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◆
ね
む
の
木
学
園
は
昭
和
四
三
年
創
立
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
当
時
、
歌
手
と
し
て
女
優
と
し

て
脚
光
を
浴
び
て
い
た
ま
り
子
先
生
が
、
ど
う

し
て
体
の
不
自
由
な
子
ど
も
た
ち
の
施
設
を
つ

く
ろ
う
と
思
わ
れ
た
の
で
す
か
。

私
、
い
ろ
ん
な
子
ど
も
の
役
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
た
め
、
病
気
の
子
ど
も
だ
と
か
、
脳
性

麻
痺
の
子
ど
も
だ
と
か
の
演
技
を
す
る
た
め
に
、

い
ろ
ん
な
病
院
や
施
設
に
勉
強
に
行
き
ま
し
た
。

東
京
に
整
肢
療
護
園
っ
て
い
う
の
が
あ
り
ま
し

て
、
そ
こ
へ
七
日
間
通
わ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

そ
の
時
、
学
校
に
行
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
の

治
り
方
を
し
て
い
る
子
に
会
い
ま
し
た
。「
先
生
、

こ
の
子
、
学
校
に
行
か
な
く
て
い
い
ん
で
す

か
？
」
っ
て
聞
い
た
ら
、「
日
本
に
は
家
族
が
な

い
子
を
お
預
か
り
す
る
養
護
施
設
は
あ
り
ま
す
。

で
も
、
肢
体
不
自
由
児
養
護
施
設
と
い
う
も
の

は
あ
り
ま
せ
ん
」
っ
て
い
わ
れ
て
び
っ
く
り
い

た
し
ま
し
た
。
手
足
に
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を

も
ち
、
精
神
に
遅
れ
を
も
つ
子
ど
も
た
ち
は
、

「
就
学
猶
予
」
と
い
う
名
の
も
と
に
義
務
教
育
を

免
除
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
義
務
教
育
が
あ

る
の
な
ら
権
利
と
し
て
の
教
育
と
い
う
の
も
あ

る
じ
ゃ
な
い
の
。
そ
の
権
利
を
放
棄
さ
せ
ら
れ

る
な
ん
て
い
け
な
い
と
思
っ
た
の
で
す
。

「
じ
ゃ
あ
、
ど
う
し
て
お
金
持
ち
が
肢
体
不
自

由
児
を
受
け
入
れ
る
施
設
を
つ
く
ら
な
い
の
？
」

「
金
持
ち
は
そ
ん
な
道
楽
し
ま
せ
ん
よ
」「
じ
ゃ

あ
、
先
生
は
な
ぜ
や
ら
な
い
の
？
」「
私
は
お
金

な
い
で
す
よ
」「
じ
ゃ
あ
、
な
ぜ
国
は
や
ら
な
い

の
？
」「
国
は
法
律
が
な
い
か
ら
」
っ
て
。

「
誰
も
や
ら
な
い
な
ら
、
た
と
え
一
人
の
子
で

も
二
人
の
子
で
も
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
私
が
、

自
分
の
家
で
で
も
や
る
」
っ
て
思
っ
た
の
。
法

律
も
制
度
も
な
い
こ
の
仕
事
は
許
可
を
得
る
ま

で
が
大
変
で
、
長
い
こ
と
か
か
っ
た
な
あ
。
そ

れ
は
そ
う
で
す
ね
。
応
援
団
も
何
も
な
い
、
た

っ
た
一
人
き
り
で
す
も
の
。

◆
ま
り
子
先
生
の
そ
の
よ
う
な
や
さ
し
さ
や
正

義
感
は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
身
に
付
い
た
の

で
し
ょ
う
ね
。

私
が
四
歳
か
五
歳
く
ら
い
の
時
、
ち
っ
ち
ゃ

い
子
に
泣
か
さ
れ
て
家
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
う
し
た
ら
母
が
、「
あ
な
た
が
そ
ん
な
に
泣
い

て
た
ら
、
泣
か
し
た
子
は
あ
な
た
が
泣
き
や
む

ま
で
辛
い
の
よ
。
泣
き
や
み
な
さ
い
」
っ
て
。

ま
た
あ
る
時
、
大
き
い
子
に
泣
か
さ
れ
て
帰

っ
た
ら
、
今
度
は
父
が
「
あ
な
た
何
か
よ
っ
ぽ

ど
悪
い
こ
と
し
た
の
？
」
っ
て
。「
私
い
い
子
に

し
て
た
」
っ
て
い
っ
た
ら
、「
何
も
悪
い
こ
と
を

し
て
い
な
い
の
に
、
泣
か
さ
れ
て
帰
っ
て
く
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
行
っ
て
泣
か
し
て
ら
っ

し
ゃ
い
」
っ
て
。

母
と
父
か
ら
、
そ
ん
な
に
違
う
こ
と
を
教
え

ら
れ
た
ん
だ
け
ど
、
両
方
に
つ
な
が
っ
て
い
る

も
の
は
「
む
や
み
や
た
ら
に
泣
い
て
は
い
け
な

い
、
相
手
の
こ
と
を
考
え
ろ
」
と
い
う
こ
と
と
、

「
間
違
っ
た
権
力
に
は
負
け
る
な
」
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
の
ね
。
父
と
母
の
幼
児
教
育

か
ら
、
す
て
き
な
も

の
を
も
ら
い
ま
し

た
。

◆
今
、
ね

む
の
木
学

園
に
は
ど

う
い
う
子

ど
も
た
ち

が
入
っ
て

く
る
ん
で
す

か
？ほ

と
ん
ど
脳
性
麻
痺
の
後
遺
症

で
手
や
足
が
不
自
由
で
、
そ
の
上
に
考
え
る
力

が
少
な
い
子
で
す
。
そ
し
て
他
の
病
気
も
も
っ

て
ま
す
ね
。

最
初
か
ら
い
る
子
は
ほ
と
ん
ど
が
両
親
が
い

な
く
て
、
家
庭
で
育
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
子
。

で
も
こ
の
頃
は
、
家
庭
で
の
い
じ
め
に
あ
っ
て

手
や
足
が
不
自
由
に
な
っ
た
り
、
耳
が
聞
こ
え

な
か
っ
た
り
、
お
話
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
悲

し
い
子
が

多
い
で
す
ね
。

ね
む
の
木
で

は
、
そ
う
い
う
子
ど
も
た
ち

を
、
い
っ
ぱ
い
の
愛
情
と
い
い
環
境
、
い
い
音

楽
の
中
に
置
い
て
あ
げ
た
い
の
。
だ
か
ら
私
は
、

い
っ
ぱ
い
年
を
と
っ
て
も
生
き
生
き
し
た
正
し

い
考
え
を
す
る
人
で
あ
り
た
い
。
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◆
み
ん
な
が
こ
こ
で
、
生
活
を
と
も
に
し
て
い

る
の
で
す
ね
。

は
い
。
ね
む
の
木
で
は
学
校
の
顔
と
お
う
ち

の
顔
と
が
一
緒
で
す
か
ら
、
子
ど
も
が
学
校
で

い
い
子
の
顔
を
し
な
く
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
子
ど
も
を
よ
く
見
ら
れ
る
。
私
、
職
員

に
「
当
直
っ
て
、
と
っ
て
も
す
て
き
よ
」
っ
て

い
つ
も
い
う
の
。
だ
っ
て
、
昼
間
伸
び
な
か
っ

た
子
ど
も
の
足
が
寝
て
た
ら
す
っ
と
伸
び
て
た

り
、
あ
ん
な
に
い
う
こ
と
を
聞
い
て
く
れ
な
い

子
が
、
こ
ん
な
か
わ
い
い
顔
を
し
て
寝
て
る
と

こ
ろ
を
見
ら
れ
る
か
ら
。

そ
れ
か
ら
ち
っ
ち
ゃ
い
子
が
だ
だ
こ
ね
て
、

ど
う
し
よ
う
も
な
い
時
、「
お
い
で
」
っ
て
一
緒

に
寝
る
の
。
そ
う
す
る
と
サ
ッ
と
き
て
、
ピ
ッ

タ
リ
と
抱
か
れ
て
く
る
子
は
、
や
は
り
母
親
に

抱
か
れ
て
育
っ
た
子
ね
。
で
も
ち
ょ
っ
と
か
ら

だ
を
は
な
す
の
は
、
や
は
り
何
か
問
題
の
あ
っ

た
子
な
の
。
そ
の
子
が
ガ
チ
ッ
と
し
が
み
つ
い

て
く
る
の
を
私
、
待
っ
て
る
。

そ
ん
な
に
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
抱
き
し
め
た
り
で

き
ま
せ
ん
よ
。
だ
け
ど
、
悲
し
い
こ
と
が
あ
っ

た
ら
抱
き
し
め
て
あ
げ
る
の
は
一
番
い
い
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
ホ
ッ
ペ
に
キ
ス
す
る
の
よ
。

