日には，東京大
学CoREF 主催による 「新しい学びプロジェク
ト全国協議会（飯塚市開催） 」で本校は協調学
習による授業公開・研究協議会を行い，これま
での研究の成果を発表します。また，11月 10
日には，福岡県教育委員会主催による県の重点
課題研究指定・委嘱校として 「主体的・対話的
で深い学びを重視した授業づくり 」をテーマと
して中間報告会を行います。
　このような 「学力の向上 」を目指す授業改善
の取り組みから，生徒一人ひとりの学力向上は
もちろん，集団としての協働意識が高まり，生徒

会を中心に体育会，文化祭など，さまざまな学校
行事を生徒たち自身の手で成功に導き，学校生
活の充実や改善向上を図る活動に自主的に取り
組むことができるようになっています。各部活
動においても素晴らしいパフォーマンスを演出
し良い結果が表れ，生徒たちが相乗効果を発揮
することで，活気のある学校へと進んでいます。
　これからの本校の取り組みとしては，生徒た
ちの問題解決能力，コミュニケーション能力，
コラボレーション能力を培うために，授業の中
に生徒一人ひとりの学びの成長（基礎的概念→
つながり→応用）を測るルーブリックを活用し
た客観的で計量的な評価方法を取り入れ，さら
なる生徒の成長を図って参ります。

高
い
志
を
も
ち
、未
来
を
切
り
開
い
て
い
く

生
徒
の
育
成
に
向
け
て
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
飯
塚
市
立
飯
塚
第
一
中
学
校
　
校
長
　
山
下
　
弘
喜

南能生小学校は，全校児童 32名の小規模校
です。このよさを生かし，異学年集団で

の学び合いや全校縦割り班での活動など，集団
生活に必要な，だれとでも協力する態度の育成
を図っています。学校に寄せる地域の思いや期
待は大きく，特に，どのような場面でも伸び伸
びと，自分の思いや考え，自分のよさを表現で
きる柔軟性やたくましさを育くんでほしいとい
う強い願いがあります。
　当校の強みは，家庭，地域と学校が太いパイ
プで結ばれ，密接な連携が継続的に営まれてい
ることです。特に，学校が所在する糸魚川市上

じょう

南
なん
地区は公民館活動が活発で，児童は放課後に

週２回の楽習（学習）会へ通っています。学校
と公民館の共催で行う活動の一例を，以下に紹
介します。
①上南ふれ愛運動会（５月）
　午前は小学校の運動会，午後は公民館主催の
地域運動会を行います。１日を通じて，児童の
活躍を見守りながら，地域総出の運動会となり
ます。
② 川遊び（８月）
　以前は児童から親しまれる存在であった川の
機能を子どもたちに伝えたいという思いから，
地域を流れる川を活動場所として，遊泳，魚捕
り，いかだ体験などの川に親しむ活動を行って
います。PTAと地域の支援により安全確保に万

全を期して，昔の遊びの共有体験を実現してい
ます。
③南小ファイヤー（２月）
　冬の積雪期，グランドを会場にして，雪面に
一面のキャンドルが置かれ，幻想的な光景が創
出されます。学校と地域が感動を共有する，特
別な取り組みになっています。

地
域
と
共
に
あ
る
学
校
に
向
け
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　新
潟
県
糸
魚
川
市
立
南
能
生
小
学
校
　
校
長
　
桒
原
　
陽
一

Educo  13



　

花
見
の
主
役
は
、
明
治
以
前
は
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
や
サ

ト
ザ
ク
ラ
で
あ
っ
た
が
、
明
治
以
後
は
「
染
井
吉
野
」

に
変
わ
っ
た
。
こ
の
魅
力
的
な
染
井
吉
野
に
つ
い
て
、

ま
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ

れ
は
染
井
吉
野
の
起
源
、
両
親
の
遺
伝
的
な
優
越
性
、

花
色
や
形
態
、
花
期
の
不
統
一
等
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
染
井
吉
野
の
起
源
で
あ
る
が
、
江
戸
末
期