「
大
好
き
、
大
好
き
」
っ
て
。

◆「
や
さ
し
く
ね
や
さ
し
く
ね
、
や
さ
し
い
こ

と
は
、
つ
よ
い
の
よ
」
と
い
う
言
葉
は
、
先
生

の
教
育
理
念
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

あ
の
ね
、
や
さ
し
く
し
て
あ
げ
る
の
。
そ
れ

で
も
だ
め
だ
っ
た
ら
、
も
っ
と
や
さ
し
く
し
て

あ
げ
る
の
。
そ
し
て
自
分
は
我
慢
し
て
い
っ
ぱ

い
や
さ
し
く
し
て
、
そ
の
子
が
よ
く
な
っ
て
心

を
許
し
て
く
れ
た
ら
、
自
分
の
願
い
が
達
成
し

た
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
。
そ
の
こ
と
を
強
い
と

い
っ
た
の
。
ど
こ
ま
で
も
や
さ
し
く
で
き
る
こ

と
が
強
い
の
よ
。

◆
ね
む
の
木
学
園
で
は
、
絵
や
音
楽
、
詩
な
ど

の
表
現
活
動
に
力
を
入
れ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。

「
ね
む
の
木
学
園
」
は
家
庭
で
、「
ね
む
の
木

養
護
学
校
」
は
学
校
で
す
か
ら
、
全
科
目
あ
り

ま
す
よ
。
そ
の
中
で
、
一
人
一
人
の
個
性
を
伸

ば
し
て
あ
げ
た

い
と
思
う
の
で

す
。
ゆ
っ
く
り

ゆ
っ
く
り
ね
。

ね
む
の
木
の

子
ど
も
た
ち

は
、
ど
ん
な
こ

と
が
あ
っ
て
も

ス
ポ
ー
ツ
の
選

手
に
は
な
れ
な

い
し
、
銀
行
員

に
も
な
れ
な

い
。
そ
れ
な
ら

感
性
で
勝
負
す

れ
ば
い
い
と
思

い
ま
す
。
だ
か
ら
、
国
語
、
美
術
、
音
楽
、
ダ

ン
ス
、
そ
し
て
茶
道
は
、
二
時
間
か
ら
三
時
間

の
長
時
間
授
業
で
す
。
集
中
さ
せ
た
い
か
ら
。

ど
の
子
も
「
感
じ
る
心
」、
感
性
は
い
っ
ぱ
い
も

っ
て
ま
す
よ
。

◆
み
ん
な
が
す
て
き
な
絵
を
か
い
て
い
ま
す
が
、

何
か
指
導
の
秘
訣
は
あ
り
ま
す
か
？

何
も
教
え
て
い
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た
ち
が
絵

が
か
き
た
い
と
思
っ
て
く
れ
る
よ
う
努
力
し
ま

す
。
だ
い
た
い
美
術
の
時
間
も
、
唄
っ
た
り
、

お
話
を
し
た
り
す
る
時
間
に
な
っ
ち
ゃ
た
り
、

ま
、
と
に
か
く
集
中
す
る
こ
と
に
熱
中
し
ま
す
。

黒
で
い
つ
も
絵
を
か
く
子
が
い
ま
し
た
。
ず

っ
と
前
で
す
ね
。
そ
の
自
閉
症
の
子
の
絵
を
見

て
、「
や
っ
ぱ
り
自
閉
症
は
黒
な
の
ね
」
と
い
っ

た
よ
そ
の
方
が
い
ま
し
た
。
私
は
、
そ
の
子
は

手
が
不
自
由
で
力
が
入
ら
な
い
か
ら
強
い
色
を

使
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
ツ
ツ
ジ
の

写
生
に
行
っ
た
時
、
黒
い
ク
レ
オ
ン
を
抜
い
て

お
い
た
ら
、
一
面
の
ツ
ツ
ジ
畑
を
じ
っ
と
見
て
、

ピ
ン
ク
と
赤
と
ブ
ル
ー
で
か
き
ま
し
た
。
き
れ

い
で
し
た
よ
。
そ
の
子
は
手
に
力
が
入
ら
な
か

っ
た
の
で
す
。
た
だ
そ
れ
だ
け
。

私
た
ち
は
子
ど
も
の
絵
か
ら
、
に
じ
み
出
る

言
葉
を
感
じ
と
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

自
分
の
気
持
ち
を
自
由
に
か
か
せ
て
あ
げ
て
ね
、

そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
よ
み
と
っ
て
ほ
し
い
の
。

二
〇
〇
五
年
の
展
覧
会
の
す
ご
さ
、
見
て
よ
。

「
ね
む
の
木
ナ
イ
ー
ヴ
ア
ー
ト
展
」
で
す
。

◆
美
術
館
を
つ
く
る
計
画
が
進
ん
で
い
る
そ
う

で
す
が
、
ほ
か
に
ど
ん
な
夢
を
お
持
ち
で
す
か
。

今
は
ね
む
の
木
の
敷
地
の
中
に
結
婚
し
た
人

が
住
め
る
所
が
な
い
か
ら
、
も
っ
と
つ
く
っ
て

あ
げ
た
い
。
そ
れ
か
ら
、
お
店
も
、
も
う
少
し

た
く
さ
ん
つ
く
り
た
い
。
町
の
中
に
あ
る
お
店

も
こ
こ
に
き
て
く
れ
る
と
い
い
な
あ
。

出
版
社
だ
っ
て
つ
く
り
た
い
な
あ
。
ず
い
ぶ

ん
ね
む
の
木
で
出
版
し
た
も
の
が
あ
る
ん
だ
け

ど
、
自
分
た
ち
で
作
る
と
本
屋
さ
ん
に
は
並
ば

な
く
て
、
こ
こ
だ
け
で
し
か
売
れ
な
い
で
し
ょ
。

お
金
ほ
し
い
の
。

◆
最
後
に
、
学
校
教
育
に
つ
い
て
ご
意
見
を
聞

か
せ
て
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
た
ち
に
渡
す
教
科
書
の
教
材
を
も
う

少
し
デ
リ
ケ
ー
ト
に
選
ん
で
ほ
し
い
し
、
絵
も

デ
リ
ケ
ー
ト
に
選
ん
で
ほ
し
い
。
子
ど
も
た
ち

の
頭
の
中
に
一
番
最
初
に
入
る
も
の
で
す
か
ら
、

そ
れ
は
一
生
忘
れ
な
い
も
の
で
し
ょ
う
？
　
だ

か
ら
教
科
書
は
一
生
と
っ
て
お
き
た
い
よ
う
な

す
ば
ら
し
い
も
の
を
あ
げ
た
い
な
。
私
だ
っ
た

ら
、
や
さ
し
い
絵
が
少
し
あ
っ
て
、
そ
れ
に
や

さ
し
い
物
語
、
い
い
言
葉
が
連
な
っ
て
る
、
小

さ
い
本
を
あ
げ
た
い
な
。
そ
う
し
た
ら
子
ど
も

た
ち
は
一
生
大
事
に
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
。

先
生
も
深
く
深
く
深
く
考
え
て
、
世
界
の
ト

ッ
プ
を
ゆ
く
よ
う
な
教
育
を
し
て
ほ
し
い
な
。

先
生
た
ち
は
も
っ
と
国
際
的
な
見
方
で
子
ど
も

た
ち
を
見
て
、
英
語
が
で
き
る
か
ら
外
国
へ
行

っ
て
も
恥
ず
か
し
く
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、

日
本
人
と
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
す
て
き
な
子

に
な
る
よ
う
な
教
育
を
し
て
ほ
し
い
な
あ
。

そ
れ
に
、
悲
し
い
こ
と
も
辛
い
こ
と
も
一
人

一
人
が
い
ろ
ん
な
声
で
叫
ん
で
い
る
か
ら
、
そ

れ
を
聞
き
取
る
耳
が
い
っ
ぱ
い
ほ
し
い
な
あ
。

教
師
っ
て
す
ば
ら
し
い
仕
事
だ
も
の
。

地球となかよしインタビュー

3

本誌では、新潟県中越地震被災地の皆様を励ます
ため、ねむの木学園の協力を得てポスターを作製。
昨年11月に中越地域の学校等にお送りした。

ね
む
の
木
ナ
イ
ー
ヴ
ア
ー
ト
展
（
2
0
0
5
年
）

●
4
月
27
日
〜
5
月
9
日
　
横
浜
高
島
屋
美
術
ギ
ャ
ラ
　

リ
ー

●
7
月
23
日
〜
8
月
14
日
　
東
京
都
現
代
美
術
館

●
10
月
18
日
〜
10
月
31
日
　
静
岡
県
立
美
術
館



■
教
員
制
度
改
革
へ
の
要
請

教
育
改
革
の
動
き
が
は
げ
し
い
時
代
で
あ
る
が
、
最
近
、

特
に
教
員
を
め
ぐ
る
制
度
改
革
や
新
し
い
施
策
が
目
立
っ
て

い
る
。
表
題
に
し
た
「
教
員
制
度
」
と
い
う
言
葉
は
ま
だ
熟

し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
養
成
・
採
用
・
研
修
・
人
事
・

処
遇
な
ど
と
個
々
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
課
題
を
総
合
的
に

把
握
し
よ
う
と
設
定
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

中
央
の
教
育
行
政
関
係
者
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
制
度

改
革
を
こ
こ
数
年
に
わ
た
っ
て
実
施
し
、
提
言
も
し
て
き
た

が
、
必
ず
し
も
抜
本
的
な
改
革
、
改
善
に
結
び
つ
い
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
、
最
後
は
や
は
り
教
員
で
あ
り
、
こ
こ
に

す
ぐ
れ
た
人
材
を
得
な
け
れ
ば
改
革
の
実
は
上
が
ら
な
い
だ

ろ
う
、
と
い
う
認
識
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
総

体
と
し
て
の
教
員
制
度
の
改
革
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
よ
う
と

し
て
い
る
理
由
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
、
公
立
学
校
に
対
す
る
市
民
や
保

護
者
の
要
求
の
多
様
化
、
そ
れ
に
応
え
き
れ
な
い
学
校
へ
の

不
満
や
批
判
の
高
ま
り
が
あ
る
。
当
然
な
が
ら
そ
う
い
う
不

満
、
批
判
な
ど
は
個
々
の
教
師
に
向
け
ら
れ
、
さ
ら
に
批
判

者
側
の
高
学
歴
化
が
バ
ッ
ク
に
な
っ
て
、
中
央
、
地
方
の
教

育
行
政
へ
の
不
満
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
現
実
が
あ
る
。

行
政
側
、
学
校
の
管
理
職
は
、
な
ん
と
か
信
頼
回
復
を
果

た
そ
う
と
さ
ま
ざ
ま
な
打
開
策
を
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
て
い
る
。
総
体
と
し
て
の
教
員
制
度
の
改
革
が
求
め
ら

れ
、
現
に
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
が
実
施
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
は
こ

の
故
だ
ろ
う
。

■
進
む
施
策
の
数
々

こ
れ
ま
で
長
い
間
、
学
校
教
員
の
世
界
、
つ
ま
り
教
職
界

に
は
独
特
な
原
理
が
あ
り
、
そ
れ
が
他
の
世
界
、
特
に
民
間

企
業
な
ど
と
は
違
う
特
性
や
雰
囲
気
を
つ
く
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
〈
平
準
化
〉
の
原
理
と
で
も
呼
ん
だ
ら
よ
い
か
と
思
わ

れ
る
も
の
で
、
学
校
と
い
う
職
場
に
お
け
る
教
員
間
の
平
等

性
が
何
よ
り
も
大
事
に
さ
れ
、
処
遇
の
違
い
は
年
功
に
の
み

よ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
原
理
は
、
教
職
と
い
う
も
の
が
本
来
発
達
途
上

に
あ
る
児
童
・
生
徒
を
対
象
と
す
る
仕
事
で
、
子
ど
も
た
ち

の
間
に
差
別
は
許
さ
れ
な
い
、
違
い
へ
の
配
慮
は
一
点
発
達

段
階
に
よ
る
の
み
と
い
う
こ
と
か
ら
導
か
れ
て
い
る
も
の
で
、

特
に
戦
後
教
育
に
お
い
て
大
切
に
さ
れ
た
原
理
で
あ
る
。

し
か
し
、
長
い
年
月
を
経
て
、
所
期
の
理
念
、
理
想
が
風

化
し
、
現
実
と
の
緊
張
関
係
が
薄
れ
れ
ば
そ
れ
は
自
ら
の
利

益
の
擁
護
と
仲
間
内
の
か
ば
い
あ
い
に
転
落
し
て
し
ま
う
の

は
い
ず
れ
の
時
代
に
も
、
ど
ん
な
世
界
に
も
あ
て
は
ま
る
こ

と
だ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
、
近
時
の
教
職
界
の
現
実
を
み
る

と
そ
う
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
今
、
地
方
・
中
央
の
教
育
行

政
が
打
ち
出
す
教
員
施
策
を
み
て
い
る
と
、
こ
う
し
た
〈
平

準
化
〉
の
惰
性
や
行
き
過
ぎ
か
ら
脱
し
よ
う
と
し
て
い
る
努

力
と
み
え
る
。
最
近
の
施
策
の
動
向
を
箇
条
書
き
で
整
理
す

る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

（1）

マ
イ
ナ
ス
面
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
も
の

①
指
導
力
不
足
教
員
の
認
定
及
び
研
修

②
教
員
採
用
試
験
の
改
善

③
条
件
付
採
用
期
間
の
活
用

（2）

教
員
の
資
質
向
上
策
の
強
化

①
教
員
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
善

②
行
政
自
ら
に
よ
る
養
成
（
通
称
「
教
員
養
成
塾
」）

③
一
〇
年
経
験
者
研
修
の
創
設

④
教
員
研
修
に
社
会
体
験
、
企
業
研
修
の
導
入

⑤
大
学
院
就
学
の
た
め
の
休
業
制
度
の
創
設

（3）

教
員
の
評
価
の
促
進

①
優
秀
な
教
員
の
表
彰
制
度
の
研
究

②
人
事
異
動
に
お
け
る
申
し
出
制
の
活
用
（
通
称
「
教
員

版
F
A
制
度
」）

（4）

学
校
へ
の
民
間
活
力
の
導
入

①
特
別
非
常
勤
制
度
の
創
設

②
特
別
免
許
制
度
の
創
設

③
民
間
出
身
校
長
の
採
用

こ
う
し
た
施
策
の
延
長
上
で
、
本
年
一
〇
月
に
文
科
大
臣

か
ら
中
教
審
に
、
①
教
員
養
成
に
お
け
る
専
門
職
大
学
院
の

在
り
方
に
つ
い
て
、
②
教
員
免
許
制
度
の
改
革
、
と
り
わ
け

教
員
免
許
更
新
制
の
導
入
に
つ
い
て
、
が
諮
問
さ
れ
た
。

■
教
員
養
成
の
専
門
職
大
学
院

「
専
門
職
大
学
院
」
は
ま
だ
聞
き
慣
れ
な
い
も
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
大
学
改
革
の
促
進
と
該
当
す
る
専
門
職
の
世
界
を

活
性
化
す
る
有
力
な
手
法
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
ニ
ュ
ー
ス
で
し
ば
し
ば
取
り
あ
げ
ら
れ
た
「
法
科
大
学

院
」
も
こ
の
大
学
院
の
一
種
で
あ
り
、
こ
れ
を
教
員
の
養
成

に
も
活
用
で
き
る
か
、
す
る
と
す
れ
ば
そ
の
在
り
方
は
ど
ん

な
も
の
か
、
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

専
門
職
大
学
院
は
平
成
一
五
年
四
月
一
日
の
学
校
教
育
法

4

教
員
の
資
質
向
上
と

教
員
制
度
改
革

知っておきたい 

教育NOW 11

宮
城
教
育
大
学
学
長

横
須
賀
　
薫
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知っておきたい教育NOW●1

改
正
の
施
行
で
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
既
存
の
大

学
院
と
比
較
す
る
と
次
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
た
新
制
度
の
も
と
で
、
す
で
に
法
曹
分
野
、
公
共

政
策
分
野
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
会
計
分
野
、
デ
ザ
イ
ン
分
野
な
ど

で
新
大
学
院
が
開
設
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
準
備
が
進
ん
で

い
る
。
そ
し
て
今
回
の
諮
問
は
教
職
の
分
野
（
養
成
と
研
修
）

に
も
そ
れ
を
開
設
し
て
は
ど
う
か
、
と
い
う
検
討
を
促
し
た

も
の
で
あ
る
。

既
存
の
大
学
院
と
し
て
は
、
各
国
立
大
学
の
教
育
学
部
等

に
修
士
課
程
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
目
的
が
教
員
の

新
規
養
成
を
担
当
す
る
の
か
、
既
に
教
職
に
就
い
て
い
る
も

の
の
研
修
を
担
当
す
る
の
か
、
性
格
付
け
が
あ
い
ま
い
な
ま

ま
、
両
者
混
在
の
か
た
ち
で
推
移
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。

現
状
を
み
て
も
、
各
県
に
設
け
ら
れ
て
い
る
国
立
教
育
学
部

等
の
修
士
課
程
の
入
学
定
員
は
約
三
千
七
百
人
で
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
現
職
教
員
が
占
め
る
割
合
は
三
割
程
度
で
、
六
割

は
新
規
卒
業
者
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
も
、
学
部
新
卒
者
を
受
け
入
れ
る
教
育
目
標
も
明
確

で
な
く
て
、
現
状
は
採
用
ま
で
の
時
間
稼
ぎ
と
な
っ
て
い
る

傾
向
が
強
く
　
踊
り
場

と
揶
揄
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

専
門
職
大
学
院
が
教
員
養
成
分
野
で
開
設
さ
れ
る
場
合
は
、

学
部
教
育
の
延
長
、
つ
ま
り
教
員
養
成
六
年
制
を
志
向
す
る

の
か
、
現
職
教
員
の
資
質
向
上
の
た
め
の
研
修
の
役
割
を
担

う
の
か
、
こ
の
ど
ち
ら
に
力
点
を
お
く
の
か
、
こ
れ
が
ま
ず

検
討
課
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
実
現
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
研
究

者
養
成
や
そ
れ
に
準
ず
る
専
門
教
育
が
中
心
と
な
っ
て
い
た

教
員
養
成
大
学
・
学
部
の
修
士
課
程
と
は
異
な
る
実
践
的
、

実
際
的
教
育
を
中
心
と
す
る
課
程
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

■
免
許
更
新
制
の
導
入

こ
の
課
題
は
記
憶
し
て
い
る
人
も
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、

平
成
一
四
年
の
中
教
審
答
申
で
提
言
さ
れ
、
そ
の
後
直
截
の

導
入
は
見
送
ら
れ
て
、
代
わ
り
に
教
職
一
〇
年
目
研
修
が
創

設
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
短
日
月
で
の
再
検
討
提
言

は
異
例
に
属
す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
こ
の
課
題
に
つ
い

て
の
危
機
感
が
切
迫
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

現
行
制
度
で
は
、
教
員
免
許
は
教
職
課
程
の
認
定
を
受
け

た
大
学
・
短
大
で
必
要
な
単
位
を
修
得
す
れ
ば
ほ
ぼ
自
動
的

に
授
与
さ
れ
、
平
成
一
五
年
度
で
は
、
大
学
の
七
六
％
、
短

大
の
五
四
％
が
こ
の
課
程
認
定
を
受
け
て
い
る
。
そ
こ
か
ら

約
一
九
万
件
、
実
人
数
に
し
て
約
一
一
万
人
が
免
許
を
授
与

さ
れ
て
い
る
が
、
公
立
学
校
教
員
に
採
用
さ
れ
た
の
は
約
一

万
九
千
人
で
、
こ
の
数
に
は
近
年
大
き
な
変
化
は
な
く
、
教

員
と
し
て
就
職
す
る
も
の
は
免
許
取
得
者
の
一
割
強
に
過
ぎ

な
い
（
左
図
参
照
）。
し
か
も
免
許
は
終
身
制
な
の
で
、
い
わ

ゆ
る
ペ
ー
パ
ー
・
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
の
存
在
が
常
に
問
題
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
国
民
の
教
育
へ
の
教
養
の
上
昇
に
寄

与
し
て
い
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
一
方
、
教
職
の
専
門
性
の

確
立
の
障
碍
に
な
っ
て
い
る
と
も
み
ら
れ
て
い
る
。

更
新
制
と
い
う
場
合
、
①
教
員
免
許
状
所
持
者
す
べ
て
を

対
象
と
す
る
の
か
、
②
教
員
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
み
を
対

象
と
す
る
の
か
、
③
授
与
時
の
要
件
を
厳
し
く
す
る
の
か
、

で
制
度
設
計
は
大
き
く
変
わ
る
が
、
長
年
の
課
題
に
抜
本
的

検
討
を
加
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

■
専
門
職
と
し
て
の
確
立
を

戦
後
の
教
員
養
成
の
制
度
及
び
内
容
は
、
①
開
放
制
、
②

大
学
に
お
け
る
養
成
、
③
免
許
状
主
義
、
を
原
理
、
原
則
と

し
て
き
た
。
そ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
戦
前
の
養

成
機
関
で
あ
っ
た
師
範
学
校
の
否
定
の
上
に
成
り
立
っ
て
い

た
も
の
で
、
当
然
一
定
の
進
歩
性
を
含
み
、
教
員
の
資
質
向

上
に
果
た
し
た
役
割
も
小
さ
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら

ほ
ぼ
五
〇
年
、
最
初
に
述
べ
た
教
職
界
の
〈
平
準
化
〉
と
同

様
、
所
期
の
理
念
や
緊
張
感
は
薄
れ
、
大
学
側
の
利
益
擁
護

や
安
住
を
生
み
出
す
も
の
に
転
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

開
放
制
の
原
理
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
免
許
状
の
乱
発

に
つ
な
が
り
、
大
学
に
お
け
る
養
成
は
学
問
・
芸
術
の
断
片

を
教
え
て
お
け
ば
よ
い
と
い
う
安
易
な
作
風
を
一
般
化
し
て

し
ま
っ
た
。
結
局
は
げ
し
く
変
化
す
る
社
会
や
子
ど
も
の
実

態
に
迫
り
、
実
り
の
あ
る
教
育
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

な
い
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

教
員
養
成
の
専
門
職
大
学
院
と
免
許
更
新
制
は
、
こ
う
し

た
現
状
に
抜
本
的
な
改
革
を
実
現
す
る
切
り
札
と
し
て
登
場

し
た
も
の
だ
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
が
文
字
通
り
の

抜
本
的
改
革
に
つ
な
が
る
も
の
に
な
る
か
ど
う
か
予
断
は
許

さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
間
も
な
く
教
員
層
の
大
規
模
な
入
れ

替
え
の
時
期
が
や
っ
て
く
る
。
こ
の
時
に
こ
う
し
た
教
員
の

資
質
向
上
策
が
功
を
奏
す
る
か
ど
う
か
は
、
日
本
の
命
運
を

左
右
す
る
も
の
に
な
る
と
考
え
る
の
も
、
あ
な
が
ち
大
袈
裟

な
思
い
込
み
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

専門職大学院と既存の大学院との比較表

既
存
の
大
学
院 

専
門
職
大
学
院 

〈
専
門
職
学
位
課
程
〉 

　
専
ら
高
度
専
門
職
業
人
の
養
成
が

目
的 

　
・
学
位
は
修
士
（
専
門
職
） 

　
・
標
準
修
業
年
限
は
2
年 

　
　（
法
科
大
学
院
は
3
年
） 

　
・
修
得
単
位
は
30
単
位
以
上 

　
　（
60
単
位
が
目
安
） 

　
・
研
究
指
導
、
論
文
作
成
は
不
要
、

　
事
例
研
究
、
現
地
調
査
な
ど
を

　
主
と
す
る 

　
・
教
員
陣
に
3
割
の
実
務
家
教
員

　
を
加
え
る 

〈
修
士
課
程
〉 

　
研
究
者
養
成
と
専
門
職
業
人
の
養

成
が
目
的 

　
・
学
位
は
修
士 

　
・
標
準
修
業
年
限
は
2
年 

　
・
30
単
位
以
上
修
得
し
、
論
文
審

　
査
に
合
格 

〈
博
士
課
程
〉 

　
研
究
者
養
成
が
主
目
的 

　
・
学
位
は
博
士 

　
・
標
準
修
業
年
限
は
3
年 

　
・
論
文
審
査
に
合
格 

教
員
免
許
状
取
得
者
数 

公
立
学
校
教
員
採
用
者
数 

単位：万人 

平成11年度 
　　（1999） 

12年度 
（2000） 

13年度 
（2001） 

14年度 
（2002） 

15年度 
（2003） 

0

2

4

6

8

10

12

11.78711.787 11.02111.021 12.60612.606 16.68816.688 18.80118.801

121.425121.425121.425
115.669115.669115.669 113.768113.768113.768

109.634109.634109.634 110.352110.352110.352

（文部科学省調べ） 

教員免許状取得者数と公立学校教員採用者数図

“
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■
教
科
再
編
は
行
わ
れ
る
の
か

こ
の
問
い
へ
の
答
え
は
ま
だ
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
棚
上
げ
」