に
江
戸
染
井
村
（
現
東
京
都
豊
島
区
）
の
植
木
屋
が

作
出
し
た
と
い
う
説
。
伊
豆
大
島
原
産
地
説
。
小
泉

源
一
博
士
が
唱
え
た
済
州
島
原
産
地
説
。
そ
し
て
、

現
在
有
力
な
説
と
し
て
伊
豆
半
島
で
オ
オ
シ
マ
ザ
ク

ラ
と
エ
ド
ヒ
ガ
ン
が
自
然
交
雑
し
て
発
生
し
た
と
い

う
説
が
あ
る
が
、
ど
れ
も
ま
だ
仮
説
の
段
階
で
あ
る
。

次
に
、
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ

の
両
親
で
あ
る
が
、
戦
後

国
立
遺
伝
学
研
究
所
の
竹

中
要
が
染
井
吉
野
の
両
親

は
、
エ
ド
ヒ
ガ
ン
と
オ
オ

シ
マ
ザ
ク
ラ
の
種
間
雑
種

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
両
親
の
遺
伝
的
な

優
越
性
を
調
べ
る
方
法
は
、

伝
統
的
な
植
物
の
形
態
・

形
質
を
観
察
す
る
方
法
と

D
N
A
解
析
が
あ
る
。
私

は
染
井
吉
野
と
オ
オ
シ
マ

ザ
ク
ラ
、
エ
ド
ヒ
ガ
ン
三

者
の
形
態
・
形
質
を
分
析

し
、
両
親
の
遺
伝
的
な
優

越
性
を
分
析
し
た
。
結
果

は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

㈠
エ
ド
ヒ
ガ
ン
の
影
響
が
優
越
し
て
い
る
形
質

・
萼
筒
（
写
真
１
）
～
膨
ら
み
と
毛
に
注
目
。

・
雌
蘂
の
花
柱
（
写
真
１
）
～
花
柱
の
毛
に
注
目
。

・
葉
の
蜜
腺
の
形
状
（
写
真
2
）
～
そ
ら
豆
状
タ
イ

　

プ
が
約
60
%
で
、
エ
ド
ヒ
ガ
ン
の
形
質
に
近
い
。

・
葉
の
蜜
腺
の
着
点
（
写
真
2
）
～
蜜
腺
は
葉
身
と

　

基
部
に
約
80
%
が
付
き
、
エ
ド
ヒ
ガ
ン
に
近
い
。

㈡
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
の
影
響
が
優
越
し
て
い
る
形
質

・
葉
形
、
葉
の
大
き
さ
、
葉
の
表
裏
の
毛
な
ど
の
形

　

質
が
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
に
近
い
。

㈢
両
親
の
影
響
が
拮
抗
し
て
い
る
形
質

・
花
の
大
き
さ
・
花
色
（
写
真
3
）、
萼
裂
片
の
形
質

・
葉
先
、
葉
の
基
部
、
葉
の
鋸
歯
な
ど
の
形
質

以
上
の
結
果
か
ら
、
染
井

吉
野
に
与
え
る
両
親
の
遺
伝

的
影
響
の
割
合
は
、
エ
ド
ヒ

ガ
ン
が
6
対
4
程
度
に
優

越
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。D

N
A
解
析
に
つ
い
て

は
、
多
摩
森
林
科
学
園
発
刊

の「
サ
ク
ラ
保
存
林
ガ
イ
ド
、

2
0
1
4
年
」
に
詳
し
い
。

染
井
吉
野
に
与
え
る
遺
伝
的

影
響
は
、
エ
ド
ヒ
ガ
ン
が

46
%
、
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ

が
37
%
、
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
が

8
%
、
不
明
な
遺
伝
子
が

9
%
と
あ
る
。
D
N
A
解

析
も
染
井
吉
野
に
与
え
る
遺

伝
的
な
影
響
は
、
エ
ド
ヒ
ガ

ン
が
優
越
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ヤ
マ
ザ
ク
ラ
や
不
明
な
遺
伝
子
は
、
い
つ
頃
ど
の

よ
う
に
し
て
入
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
こ

と
は
、
両
親
の
子
と
し
て
の
染
井
吉
野
（
第
一
世
代
）

が
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
と
交
雑
し
、
第
二
世
代
の
染
井
吉
野