の
状
態
で
あ
る
。
一
九
九
六
年
に
第
一
五
期
中
教
審
が
答
申

し
た
『
21
世
紀
を
展
望
し
た
我
が
国
の
教
育
の
在
り
方
に
つ

い
て
』（
第
一
次
答
申
）
に
よ
れ
ば
、「
将
来
に
お
け
る
教
育

課
程
の
た
め
に
は
、
教
科
の
再
編
・
統
合
を
含
め
た
将
来
の

教
科
等
の
構
成
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
早
急
に
検
討
に
着
手

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
た
め
、
教
育
課
程
審
議
会

に
そ
れ
ら
の
在
り
方
を
継
続
的
に
調
査
審
議
す
る
常
設
の
委

員
会
を
設
け
、
そ
の
審
議
の
成
果
を
施
策
に
反
映
す
る
」（
二

三
頁
）
と
あ
る
。

二
〇
〇
一
年
に
中
教
審
初
等
中
等
教
育
分
科
会
の
中
に

「
教
育
課
程
部
会
」
が
常
設
さ
れ
、
さ
ら
に
二
〇
〇
四
年
に
は

学
習
指
導
要
領
の
総
則
に
関
す
る
審
議
を
行
う
「
教
育
課
程

企
画
部
会
」
も
設
置
さ
れ
た
。

筆
者
は
そ
の
専
門
委
員
を
務
め
て
い
る
が
、
教
科
再
編
が

話
題
と
な
っ
た
の
は
一
回
だ
け
で
あ
る
。
約
八
年
来
に
及
ぶ

宿
題
を
果
す
に
は
困
難
が
伴
う
こ
と
が
わ
か
る
。

教
科
再
編
は
既
存
の
教
科
枠
を
変
え
る
試
み
で
あ
る
の
で
、

各
教
科
の
諸
団
体
を
中
心
に
反
対
が
強
い
。
こ
れ
は
日
本
に

限
ら
ず
諸
外
国
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
教
科
再
編
は
教

育
界
の
難
題
の
一
つ
で
あ
る
。
生
活
科
や
地
歴
・
公
民
科
の

新
設
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
創
設
は
、
こ
の
難
題
へ
の

挑
戦
で
あ
っ
た
。

■
研
究
開
発
学
校
で
の
教
科
再
編

旧
文
部
省
は
一
九
七
六
年
に
「
研
究
開
発
学
校
制
度
」
を

設
け
た
。
研
究
開
発
学
校
は
教
育
課
程
の
改
善
に
資
す
る
実

証
的
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
学
習
指
導
要
領
に
よ

ら
な
い
実
験
的
な
試
み
を
三
年
間
の
期
限
で
行
っ
て
き
た
。

教
科
再
編
へ
の
実
践
的
研
究
は
こ
の
研
究
開
発
学
校
で
の
み

容
認
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
教
科
再
編
の
可
能
性
は
、
文

科
省
が
指
定
し
た
研
究
開
発
学
校
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
探
ら

れ
る
。

そ
こ
で
一
九
八
九
年
以
降
に
な
さ
れ
た
主
な
教
科
再
編
を

み
る
と
、
ま
ず
小
学
校
で
は
、
兵
教
大
附
小
で
の
「
記
号
科
」

（
算
数
と
国
語
を
低
学
年
で
統
合
）、
滋
賀
県
栗
東
町
立
治
田

東
小
の
「
生
活
体
験
科
」、
千
代
田
区
立
錦
華
小
の
「
環
境
・

表
現
・
生
活
・
人
間
」
科
、
福
島
大
学
附
小
の
「
人
間
・
地

球
・
表
現
」
科
、
北
九
州
市
立
祝
町
小
「
生
活
創
造
科
」
な

ど
に
よ
る
、
総
合
的
な
学
習
の
基
礎
づ
け
が
な
さ
れ
た
。

ま
た
、
中
学
校
で
は
、
滋
賀
大
附
中
の
「
び
わ
湖
学
習
」、

香
川
大
附
属
高
松
中
の
「
人
間
科
」、
宇
都
宮
大
附
中
の
「
学

び
方
」、
千
葉
県
館
山
二
中
の
「
生
き
方
」、
福
教
大
附
属
福

岡
中
の
「
生
き
方
学
習
」
他
、
宮
教
大
附
中
の
「
芸
術
・
生

活
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
」
科
、
鳴
教
大
附
中
の
「
未
来
総
合
科
」

な
ど
に
よ
り
、
選
択
教
科
と
総
合
的
学
習
に
つ
い
て
試
行
実

験
が
行
わ
れ
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
概
要
の
一
部
は
、
次
の

研
究
開
発
学
校
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
、
参
照
願
い
た
い
。

（http://w
w
w
.m
ext.go.jp/a_m

enu/shotou/kenkyu/index.htm

）

■
品
川
区
で
の「
系
の
学
習
」に
よ
る

教
科
再
編
の
事
例

次
に
、
品
川
区
立
伊
藤
小
学
校
、
上
神
明
小
学
校
、
お
よ

び
富
士
見
台
中
学
校
の
三
校
が
文
部
科
学
省
の
研
究
開
発
学

校
の
指
定
（
平
成
十
三
〜
十
五
年
度
）
を
受
け
て
試
み
た
、

「
系
の
学
習
」
に
よ
る
教
科
再
編
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
述

べ
た
い
。

「
系
の
学
習
」
は
、
児
童
生
徒
の
「
知
的
・
実
践
的
な
ス
キ

ル
」
を
育
成
す
る
た
め
、
小
中
教
育
課
程
の
領
域
と
教
科
科

目
を
五
つ
の
系
―
言
語
系
、
自
然
系
、
社
会
教
養
系
、
健
康

系
、
お
よ
び
芸
術
系
―
に
再
編
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
の
目

的
は
、
用
具
教
科
、
内
容
教
科
、
お
よ
び
技
能
教
科
の
順
に

発
展
し
て
き
た
教
科
枠
を
、
よ
り
一
般
的
な
領
域
（
言
語
、

自
然
、
社
会
、
技
術
、
体
育
、
お
よ
び
芸
術
）
に
戻
し
、
こ

れ
を
ス
キ
ル
学
習
に
組
み
や
す
い
五
つ
の
系
統
に
再
編
成
す

る
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、「
系
」
は
従
来
の
教
科
枠
を
弾
力
化
す
る
た
め
の

操
作
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
っ
て
、
今
後
、
修
正
の
余
地
を

残
し
て
い
る
。
そ
の
構
想
図
と
ス
キ
ル
の
内
容
は
、
次
頁
の

表
と
図
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

■
研
究
の
成
果
と
課
題

三
年
間
の
実
践
を
通
し
て
明
ら
か
と
な
っ
た
成
果
と
課
題

は
、
つ
ぎ
の
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
第
一
に
、「
系
の
学
習
」
は
、
教
科
横
断
型
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
開
発
す
る
た
め
の
全
体
的
な
視
点
と
な
り

う
る
。
ト
ピ
ッ
ク
学
習
な
ど
に
よ
る
相
関
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
論

は
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
教
科
の
再
編
ま
で
踏
み
込
む
理
論

は
見
当
た
ら
な
い
。
教
科
と
総
合
を
知
的
な
領
域
と
し
て
統

合
す
る
た
め
、
ス
キ
ル
を
中
心
と
し
た
単
元
構
成
を
提
案
す
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る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
、
到
達
目
標
を
明
確
し
た
小
中
一

貫
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ま
で
開
発
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
継
続
し

て
研
究
を
進
め
て
い
る
。

第
二
に
、
脳
科
学
の
成
果
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
に
応
用

す
る
可
能
性
が
示
さ
れ
た
。
近
年
の
脳
科
学
の
発
展
に
よ
っ

て
そ
の
研
究
成
果
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
構
成
原
理
と
し
て
も

注
目
さ
れ
る
。「
系
の
学
習
」
は
ガ
ー
ド
ナ
ー
（G

ardner,H
.

）

の
多
重
知
能
論
（M
ulti
Intelligence

：
M
I

）
な
ど
を
参
考

に
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
新
し
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
論
を
提
起

し
て
い
る
。
中
学
生
一
八
二
人
の
自
己
評
価
を
ク
ラ
ス
タ
ー

分
析
で
調
べ
た
結
果
、
と
く
に
言
語
系
が
独
立
し
た
能
力
成

分
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

第
三
は
、
小
中
一
貫
に
よ
る
学
校
づ
く
り
へ
の
示
唆
で
あ

る
。
初
等
・
中
等
教
育
の
「
段
差
」
を
ど
う
乗
り
越
え
る
か

と
い
う
問
題
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
接
続
（
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
）
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
小
中
で
一
貫
さ

せ
た
「
系
の
学
習
」
で
は
、
従
来
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
連
携

で
は
な
く
、
学
習
指
導
カ
ル
テ
の
「
申
し
送
り
」
シ
ス
テ
ム

に
よ
っ
て
こ
れ
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
試
み
は

小
中
一
貫
の
教
科
再
編
に
よ
る
学
校
づ
く
り
の
挑
戦
と
し
て

ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
た
だ
し
、
教
科
担
任
制
を
と
る
中
学
校

で
教
科
再
編
の
実
践
が
難
し
い
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
教
科
再
編
の
試
み
は
、
単
元
開
発
や
指
導

計
画
の
策
定
ま
で
は
行
え
る
。
し
か
し
、
教
科
の
目
的
論
や

方
法
論
を
提
案
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。
そ
の
原
因
は
、

こ
れ
が
研
究
者
で
も
答
え
づ
ら
い
難
題
で
あ
る
こ
と
以
上
に
、

「
走
行
し
な
が
ら
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
を
す
る
」
よ
う
な
実
践
研

究
の
難
し
さ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
児
童
生
徒
の
学
習
権
に

配
慮
す
れ
ば
、
通
常
の
教
科
指
導
を
全
く
行
わ
な
い
実
験
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
科
再
編
の
た
め
の

実
践
的
な
検
証
は
、
本
来
、
困
難
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

■
教
科
構
成
・
教
科
教
育
を
ど
う
検
討
す
れ
ば

よ
い
か

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
代
替
案
は
、
諸
外
国
で
行
わ
れ
た
教

科
再
編
の
実
績
に
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
21
世
紀
型
学
力
」

の
形
成
を
め
ざ
し
て
取
り
組
ま
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
を

み
れ
ば
、
各
教
科
を
横
断
し
て
身
に
付
け
る
べ
き
「
学
習
能

力
」
を
到
達
目
標
に
掲
げ
る
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
新

し
い
タ
イ
プ
の
リ
テ
ラ
シ
ィ
や
ス
キ
ル
な
ど
を
小
中
高
で
段

階
化
し
、
教
科
横
断
的
に
指
導
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

各
教
科
の
個
別
目
標
よ
り
も
全
体
目
標
を
重
視
す
る
点
で
、

実
質
的
に
教
科
再
編
へ
の
実
践
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先

行
例
を
参
考
に
す
れ
ば
、
教
科
を
到
達
目
標
の
側
面
か
ら
再

編
す
る
道
が
切
り
開
け
る
。

国
内
で
は
、
総
合
的
な
学
習
の
実
践
か
ら
、
成
功
例
と
失

敗
例
を
分
析
し
、
そ
の
結
果
を
も
と
に
教
科
再
編
の
可
能
性

を
探
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
。
総
合
的
な
学
習
は
、
教

科
再
編
へ
の
「
応
急
的
な
布
石
」
と
み
な
さ
れ
、
存
廃
問
題

ま
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
教
育
の
現
代

的
な
課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
。
と
く
に
、
教

科
横
断
型
の
学
習
活
動
は
、
従
来
の
教
科
（
書
）
指
導
を
見

直
す
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
。
総
合
と
教
科
の
関
連
づ
け

は
教
科
再
編
へ
の
近
道
で
も
あ
る
。
総
合
的
学
習
の
「
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
評
価
」
が
必
要
な
段
階
に
差
掛
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
I
T
の
活
用
が
教
科
再
編
に
も
た
ら
す
イ
ン
パ

ク
ト
を
指
摘
し
た
い
。
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
印
刷
術
の
発
明

に
も
匹
敵
す
る
こ
の
技
術
革
命
は
、
教
科
教
育
を
大
き
く
変

え
つ
つ
あ
る
。
日
本
の
学
校
は
や
や
立
ち
遅
れ
て
い
る
が
、

今
後
、
I
T
化
が
進
め
ば
、
こ
れ
が
教
科
再
編
の
鍵
を
握
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
、
デ
ジ
タ
ル
情
報
が
印
刷
情
報
に
取

っ
て
代
わ
る
時
代
の
大
転
換
を
迎
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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理論スキル 実践スキル 

コミュニケー 

ションスキル 

観察・推測 

スキル 

批判的思考 

スキル 

 

健康行動 

スキル 

感性を磨く 

スキル 

対話スキル 

 

見通すスキル 

 

多面的に見るスキル 

（人間関係技能を基盤 

とした） 

ベターライフスキル 

 

非言語で感じるスキル 

言
語 

自
然 

社
会
教
養 

健
康 

芸
術 

系 具体的なスキルの内容 

・やりとり　・発表 

・話し合い　・読む 

・詳しく見る　　　　　・事実を確かめる 

・考えを整理する　　　・順序立てて考える 

・問題の発見　　　・分析 

・判断　意思決定 

 

・セルフチェック 

・バランスライフ 

・感じる（感覚の気付き） 

・感じて表す（感性と表現のつながり） 

・生活　環境に生かす 

「系の学習」におけるスキルの構成表

課　題　別　学　習 
(総合的な学習)

 
課　題　追　究　学　習 
(クロスカリキュラム)

基　　礎　　学　　習 

言
語
系 

社
会
教
養
系 

自
然
系 

芸
術
系 

生
活
健
康
系 

国
　
語 

英
　
語 

社
会
・
生
活 

道
徳
・
特
活 

算
数
・
数
学 

理
科
・
生
活 

図
工
・
美
術 

音
　
楽 

技
術
・
家
庭 

保
健
・
体
育 

「系の学習」の構想図図



1.「ビール一杯30万」に驚く

にこやかに挨拶した後、柳沼孝一先生（福島大学教育学部附

属小学校）は、突然「ビール一杯30万」という看板のような

ものを提示した。

わたしは、「ドキッ！」とした。

「一杯30万円もするビールが本当にあるのだろうか？」と

思い、「いや、何か教師のたくらみがあるな？」と考え直した。

子どもたち（4年生）は、

・そんなビールあるはずがない！

・いや、量が多ければあるかもしれないよ。

・何かありそうな気がするな！

・ばかばかしい気がするけど、飲む人がいるかもしれないよ。

こんなやりとりをしているうちに、ある子が、「見たことが

あるような気がする！」といい出した。

「ビール見たの？」と問うと、「いや、看板だったような気が

する」という。すると、もう一人の子が、「わたしも見たこと

がある」といい出した。

他の子どもが、「どこで？」と問いかける。

二人は前に出て、相談しながら黒板に地図を書き始めた。み

んな、シーンとして地図を見守っている。

わたしもようやく、「交通事故防止の看板じゃないか」と考

え始めた。

「ビール一杯30万」とは、引き付けて離さない迫力がある。

2.「ビール一杯30万」の看板を見に行く

二人の子どもが見たといって地図を書いた。その場所に行っ

てみようということになる。

場所は、福島市の岩谷下交差点（国道4号線と115号線が

交わる交差点で、1日の交通量約5万台）であった。ここに見

学に行く。

この交差点は、交通教育専門員のSさんが立っているが、子

どもたちは出会えなかったという。

H君は「Sさんが朝の7時15分から8時15分の間しか交

差点に立っていないのはひどい。だから昨年は5件もの交通事

故が起きているんだ」という感想をノートに書いた。

柳沼先生は、このH君のノートから本時を展開しようと考え

た。

3. 岩谷下交差点の事故は減っているか？

教師は、「H君にノートを読んでもらいます。よく聞いて意

見をいってください」といって、授業を始める。

案の定、多くの子どもたちから反論が出される。このことを

ちゃんと読んで、この授業を仕組んでいるところがすごい。

・ボランティアでやってるんだから、ひどいというのはおか

しい。しかたないのじゃないか。

・Sさんは、タイヤの店をやっているから、ずーっとできる

わけがないじゃないか。

・1日中、交通整理ができる人なんて、いないのじゃない

の？

等々、H君に対していろいろな意見が出た。子どもたちはよく

9

有田和正のおもしろ授業発見 !

― 交通事故に立ち向かうSさんに目をむけさせる柳沼孝一先生の授業 ―

「ビール一杯30万円」って何？

有田和正の
 

有田和正の
 

6

教材・授業開発研究所代表　有田和正



8

考えてるな、と感心した。

こういう意見にもかかわらず、H君は、平成15年に5件も

の交通事故が起こっていることにこだわっていた。そして、S

さんの交通整理活動の時間帯が気になってしかたがないようで

あった。

これをみた教師は、「岩谷下交差点の時間別交通事故発生件

数」のグラフ（p.9・右のグラフ）を提示した。

子どもたちは、平成15年の5件だけは知っていた。グラフ

を見た瞬間、「へえー！」と驚きの声が出た。

事故が多いのは、朝の8～10時、午後の4時～10時であ

ることが、一目でわかる。午前2時～4時は0件である。

「Sさんが交差点に立ってる時間にも、事故が起きているか

もしれない。しかし、このグラフではわからない」という。

教師は、「Sさんは、7時15分～8時15分まで立っている」

と情報を伝え、グラフの中に赤で書き込む（p.9・右のグラフ）。

子どもたちは、「Sさんが立っている時間に交通事故がある

のか？」とつっこむ。なかなか鋭い子どもたちだ。

そこで、教師は、平成12年～15年の「岩谷下交差点の事

故発生件数グラフ」（p.9・左のグラフ）を提示する。

子どもたちは「平成14年から急にへっている。それはどう

してか？」という。

平成12年は14件、13年は14件、14年は8件、15年

は5件、ということをもう一度よむ。

「合計41件だ」と、合計をみる子もいる。なかなか面白い

子どもたちだ。

交通事故発生件数を見て、「信号機が、平成14年に変わっ

たんじゃないか」という。

「14年から急激にへったのは、『思いやり信号機』（こんなの

があるらしい）ができたんだと思う」という子もいる。

「まぐれかもしれない」。つまり、偶然かもしれないというの

である。面白い見方だ。

「8件から5件までへったんだから、まぐれではないのでは

ないか」「でも、証拠がないから『思いやり信号機』とはいえ

ない。偶然ということも考えられる」。

とにかく、ああではないか、こうではないかと、グラフを見

ながら考える。しかも話し合いを楽しんでいるようだ。

教師が、「『思いやり信号機』に変わったのはいつか知ってる

か？」と問う。この交差点を毎日通っている子どももわからな

いという。

これはむずかしい問いだ。教師もわからないと思って、軽く

問い、「『思いやり信号機』に変わったのは、平成14年1月で

ある」と伝えた。

そして、「思いやり信号機」なるものを提示した。

「やはり『思いやり信号機』の方が見やすい。だから、事故

の件数がへったのだ！」という。「ということは、信号機の方

がSさんよりもえらいんだね」と教師がゆさぶりをかける。

「ちがうと思うなあ」という子ども。

「信号機の方がえらいと思う人　12人」

「Sさんの方がえらいと思う人　12人」

と教師が確認していると、一人の女の子が「わたしは、両方え

らいと思います」という。

4. Sさんが24時間立っているのと同じだ！

このあと「ビール一杯30万円」の看板は、Sさんが一緒に

働いていたYさんの事故死を悔やみ、二度と交通事故を起こさ

ないようにとの願いがこめられていることを学んでいった。

これには、新聞記事が資料として使われた。

このSさんの働きかけで「思いやり信号機」も設置されたこ

とがわかり、子どもたちは「信号機がえらいんじゃなくて、S

さんがえらいんだ」と考えるようになった。

「Sさんは、1時間しか立っていないけれど、信号機や看板

にはSさんの思いが込められているので、24時間立っている

のと同じだ」と考えるようになった。みごとな変容だ。



豊
か
な
自
然
の
中
で

我
が
国
の
四
季
は
、
人
の
心
を
豊
か
に
し
ま
す
。
そ
の

美
し
さ
・
偉
大
さ
・
厳
し
さ
が
豊
か
な
感
性
を
育
て
ま

す
。
そ
れ
は
、「
人
間
ら
し
く
生
き
る
心
や
態
度
」
の
基

盤
に
な
る
も
の
で
、
学
校
教
育
の
充
実
に
欠
か
せ
な
い
学

習
で
す
。
動
植
物
と
の
触
れ
合
い
や
豊
か
な
自
然
の
中
で

「
命
の
体
験
学
習
」
を
し
ま
す
。

し
か
し
、
今
の
子
ど
も
た
ち
の
生
活
か
ら
、
そ
う
し
た

学
習
機
会
が
消
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。
科
学
技
術
や
情
報
化

の
進
展
は
、
様
々
な
学
習
の
可
能
性
を
提
示
し
ま
す
が
、

自
然
、
人
と
の
か
か
わ
り
、
勤
労
な
ど
の
直
接
体
験
を
奪

う
と
い
う
側
面
も
持
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
学
校

教
育
に
お
い
て
意
図
的
に
そ
う
し
た
機
会
を
設
定
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
小
・
中
・
高
等
学
校
の
現
行
の
学
習