が
生
み
出
さ
れ
た
際
に
入
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

竹
中
要
は
伊
豆
半
島
の
船
原
峠
で
、
エ
ド
ヒ
ガ
ン

と
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
が
自
然
状
態
で
交
雑
し
た
種
間

雑
種
を
発
見
し
「
船
原
吉
野
」
と
名
付
け
た
。
ま

た
、
エ
ド
ヒ
ガ
ン
と
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
を
人
工
交
配

し
て
染
井
吉
野
に
近
い
兄
弟
姉
妹
で
あ
る
「
天
城
吉

野
」
や
「
早
生
吉
野
」
な
ど
数
種
を
作
出
し
た
。
さ

ら
に
、
染
井
吉
野
が
親
で
あ
る
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
と

交
雑
（
戻
し
交
雑
）
し
て
、「
染
井
匂
」
や
「
昭
和
桜
」

等
の
第
二
世
代
が
生
ま
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
全
国
に
植
え
ら
れ
て
い
る
染

井
吉
野
は
、
大
部
分
が
明

治
・
大
正
時
代
に
同
じ
遺
伝

子
（
同
一
ク
ロ
ー
ン
）
の

苗
木
が
配
布
・
植
栽
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
中
に

は
染
井
吉
野
の
兄
弟
・
姉

妹
で
あ
る
第
一
世
代
や
戻

し
交
雑
し
た
第
二
世
代
が

か
な
り
混
じ
り
、
微
妙
に

花
色
や
大
き
さ
、
葉
の
形

質
、
開
花
時
期
が
異
な
る

も
の
も
一
部
存
在
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
さ
ら
に
今
後
の

研
究
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

桜について，2回連載していただきます。

写真 1　左からオオシマザクラ，エドヒガン，ソメイヨシノのがく筒と花柱

写真 2　左からオオシマザクラ，エドヒガン，ソメイヨシノの葉に付く蜜腺

写真 3　左からオオシマザクラ，エドヒガン，ソメイヨシノの花

「染井吉野」の謎解き
教育研究所主任研究員　畑中喜秋
野外植物研究会会員

࿈ࡌୈ�ճ
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ɹɹɹɹ