指
導
要
領
に
お
い
て
積
極
的
な
体
験
活
動
を
求
め
て
い
る

理
由
は
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

仲
間
意
識
を
は
ぐ
く
む

│
│
妙
高
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム

自
然
の
家
で
の
集
団
宿
泊
活
動
は
、
人
間
関
係
を
豊
か

に
す
る
絶
好
の
機
会
で
す
。
ぜ
ひ
と
も
三
泊
、
五
泊
と
い

っ
た
形
で
実
施
し
た
い
も
の
で
す
。
共
同
生
活
や
集
団
活

動
を
通
し
て
友
情
を
深
め
ま
す
。
ま
た
、
妙
高
少
年
自
然

の
家
に
は
、
仲
間
意
識
を
は
ぐ
く
む
「
妙
高
ア
ド
ベ
ン
チ

ャ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
あ
り
ま
す
。
協
力
し
な
け
れ
ば
達

成
で
き
な
い
体
験
活
動
で
す
。
他
者
へ
の
信
頼
感
を
抱
き

協
力
の
大
切
さ
な
ど
を
体
験
的
に
学
び
ま
す
。

自
然
体
験
や
各
種
の
集
団
活
動
、
集
団
宿
泊
を
通
し
て

子
ど
も
た
ち
は
「
自
己
発
見
」、「
友
達
発
見
」
を
し
、

「
協
力
・
創
造
」
へ
の
実
践
的
な
態
度
を
学
び
ま
す
。
こ

う
し
た
体
験
活
動
の
経
験
が
、
子
ど
も
一
人
一
人
の
社
会

的
自
立
を
促
し
、
集
団
生
活
へ
の
「
適
応
力
」
を
も
高
め

る
と
と
も
に
、
人
間
関
係
力
を
身
に
付
け
、
結
果
的
に
学

校
生
活
や
学
習
へ
の
積
極
的
な
取
組
を
促
す
と
い
う
教
育

的
価
値
を
も
つ
こ
と
も
分
か
っ
て
い
ま
す
。

生
活
力
や
社
会
性
を
は
ぐ
く
む

長
期
の
集
団
宿
泊
体
験
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
生

活
力
や
社
会
性
を
身
に
付
け
、
一
段
と
た
く
ま
し
く
な
り

ま
す
。
長
期
宿
泊
に
反
対
し
て
い
た
保
護
者
も
、
変
容
す

る
子
ど
も
を
見
て
、
実
施
後
に
は
大
賛
成
派
に
変
わ
り
ま

す
。自

分
の
こ
と
は
自
分
で
や
り
、
進
ん
で
他
の
た
め
に
も

行
動
す
る
よ
う
に
な
り
、
常
に
、
他
者
と
の
関
係
を
考
え

る
な
ど
、
社
会
性
も
確
実
に
向
上
し
ま
す
。
体
験
活
動
や

生
活
の
仕
方
を
話
し
合
っ
て
調
整
し
、
折
り
合
い
を
付
け

な
が
ら
活
動
す
る
過
程
で
身
に
付
け
て
い
く
わ
け
で
す
。

テ
レ
ビ
の
な
い
生
活
、
親
任
せ
の
生
活
か
ら
の
自
立
を
通

し
て
、
自
ら
の
生
活
を
振
り
返
り
、
社
会
や
親
へ
の
感
謝

の
念
を
も
つ
の
で
す
。

10

学
校
教
育
の
充
実
に
資
す
る
教
育
施
設
と
し
て
、
全
国
十
四
の
国
立
少
年
自
然
の
家
が
あ
る
。
国
立
妙
高
少
年
自

然
の
家
（
写
真
　
）
は
、
そ
の
十
四
番
目
の
施
設
と
し
て
平
成
三
年
に
開
設
さ
れ
た
。
現
在
、
年
間
の
利
用
者
数

は
約
十
二
万
人
、
そ
の
約
七
割
が
小
・
中
学
生
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
集
団
宿
泊
活
動
を
通
し
て
、
自
然
体
験
や

友
情
を
深
め
る
活
動
、
総
合
的
な
学
習
へ
の
取
り
組
み
な
ど
、
様
々
な
活
動
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

自
然
な
ど
へ
の
豊
か
な
感
性
と
友
情
を
は
ぐ
く
む
た
め
に

●森の散策

宮
川
　
八
岐

独
立
行
政
法
人

国
立
妙
高
少
年
自
然
の
家

所
長

22222222222222222 11111111111111111
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達
成
感
、
充
実
感
を
味
わ
っ
て

●

登
山
・
ハ
イ
キ
ン
グ
・
ス
キ
ー
な
ど
で

自
然
体
験
の
一
つ
に
、
登
山
や
自
然
林
の
中
の
ハ
イ
キ

ン
グ
が
あ
り
ま
す
。
厳
し
い
登
山
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
達
成

感
を
得
る
こ
と
は
自
分
に
自
信
を
も
つ
き
っ
か
け
に
な

り
、
ハ
イ
キ
ン
グ
は
自
然
観
察
や
環
境
学
習
の
有
効
な
場

に
な
り
ま
す
。
冬
は
ス
キ
ー
活
動
で
白
銀
の
世
界
を
満
喫

し
ま
す
。
大
変
な
思
い
を
し
、
協
力
し
な
が
ら
困
難
を
乗

り
越
え
た
後
の
、
夜
の
集
い
は
友
情
を
深
め
合
う
機
会
に

も
な
り
ま
す
。
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
や
部
屋
で
の
語
ら

い
な
ど
か
ら
得
ら
れ
る
充
実
感
が
集
団
宿
泊
体
験
活
動
の

大
き
な
魅
力
に
な
り
ま
す
。

●

妙
高
企
画
―
オ
ー
プ
ン
・
ザ
・
ド
ア
！
―

国
立
妙
高
少
年
自
然
の
家
の
主
催
事
業
の
一
つ
に
「
オ

ー
プ
ン
・
ザ
・
ド
ア
！
」（
太
平
洋
か
ら
日
本
海
へ
）
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
不
登
校
な
ど
心
に
悩
み
を
も
つ
子

ど
も
た
ち
が
集
ま
り
、
冒
険
の
旅
を
す
る
中
で
自
ら
に
自

信
を
得
、
協
調
性
を
身
に
付
け
る
な
ど
心
身
を
た
く
ま
し

く
す
る
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
長
期
移
動
型
体
験
活
動
で

す
。
本
年
度
は
四
回
目
で
、
六
百
五
十
キ
ロ
を
マ
ウ
ン
テ

ン
バ
イ
ク
で
走
破
し
ま
し
た
。
途
中
、
富
士
登
山
や
ロ
ッ

ク
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
各
種
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
活
動
が
用
意

さ
れ
、
そ
れ
を
や
り
抜
き
、
強
烈
な
達
成
感
と
充
実
感
を

味
わ
お
う
と
い
う
取
組
で
し
た
。
自
然
の
家
で
の
宿
泊
活

動
も
当
然
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

●

多
様
な
集
団
活
動
の
経
験

宿
泊
を
伴
う
豊
か
な
体
験
活
動
は
、
基
本
的
に
は
集
団

活
動
を
通
し
て
、
企
画
、
協
働
、
問
題
解
決
、
創
意
工
夫
、

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
役
割
貢
献
体

験
な
ど
、
様
々
な
学
び
を
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
学
校
行
事

の
遠
足
・
集
団
宿
泊
的
行
事
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
実
践
の

場
に
な
り
ま
す
。
各
種
の
グ
ル
ー
プ
活
動
で
は
、
ほ
と
ん

ど
の
子
ど
も
に
「
場
面
リ
ー
ダ
ー
経
験
」
を
与
え
る
機
会

に
も
な
り
、
学
校
の
計
画
に
よ
っ
て
は
集
団
活
動
の
成
果

を
確
か
で
大
き
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
然

の
家
は
、
そ
の
企
画
な
ど
に
様
々
な
面
で
支
援
し
て
い
ま

す
。

多
様
な
可
能
性
を
求
め
て

各
学
校
や
各
種
団
体
が
よ
り
多
様
な
可
能
性
を
求
め
て

活
動
計
画
の
改
善
に
取
り
組
み
、
体
験
活
動
の
教
育
的
意

義
を
一
層
大
き
く
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

●

体
験
活
動
を
組
み
合
わ
せ
て

例
え
ば
、
修
学
旅
行
と
自
然
体
験
や
農
業
体
験
・
職
場

体
験
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

の
こ
と
は
、
学
校
行
事
の
関
連
・
統
合
の
工
夫
に
も
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
宿
泊
日
数
を
十
分
確
保
し
、
真
に
豊
か

な
体
験
の
機
会
に
し
た
い
も
の
で
す
。

●「
総
合
」な
ど
を
組
み
入
れ
る

集
団
宿
泊
活
動
に
総
合
的
な
学
習
の
時
間
や
教
科
に
よ

っ
て
は
そ
の
地
域
な
ら
で
は
の
学
習
な
ど
を
組
み
入
れ
る

と
い
う
工
夫
で
す
。
総
合
的
な
学
習
の
集
中
取
り
に
よ
っ

て
確
か
な
体
験
学
習
の
機
会
を
創
出
で
き
ま
す
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
一
学
期
の
総
合
的
な
学
習
の
一
週
間
の
配
当
に

ゆ
と
り
を
生
み
出
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。

宿
泊
を
伴
う
体
験
活
動
を
年
度
初
め
に
実
施
し
、
学
校

生
活
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
充
実
し
た
り
、
夏
季
休
業

中
に
実
施
す
れ
ば
日
数
的
に
も
指
導
体
制
に
も
十
分
配
慮

を
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
工
夫
を
す

る
学
校
が
増
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。

●

学
校
間
交
流
な
ど
も

環
境
の
異
な
る
地
域
の
学
校
が
合
宿
を
共
に
し
、
学
習

や
集
団
活
動
の
豊
か
な
広
が
り
を
目
指
し
て
い
る
学
校
も

あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
学
校
間
交
流
で
す
。
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
は
刺
激
的
で
あ
り
、
様
々
な
体
験
や
学
び
の
可

能
性
が
広
が
り
ま
す
。
妙
高
少
年
自
然
の
家
で
も
複
数
校

が
合
同
合
宿
を
し
て
い
ま
す
し
、
通
学
合
宿
も
行
っ
て
い

ま
す
。
そ
う
し
た
学
校
に
は
、
い
じ
め
等
の
問
題
行
動
は

見
ら
れ
な
い
の
で
す
。

＊

全
国
十
四
か
所
の
少
年
自
然
の
家
が
、
こ
れ
ま
で
以
上

に
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
い
た
し
ま
す
。
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宿泊体験のすすめ　自然などへの豊かな感性と友情をはぐくむために

●ありの巣遊び

●登山

●スキー

●夜の集い

国
立
妙
高
少
年
自
然
の
家
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―
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■ 茨城県 ■ ■ 青森県 ■

ぼくたち、わたしたち なみき環境調査隊
～行動は足もとから、思いは地球規模まで～

つくば市立並木小学校校長

久松　隆

数年前から、本校では環境教育に力を入れている。
「なみき環境調査隊」という名のもとに、主に総合的
な学習の時間を活用して、それぞれの学年において児
童の実態に応じたねらいと学習テーマを設定し、情報
機器を活用して様々な人々（他校児童、地域住民、専
門家）とかかわり合いながら、身近な環境の問題や改
善について考え取り組んでいる。
第4学年では、理科の「季節と生きもの」の学習か
ら、身の回りの自然に生息する動植物に目を向け、日
本の四季と動植物の関係や生態について調べて、「動
植物が住みやすい環境とは何か、自分たちができるこ
とはどんなことか」について考え実践している。
第5学年では、つくば市全体に目を向け、「住みよ
い街づくりをめざして」を学習テーマに、自然保護や
公害、福祉、エネルギーなどの様々な環境問題につい
て取り組んでいる。
そして、第6学年では「卒業大研究」として、第4、
5学年での環境学習で取り組んだ内容をまとめ、成果
と課題を在校生に引き継ぐ準備を行っている。その内
容は「霞ヶ浦水質浄化の研究」や「本校周辺の環境調
査及び環境改善」「花室川の水質調査を共通の目的と
した他校との共同学習」、その他にも「エコクッキン
グ」や「ケナフの研究」「生きもの調べ」などがある。
また、本校のホームページを活用して環境に関する
情報を発信し、他校の児童や地域社会との交流・共同
学習を行い学習内容を深めている。
このように、本校では「行動は足もとから、思いは
地球規模まで」を合い言葉に、今までの取り組みを
代々に受け継ぎ「環境を守るために自分ができること
は何か」を自分自身に問いかけ、現在も環境学習に取
り組んでいる。

教科指導と情報教育の統合を目指した
コンピュータの効果的活用

八戸市立小中野小学校校長

西舘郁一

本校は、全校児童605名、平成17年度には創立130
周年を迎える歴史と伝統に彩られた学校である。全校
をあげて取り組んでいる書道では、白扇書道会主催の
書道展他で約20年余りにわたって全国優勝を続ける
など、自国文化を理解し、尊重する態度の育成に努め
てきた。
その一方で時代を先取りした形で情報教育にも積極
的に取り組み、次のような歴史を刻んできている。
●平成7年から3年間、八戸市教育委員会から「コン
ピュータの効果的な教育利用」について研究委託。

●平成13年、上月情報教育財団主催「上月情報教育
賞優秀賞」を受賞。コンピュータ室を2教室に増設。

●平成13年から3年間、文部科学省の「次世代ITを
活用した未来型教育方法研究開発事業」実施校。
研究開始当初から、本校の情報教育の基本理念は、

「教科指導と情報教育の統合」を目指して実践してき
た。コンピュータを使うことに目標をおくのではなく、
コンピュータはあくまでも情報収集や学習したことの
表現・伝達のための手段であり、課題追究や解決のた
めの知的道具であるという考え方である。そして、ど
の学級でもコンピュータを活用した授業実践を可能と
するティームティーチング体制の確立と授業実践事例
の累積に努めながら現在まで実践を続けてきた。
情報教育を取り巻く環境も年々変化し、八戸市では
情報教育アドバイザーの活用や市内の学校をネットワ
ークでつなぐ図書館運営など、教育の情報化の動きが
加速してきている。今振り返れば研究開始当初と比べ
ると隔世の感があるが、情報に振り回されることなく、
主体的に情報を収集し、自ら考え判断し、責任ある情
報発信ができる児童の育成を目指して今後も実践を積
み重ねていきたい。

北から北から北から北から北から北から北から北から北から北から北から北から北から北から北から北から北から北から北から北から北から北から北から北から北から 南から南から南から南から南から南から南から南から南から南から南から南から南から南から南から南から南から南から南から南から南から南から南から南から南から
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■ 鹿児島県 ■ ■ 東京都 ■

平成15年1月に発表された文化審議会国語部会の報
告では、母語である日本語の果たす役割として「知的
活動の基盤」「コミュニケーション能力の基盤」「感
性・情緒等の基盤」をあげ、生涯を通じて個人の形成
に関わるものであることが指摘されている。
現代社会を省みると、都市化や核家族化が進む中で、
子ども同士や大人と子どもとのコミュニケーション不
足が、さまざまな社会問題を生む大きな要因となって
いるといえる。
一方、グローバル化が進む21世紀においては、個
人としては広い視野を持ち、社会にあっては相手と相
互に理解し合え共感できる子ども達を育成することも
求められている。
これらのことから、世田谷区教育委員会では、総て
の思考の土台である母語＝日本語に着目し、「深く考
える児童・生徒を育成する」「自分を表現する能力や
コミュニケーション能力を育成する」「日本の文化や
伝統に対する理解を深め、それらを大切にする態度を
育成する」という三つのねらいのもと、平成15年度
より区内95の全区立小・中学校で「美しい日本語を
世田谷の学校から」という独自の取り組みを行ってき
たところである。
そして、この取り組みを一歩進めた教科「日本語」
を創設することが、昨年12月に政府の第6次構造改革
特区として認定された。
今後は、前述の三つのねらいを、それぞれ「哲学」

「表現」「日本文化」という領域ととらえ、小・中の一
貫したカリキュラムを編成していきたいと考えてい
る。
言葉は文化を支える。豊かな精神文化を育んでいく
ためにも、母語である日本語を意識して学び・使う時
代になっていると思う。

美しい日本語を世田谷の学校から
世田谷区教育委員会事務局

泉谷憲俊

今、心の教育が求められている。本校は、県青少年
赤十字研究推進校としての指定を受け、「思いやりの
心を育み社会性を培う」ために、教科等の学習の中で
ボランティア教育を推進している。例えば、社会科教
育の中では、地域ひいては国土や地球に対する理解と
愛着を深めることによって、ボランティア意識につな
げたいと思っている。
また、本校ではボランティア教育の一環として、

JRC活動を積極的に進めている。JRC活動では、清掃
活動や福祉活動などに取り組んでいるが、中でも特徴
的な取り組みがアルミ缶回収で、JRC委員会が中心に
なり、年間を通して回収活動を行っている。
VS（ボランティアサービス）カードを発行し、ア
ルミ缶を10個、または書き損じはがきを10枚集める
とスタンプが一つもらえる（25個のスタンプでカー
ド1枚となる）。このVSカードが、子どもたちの励み
になっている。今では家庭や地域の人々からも協力し
てもらえるようになり、おかげで、昨年度集めたアル
ミ缶は約65,000個、業者に引き取ってもらったお金
で車椅子2台を購入して特別養護老人ホームや市の社
会福祉協議会に贈呈した。高齢者の方々や職員に大変
喜ばれ、子どもたちも本当にうれしそうであった。
しかし、苦労もある。何しろアルミ缶が膨大な量に
なるために、潰したり整理したりして保管する作業や、
集めたアルミ缶をトラックで運ぶ作業も大変である。
でも、6年生が「足の不自由なおばあさんたちに車椅
子を贈った時、涙を流して喜んでいた。その姿を見て
いて、1・2年生が小さな体に大きな袋をぶら下げて
持ってきていた様子が目に浮かびました。」などと作
文に書いているのを見るとうれしくなる。今後も「気
づき、考え、実行する」をモットーに、継続してボラ
ンティア教育を推進していきたいと考えている。

アルミ缶で車椅子を
鹿児島市立武小学校校長

有留国俊
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こ
の
本
の
構
成
は
、
第
1
部
「
教
師
力
」、

第
2
部
「
教
育
産
業
」、
第
3
部
「
変
わ
る

入
試
」、
第
4
部
「
国
家
と
教
育
」
と
な
っ

て
い
る
。

学
校
教
育
に
つ
い
て
の
現
下
の
状
況
と
、

そ
の
問
題
点
の
ほ
と
ん
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
中
で
最
も
注
目
さ
れ
た
の
は
、
書
名

に
も
な
っ
て
い
る
第
1
部
の
「
教
師
力
」
で
、

多
く
の
学
校
で
困
惑
と
焦
燥
の
中
で
苦
闘
し

て
い
る
教
師
た
ち
の
姿
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。「

教
員
を
や
め
た
い
と
考
え
た
こ
と
が
あ

る
か
」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
に
、「
あ
る
」

が
50
％
を
超
え
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る

が
、
そ
の
原
因
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
お
お

む
ね
次
の
よ
う
に
な
る
よ
う
だ
。

さ
ま
変
り
し
た
子
ど
も
た
ち
と
の
対
応
。

評
価
評
定
導
入
へ
の
不
安
。
無
理
解
で
自
分

勝
手
な
親
た
ち
と
の
応
接
。教
師
間
の
対
立
、

相
互
不
信
な
ど
。

だ
が
、
休
日
も
ろ
く
に
休
め
な
い
ほ
ど
の

多
忙
さ
も
、
多
く
の
教
師
が
あ
げ
て
い
る
。

思
う
に
、
こ
の
十
年
ほ
ど
の
間
に
、
中
教

審
が
打
ち
出
し
た
提
案
や
、
文
部
科
学
省
の

指
導
要
領
の
改
訂
事
項
は
「
ゆ
と
り
と
生
き

る
力
」「
指
導
内
容
の
一
部
削
除
」「
ま
な
び

の
す
す
め
」「
総
合
的
な
学
習
の
導
入
」「
指

導
事
項
の
一
部
追
加
」
な
ど
、
矢
つ
ぎ
ば
や

な
も
の
だ
っ
た
。

教
育
現
場
で
は
、
一
つ
の
新
し
い
課
題
に

つ
い
て
、そ
の
趣
旨
を
理
解
し
て
計
画
化
し
、

ス
ム
ー
ズ
に
実
践
で
き
る
た
め
に
は
、
少
な

く
て
も
三
、
四
年
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

「
時
間
が
足
り
な
い
」
は
、
多
く
の
教
師

の
声
で
あ
る
。
ひ
と
り
ひ
と
り
に
評
言
を
書

い
て
や
る
た
め
に
、
ノ
ー
ト
や
作
品
を
家
に

持
ち
帰
る
教
師
が
い
か
に
多
い
こ
と
か
。

こ
う
し
た
中
で
、
仕
事
に
や
り
甲
斐
を
感

じ
て
い
る
教
師
も
多
く
、
大
阪
大
秦
教
授
の

調
査
で
は
、
80
％
以
上
が
そ
う
答
え
た
と
あ

る
。
す
べ
て
の
教
師
が
そ
う
で
あ
っ
て
ほ
し

い
と
思
う
の
は
子
を
持
つ
親
の
願
い
で
あ
ろ

う
。巻

末
資
料
の
朝
日
新
聞
・
ベ
ネ
ッ
セ
未
来

教
育
セ
ン
タ
ー
の
共
同
調
査
は
、
じ
つ
に
さ

ま
ざ
ま
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
貴
重

な
ア
ン
ケ
ー
ト
で
あ
る
。

今
日
、
忙
し
い
毎
日
を
送
る
人
々
が
、
こ

こ
ろ
に
加
わ
る
様
々
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
（
ス

ト
レ
ッ
サ
ー
と
い
う
）
に
耐
え
き
れ
ず
身
体

へ
の
影
響
が
で
が
ち
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
、
心
身
症
と
い
う
こ
と
ば
も
定
着
し
て