　　　　　　　　　　大ֶೖࢼʹ͓͚Δӳޠ 4 ٕධ

ՁΛ۩ମతʹͲ͏͏͓ߦͱ͍ͯ͠Δͷ͔  
　લճͷίϥϜͰ，大ֶೖࢼվֵͷ༰ͱͯ͠，ڞ௨
ςετʹ͓͚Δهड़ࣜͷಋೖʹ͍ͭͯ৮Εͨɻࠓճ，
ೖࢼվֵͷ͏Ұͭͷ玉Ͱ͋Δӳٕ̐ޠධՁʹ͍ͭ
ͯઆ໌͍ͨ͠ɻ
　ֶशࢦಋཁྖʹ͓͍ͯ，ैલΑΓ，ʮฉ͘͜ͱʯʮಡ
Ή͜ͱʯʮ͢͜ͱʯʮॻ͘͜ͱʯΛόϥϯεΑ͘ҭ͢
Δ͜ͱΛࢦͨ͠ࢦಋΛ͜͏ߦͱͱ͞Ε͍ͯΔɻ͠ ͔͠，
ੜెͷֶशͷ࣮ଶʹ，՝͕ଟ͘，ಛʹʮ͢ʯʮॻ͘ʯ
ͱ͍͏ൃ৴ྗ͕ऑ͍ɻ2020 ʹখֶ͔ߍΒॱ࣍ಋೖ
͞ΕΔ新ֶशࢦಋཁྖͰ，ӳڭޠҭͷൈ本తͳڧԽΛ
ਤΔ͜ͱͱ͍ͯ͠Δɻྫ͑，খֶߍஈ֊Ͱ，தֶ
͔Β֎׆ޠࠃಈΛ͏ߦͱͱʹ，高ֶؒ 70 ୯Ґ
Λಋೖ͠ίϛϡχέʔγϣϯྗͷޠͷӳܕՊڭͷؒ࣌
ஈ֊Ͱ，2019ߍΛཆ͏͜ͱͱ͍ͯ͠Δɻதֶૅج 
ͷશྗֶࠃௐࠪʹӳޠ 4 ٕௐࠪΛ࣮͢ࢪΔ͜ͱͱ͠
͍ͯΔɻ高ߍஈ֊Ͱ，ʮӳޠίϛϡχέʔγϣϯʯʮ
ཧɾදݱʯͱՊͷߏ࠶͕ߦΘΕΔ༧ఆͩɻখத高Λ
௨ͯ͡，ӳޠͰଟ༷ͳਓʑͱίϛϡχέʔγϣϯΛਤΔ
͜ͱ͕Ͱ͖Δ࣭ࢿɾྗΛҭ͢ΔͨΊ，ࡍࠃతͳج४
Ͱ͋Δ $&'3 ͳͲΛߟࢀʹ，খத高ͰҰ؏͠ ʮͨฉ͘ʯʮಡ
Ήʯʮ͢ʢΓ取Γʣʯʮ͢ʢൃදʣʯʮॻ͘ʯͷ 4 ٕ
 5 ྖҬผͷඪઃఆ͕ͳ͞ΕΔɻ
　͜ͷΑ͏ʹӳڭޠҭͷڧԽ͕ਤΒΕͭͭ͋ΔதͰ，ೖ
ͰࢼΈΔͱ，大ֶೖͯݟঢ়Λݱͷࢼ 4 ٕΛόϥϯε
Α͘ධՁ͍ͯ͠Δྫ，·ͩ·ͩগͳ͘，ֶߍʹ͓͍ͯ
ಋࢦίϛϡχέʔγϣϯྗͷҭޠΘΕΔ͖ӳߦ
ͱ，͍ ΘΏΔʮडݧӳޠʯ͕͔͍͍ͯ͠Δঢ়ଶʹ͋Δɻ
　Ͱ͖Δ͚ͩଟ͘ͷ大ֶ͕ӳޠ 4 ٕධՁܕͷೖࢼΛ
取ΓೖΕΔ͜ͱʹΑΓ，高ߍʹ͓͚Δڭҭࢦಋͱೖ͕ࢼ
࿈ಈ͠，高大͕ଓͨ͠ӳڭޠҭͷվળ͕ظ͞ΕΔͷ
Ͱ͋Δɻ

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

͍ͯͭʹେଓվֵߴ
～新テストなど大学入試改革を中心に～ (第 3回 )

　Ͱ，۩ମతʹͲͷΑ͏ʹӳ4ٕޠධՁΛ͏ߦͷ͔ɻ
εϐʔΩϯά，ϥΠςΟϯάΛ，ߦݱηϯλʔݧࢼͷΑ
͏ͳ大نɾڞ௨ܕҰ੪ݧࢼͰ͜͏ߦͱ，ఔతʹ，
·ͨ，ٕज़త，ମ੍తʹ࣮ࠔࢪͱ͑ߟΔɻͦ͜Ͱ，
2020 新ςετͷΈʹ͓͍ͯ，طʹ૬ఔ，
ଟ͘ͷ高ߍੜ͕ड͠ݕ，ҰఆͷධՁ͕ఆண͍ͯ͠Δຽؒ
ͷ֨ࢿɾݕఆݧࢼΛ׆༻͢Δ͜ͱͱ͞Ε͍ͯΔɻ
　۩ମతͳํ๏ͱͯ͠，
ɾݧࢼ༰ɾ࣮ࢪମ੍ͳͲ͕ೖ׆ࢼ༻͢Δ͏͑Ͱඞཁͳ

ਫ४Λຬ͍ͨͯ͠Δͷͱͯ͠，大ֶೖࢼηϯλʔͷ
ཁ݅ΛΫϦΞͨ͠ຽؒӳݧࢼޠʹؔ͠，डऀݕͷݧࢼ
݁ՌΛηϯλʔ͕Ұݩతʹू͠，ड͢ݧΔ大ֶ͔Β
ͷ͖ͮجʹٻηϯλʔ͔Β֘डݧੜͷຽؒ݁ݧࢼ
ՌΛ大ֶଆʹఏ͢ڙΔɻ

ɾ͜ͷ͜ͱʹΑΓ，大ֶडݧੜͷग़ئ手ଓ͖ͷ؆ૉԽ
大ֶଆͷۀෛ୲ͷܰݮΛਤΓ，ೖࢼʹ͓͚Δ 4 ٕ
ධՁΛଅਐ͢Δɻ

ɾ໘，ηϯλʔͷචݧࢼهɾϦεχϯάݧࢼ͠，
ͳͲࢉ໔আ，ಘՃݧࢼӳ，֨ࢿئ͢Δ大ֶग़ر
ͷํ๏Ͱೝఆݧࢼͷ݁ՌΛ׆༻͢Δɻ

ͱ͍ͬͨ͜ͱ͕ 7 ݄ʹจՊল͔Βެද͞Εͨ新ςετ
Ҋʹࣔ͞Εͨɻํࢪ࣮
ߏγεςϜͷڙཧɾఏݩҰݧࢼຽؒޠӳ，ޙࠓ　
ஙʹ͚ͯ大ֶೖࢼηϯλʔʹ͓͍ͯΑΓ۩ମతͳݕ
౼ɾ४උ͕ਐΊΒΕΔɻͦͷதͰ，ؔஂମͱͷٞڠʹ
ΑΓ，දࣔͷํ๏，डؒظݕɾճ，डݕੜͷඅ༻
ෛ୲，݁Ռ׆༻ͷϞσϧఏࣔͳͲ，ΑΓ۩ମతͳ͕߲ࣄ
ࣔ͞ΕΔ͜ͱͱͳΔɻ͜ͷγεςϜͷߏஙɾԁͳಋೖ
ʹΑΓ，ӳޠ 4 ٕධՁ͕Ͱ͖Δ͚ͩଟ͘ͷ大ֶೖࢼ
Ͱಋೖ͞ΕΔΑ͏ʹͳΔ͜ͱ͕ظ͘ڧ͞ΕΔɻ

イラスト　ひらた　ひさこ　https://www.hisako-hirata.com

メッセージメッセージୈ��ճ ࡞  ൃ ද ͷ
͓  Β ͤ

「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15回 地球となかよしメッセージ」入賞作品は
『Educo』2018年冬号（2018年2月中旬発行予定）

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。 ʰ&EVDP όɦοΫφンόーについては͓い߹わͤくͩさい。
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ΛֶͿ͜ͱɼޠࠃ֎
ੈք͕͕Δͱ͍͏͜ͱ

ほ・っ・と・な・出・会・い
同時通訳者 袖川　裕美さん　

◆大村智先生の「スマホばかり見ていても，サイエンスは生まれません。いつも仲間と『もっと
自然に触れながら子どもを育てよう』と話しています」はいつの時代でも子育ての基本だと思い
ます。先生の非凡さが表れているインタビューでした。（新潟県　小黒正範）
◆「先生の資格とは，自分自身が進歩していることである」。大村先生のご母堂様の一言は，常
に教師の座右にあるべき言葉・信条だと思います。大変有意義な記事でした。（千葉県　元教員）
◆「知っておきたい教育ＮＯＷ①②のカリキュラムマネジメント」に関する記述は，とてもわか
りやすい。言葉だけが先行して実践になかなか繋がらない学校現場にとって参考になると思う。
（福岡県　武末正史）

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

なかよし宣言

学
び
あ
っ
て
ス
キ
ル
を
高
め
る

生
放
送
で
す
か
ら
放
送
が
終
わ
る
と
い
つ
も
疲
れ

果
て
て
い
ま
し
た
。
早
め
に
調
整
す
れ
ば
2
週
間
単

位
で
休
暇
を
取
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
し
、
体
調
が

悪
い
時
は
臨
時
交
代
要
員
に
手
助
け
し
て
も
ら
え
る

な
ど
、
労
働
環
境
が
整
っ
て
い
ま
し
た
。

同
時
通
訳
の
ス
キ
ル
に
つ
い
て
は
み
ん
な
「
自
分

で
磨
い
て
い
く
し
か
な
い
」
と
覚
悟
し
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
り
、
B
B
C
で
も
お
互
い
に
い
い
と
こ
ろ

を
学
び
合
っ
て
ス
キ
ル
を
高
め
て
い
き
ま
し
た
。

オ
バ
マ
大
統
領
広
島
ス
ピ
ー
チ
の

同
時
通
訳

広
島
で
の
オ
バ
マ
大
統
領
の
通
訳
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
の
は
本
当
に
名
誉
な
こ
と
で
し
た
。
日
本
人

に
と
っ
て
特
に
意
味
が
あ
り
、
通
訳
の
後
で
、
歴
史

的
な
す
ば
ら
し
い
ス
ピ
ー
チ
だ
っ
た
こ
と
を
改
め
て

強
く
感
じ
ま
し
た
。
で
も
、
ス
ピ
ー
チ
の
内
容
に
つ

い
て
事
前
に
情
報
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
う
え
、
練
り

に
練
っ
た
原
稿
で
の
心
の
こ
も
っ
た
ス
ピ
ー
チ
で
し

た
か
ら
、
本
当
に
難
し
か
っ
た
で
す
。
通
訳
を
終
え

て
か
ら
数
人
の
同
業
者
と
話
を
し
ま
し
た
が
、
み
ん

な
「
難
し
か
っ
た
」
と
言
い
、悔
い
が
残
り
ま
し
た
。

で
も
、
あ
の
場
に
関
わ
れ
た
だ
け
で
も
あ
り
が
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

一
回
で
も
お
会
い
し
た
方
は
心
の
中
で
応
援
し
た

く
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
以
前
に
通
訳
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
マ
ク
ロ
ン
氏
が
フ
ラ
ン
ス
の
大
統
領
に

な
っ
た
の
が
嬉
し
く
て
。
通
訳
を
終
え
た
時
に
、「
あ

り
が
と
う
」の
ウ
ィ
ン
ク
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
時
は
、

通
訳
中
の
緊
張
が
全
部
消
え
た
気
が
し
ま
し
た
。

ま
ず
母
国
語
を
し
っ
か
り
学
ぼ
う

ど
ん
な
に
外
国
語
学
習
を
し
て
も
、
母
国
語
以
上

に
使
え
る
よ
う
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
母
国
語
力
が
弱

い
と
、
他
の
言
語
も
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
い
の
で

す
。
日
本
で
育
っ
て
何
か
を
学
ぶ
時
は
日
本
語
が
全

て
の
基
礎
・
基
本
で
す
か
ら
、
ま
ず
日
本
語
力
を
つ

け
る
こ
と
が
鍵
な
の
で
す
。
絶
対
に
日
本
語
力
を
手

放
し
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
英
語
は
あ
く
ま

で
も
「
外
国
人
」
と
し
て
運
用
で
き
る
よ
う
に
す
る

の
が
一
番
良
い
と
思
い
ま
す
。
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
仕
事
は
で
き

る
の
で
、
そ
れ
で
十
分
で
す
。
差
し
迫
っ
た
状
況
で

は
な
い
の
な
ら
、
無
理
に
英
語
を
学
ぶ
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
ず
し
っ
か
り
国
語
の
勉
強
を
さ
せ
る
ほ

う
が
ず
っ
と
力
に
な
り
ま
す
。

英
語
学
習
は
地
味
に
こ
つ
こ
つ
学
ぶ
活
動
で
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
ち
ょ
っ
と
お
し
ゃ
れ
っ
ぽ
い
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
よ
う
で
す
ね
。
小
さ
い
時
か
ら
塾
に

行
っ
て
、英
語
の
成
績
が
良
い
子
も
結
構
い
ま
す
が
、

あ
ま
り
本
を
読
ん
で
い
な
い
の
で
肝
心
の
日
本
語
力

が
足
り
な
い
子
が
と
て
も
多
い
の
で
す
。
何
よ
り
も

ま
ず
「
母
語
」、
思
考
す
る
時
に
使
う
言
語
が
し
っ

か
り
し
て
い
る
こ
と
が
大
前
提
で
す
。
そ
う
で
な
け

れ
ば
外
国
語
で
何
か
を
伝
え
る
の
は
無
理
で
す
。
そ

し
て
読
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、
外
国
文
化
に
な
じ
む

た
め
に
も
良
い
翻
訳
書
と
し
て
す
で
に
評
価
が
確
定

さ
れ
て
い
る
子
ど
も
向
け
の
本
も
含
め
た
副
読
本
な

ど
も
入
れ
る
の
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
外
国
語

を
学
ぶ
こ
と
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
が
一

つ
増
え
る
、
つ
ま
り
世
界
が
広
が
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
学
ぶ
楽
し
さ
は
そ
こ
に
尽
き
る
の
で
は
と
思
い

ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
公
共
放
送
の
放
送
通
訳
に

東
京
の
翻
訳
会
社
で
長
く
翻
訳
を
し
て
い
た
の
で

す
が
、「
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
か
な
」
と
思
い
始
め

た
時
に
放
送
通
訳
の
募
集
広
告
を
見
つ
け
ま
し
た
。

「
約
1
年
、
勤
務
可
能
な
放
送
通
訳
者
を
募
集
。
場

所
は
東
京
か
ロ
ン
ド
ン
」
と
書
い
て
あ
る
だ
け
で
し

た
が
、
と
り
あ
え
ず
電
話
を
し
た
の
が
放
送
通
訳
に

な
っ
た
き
っ
か
け
で
す
。
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、

勤
務
先
は
B
B
C
（
イ
ギ
リ
ス
の
国
営
放
送
）
だ

と
聞
い
て
び
っ
く
り
。
試
験
を
受
け
た
ら
す
ぐ
採
用

が
決
ま
っ
て
イ
ギ
リ
ス
へ
行
く
こ
と
に
な
り
、
不
安

で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
が
「
行
く
べ
き
だ
」
と
何
か
に

後
押
し
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
し
た
。

公
共
放
送
局
な
の
に
当
時
は
二
ケ
国
語
通
訳
対
応

の
た
め
の
十
分
な
設
備
が
な
か
っ
た
た
め
、
各
通
訳

者
が
自
分
で
放
送
を
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー

に
録
音
し
、
局
内
の
通
訳
者
用
の
部
屋
へ
走
っ
て

戻
っ
て
内
容
を
確
認
し
て
い
ま
し
た
。
生
放
送
の

ニ
ュ
ー
ス
を
聞
き
な
が
ら
い
き
な
り
通
訳
す
る
の

と
、
事
前
に
1
度
録
音
内
容
を
聞
い
て
か
ら
通
訳
す

る
の
と
で
は
全
く
質
が
違
い
ま
す
。
格
闘
し
な
が
ら

学
ぶ
毎
日
で
し
た
が
、
今
は
「
と
て
も
楽
し
く
英
語

が
身
に
つ
い
た
か
な
。」
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

袖
川
裕
美
（
そ
で
か
わ
　

ひ
ろ
み
）
同
時
通
訳
者
。 

東
京
外
国
語
大

学
フ
ラ
ン
ス
語
学
科
卒
業
。ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学（
カ

ナ
ダ
）
修
士
課
程
修
了
。
1
9
9
4
年
か
ら
４
年
間
、
B
B
C
ワ
ー

ル
ド
サ
ー
ビ
ス
（
ロ
ン
ド
ン
）
で
放
送
通
訳
を
務
め
る
。
帰
国
後
は
、

N
H
K
・
B
S
、
B
B
C
ワ
ー
ル
ド
ニ
ュ
ー
ス
（
東
京
）、
C
N
N
、

日
経
C
N
B
C
を
中
心
に
放
送
通
訳
や
会
議
通
訳
を
行
う
。

2
0
1
5
年
か
ら
愛
知
県
立
大
学
外
国
語
学
部
英
米
学
科
准
教
授
を

務
め
る
。
著
書
に
『
同
時
通
訳
は
や
め
ら
れ
な
い
』(

平
凡
社)
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