き
て
い
る
。
心
療
内
科
は
こ
れ
ら
の
患
者
の

方
々
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
と
聞
く
。
こ
こ
ろ

と
か
ら
だ
に
は
互
い
に
影
響
し
合
う
関
係
が

あ
り
、
脳
を
舞
台
に
そ
の
関
係
を
追
求
す
る

研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

本
書
は
ほ
ぼ
半
世
紀
前
に
米
国
ウ
ィ
ス
コ

ン
シ
ン
州
の
医
師
、
ジ
ョ
ン
・
A
・
シ
ン
ド

ラ
ー
に
よ
り
書
か
れ
た
本
で
あ
り
、
原
題
は

"H
ow
to
live
365
days

a
year"

（
1
年
の

3
6
5
日
を
い
か
に
生
き
る
か
）
で
あ
る
。

当
時
1
0
0
万
部
を
越
え
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

と
な
り
、
そ
の
後
13
カ
国
で
翻
訳
出
版
さ
れ

た
。
全
15
章
か
ら
成
り
、
前
半
の
6
章
が
第

一
部
を
構
成
し
、「
身
体
の
病
気
の
50
％
は
こ

こ
ろ
に
起
因
す
る
」と
い
う
主
題
で
ま
と
め

ら
れ
、後
半
の
9
章
は「
心
因
性
の
か
ら
だ
の

病
気
を
防
ぐ
に
は
」が
主
題
に
な
っ
て
い
る
。

半
世
紀
前
の
書
物
な
が
ら
、
現
代
人
の
生

活
に
も
起
こ
り
う
る
様
々
な
問
題
に
つ
き
わ

か
り
や
す
い
実
例
を
あ
げ
な
が
ら
解
説
が
加

え
ら
れ
て
お
り
、
古
さ
を
あ
ま
り
感
じ
ず
に

読
む
こ
と
が
で
き
る
。
疾
病
の
概
念
の
変
遷

が
あ
っ
た
こ
と
や
、
免
疫
に
つ
い
て
の
記
述

が
乏
し
い
こ
と
な
ど
は
少
し
前
の
時
代
の
記

述
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
監
修

者
・
訳
者
の
適
切
な
補
則
解
説
が
付
さ
れ
て

お
り
、
現
代
の
書
物
と
し
て
十
分
に
通
用
す

る
。当

初
「
何
故
、
こ
の
よ
う
な
古
い
本
を
日

本
語
に
訳
し
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
疑
問
も

っ
た
が
、
読
む
う
ち
に
氷
解
し
た
。
監
修
者

も
冒
頭
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
シ
ン
ド
ラ

ー
博
士
は
「
も
っ
と
も
多
く
の
人
が
未
成
熟

さ
を
残
し
て
い
る
の
が
、
セ
ッ
ク
ス
で
す
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
今
の
日
本
の
状

況
に
見
事
に
当
て
は
ま
っ
て
い
る
。
人
間
の

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
は

本
質
的
な
と
こ
ろ
で
は
50
年
の
年
月
を
経
て

も
、
大
し
た
変
化
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。そ
の
意
味
で
、

本
書
を
じ
っ
く
り
と
読
ん
で
み
る
と
、
か
な

り
の
人
に
と
っ
て
は
大
変
参
考
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

朝
日
新
聞
教
育
取
材
班
『
教
師
力
』（
朝
日
新
聞
社
）

苦
悩
す
る
教
師
た
ち
の
姿
浮
き
彫
り
に

評
者
　
渡
辺
皓
介
（
元
岩
手
県
中
学
校
校
長
）

『「
こ
こ
ろ
」と「
身
体
」の
法
則
』（
P
H
P
研
究
所
）

こ
こ
ろ
が
身
体
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
解
明

評
者
　
衞
藤

（
東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
教
授
）

ジ
ョ
ン
・
A
・
シ
ン
ド
ラ
ー
著

伊
藤
真
訳
／
河
野
友
信
監
修
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3

養
育
責
任
の
母
親
独
占
の
意
味

前
回
は
、
現
代
家
族
に
お
い
て
養
育
担
当
者
が
少

な
い
、
つ
ま
り
多
く
は
母
親
の
み
と
い
う
状
況
が
危

機
に
弱
い
と
述
べ
ま
し
た
。
経
済
に
お
け
る
独
占
禁

止
法
を
お
考
え
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
法
律
の
意
味
は
、
危
機
対
応
と
経
済
社
会
の
発

展
、
さ
ら
に
は
消
費
者
の
主
体
性
の
確
保
に
あ
る
は

ず
で
す
。

母
親
独
占
状
態
は
、
第
一
に
、
危
機
に
弱
い
と
い

う
こ
と
と
、
第
二
に
、
子
ど
も
の
養
育
環
境
を
よ
り

よ
く
す
る
仕
組
み
と
し
て
も
弱
い
。
や
は
り
複
数
の

ひ
と
び
と
が
関
わ
る
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
子
ど

も
へ
の
関
わ
り
方
を
学
習
し
て
い
く
も
の
と
思
い
ま

す
。
第
三
に
、
け
っ
き
ょ
く
、
子
ど
も
は
、
乳
幼
児

期
に
は
家
族
に
お
い
て
衣
食
住
や
愛
情
な
ど
の
基
本

的
な
ニ
ー
ズ
を
充
足
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
常

に
母
親
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
子
ど
も

の
母
親
へ
の
依
存
が
絶
対
の
も
の
と
な
り
、
子
ど
も

の
自
律
性
や
主
体
性
を
育
む
構
造
と
し
て
は
心
配
に

な
り
ま
す
（
独
占
下
に
お
い
て
は
消
費
者
の
主
体
性

は
確
保
し
が
た
い
の
で
す
）。
複
雑
な
構
造
に
お
い

て
こ
そ
、
子
ど
も
が
、
価
値
観
の
多
様
さ
を
知
り
、

人
間
関
係
の
機
微
を
知
り
、
そ
れ
ら
を
調
整
し
選
択

す
る
な
ど
人
間
関
係
を
形
成
す
る
力
を
育
ん
で
ゆ
く

も
の
と
思
い
ま
す
。

複
雑
な
構
造
が
人
々
の
自
律
性
や
主
体
性
を
育
む

と
い
う
の
は
、社
会
学
の
基
本
命
題
で
も
あ
り
ま
す
。

単
純
な
養
育
構
造
は
同
調
性
を
育
む
と
し
て
も
、
自

律
性
を
育
む
土
壌
と
し
て
は
弱
い
、
と
い
う
こ
と
は

い
え
る
で
し
ょ
う
。

社
会
は
I
T
社
会
あ
る
い
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ

ョ
ン
と
呼
ば
れ
て
変
動
が
激
し
く
、
ま
た
複
雑
化
し

て
い
き
ま
す
。
こ
の
社
会
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
同

調
性
で
は
な
く
、
変
化
や
複
雑
さ
に
対
応
し
て
適
切

な
意
思
決
定
を
す
る
自
律
的
・
主
体
的
人
間
だ
と
思

う
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
複
雑
さ
を
養
育
環
境
に

組
み
込
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

4

次
世
代
を
育
む
力
の
危
機

児
童
虐
待
や
、
引
き
こ
も
り
、
少
年
事
件
な
ど
、

次
世
代
を
育
む
力
の
危
機
と
い
う
べ
き
問
題
が
多
く

報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
個
々
の
ケ
ー
ス
は
多
様
な
要

因
の
複
合
に
よ
っ
て
起
こ
っ
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
が
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
と
思

う
の
で
す
。

第
一
に
、
社
会
は
い
っ
そ
う
複
雑
化
し
て
い
る
一

方
で
、
人
々
が
育
つ
家
族
は
い
っ
そ
う
単
純
化
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
前
者
を
社
会
シ
ス
テ
ム
、

後
者
を
社
会
化
シ
ス
テ
ム
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す

が
、
こ
の
両
者
の
乖
離
が
あ
ま
り
に
大
き
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
母
子
カ
プ
セ
ル
が
仮
に
温
室
の
よ
う
に

暖
か
で
あ
っ
て
も
、
い
つ
か
は
複
雑
な
社
会
に
出
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
準
備
が
構
造
的

に
用
意
さ
れ
て
い
な
い
と
き
、
引
き
こ
も
り
、
あ
る

い
は
人
間
関
係
形
成
不
全
と
い
え
る
よ
う
な
事
態
に

つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

読者のページ  

〔エデュコサロン〕 

●ご意見・ご感想をお寄せください
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-10

教育出版 Educo編集部
F A X：03-3238-6975
e-mail：nakayoshi@kyoiku-shuppan.co.jp

●C.W.ニコル氏の「森と川の国連ができる日
を夢見て」を拝読し、感動を覚えました。多少、
自然教育に係わる者として（愛知県キャンプ協
会の会長を務めています）、「目から鱗が落ちる」
思いです。日本人自身が知らなかった（気がつ
かなかった）日本の自然のすばらしさ、そして、
それを守る重大さを改めて教えられました。自
然保護により、経済がよくなり、健康にもなる。
さらに、平和になる。自然を復活させ、自然を
保護し、次世代を担う子どもたちに、自然のす
ばらしさと大切さを学ばせる機会を与えること
に、少しでも寄与できたらと考えています。

（愛知県　山本　徹）

●斎藤次郎さんの文章はいいですね。昨年、今
年と、残念ながら長崎県（長崎市と佐世保市）
で二つの悲しいことが起こりました。今でも、
どちらもテレビで、あるいは新聞紙上で、いろ
いろ取り扱われています。一億円もらっても、
「記憶にございません」ですっとぼけて、それ
で起訴もされずに、75日もたてば、誰も口に

すらしない。この大人の世界がある限り、子ど
もたちを責めても、いろいろと分析したり法改
正をしても、明るい展望はありませんね。全体
に流れる斎藤さんの主張に賛成です。

（長崎県　江口定男）

●「森と川の国連ができる日を夢見て」では、
ニコルさんが感じた日本のよさや問題点、そし
て長野での森の再生活動の話などに感動しまし
た。また、「学習指導要領と発展的な学習」は、
教育の今日的な課題に答えた内容です。いま少
し具体的な例が加わればと思いました。「りん
ごを育て、生徒をはぐくむ」実践や、「宇宙メ
ダカ・ランド『めざせ、一万匹！』」「八街市の
幼小中高の連携教育」の実践には、頭が下がる
思いです。ただ、Educo Salonは、あまりに
活字が小さく残念です。 （静岡県　加藤延好）

●現職時代を思い出しながら、いつも懐かしく
『Educo』を読ませてもらっております。本誌
は、教育を多方面から幅広く追究しており、教

育の重要性を広い視野から再認識させてくれま
す。今回の秋号は、特に収穫の季節にふさわし
く、「おもしろ授業発見」や「リンゴを育て、
生徒をはぐくむ」などの充実したユニークな実
践が紹介されており、深い感銘を受けました。

（北海道　守谷生弘）

●私（82歳）は、今秋、5年生の総合的な学
習の授業「間伐材がよみがえる」を公開しまし
た。この授業のねらいは、まず、間伐の効用を
理解させ、多くが放置されたままの間伐材の一
部を製材工場に運び、木材としてよみがえらせ
ていることを、製品の家具・器具・工芸品など
の展示することによって実感させます。また、
花台の素材として活用されている木片を各自に
提供して磨かせ、間伐材の木材としての個性あ
る美しさに開眼させます。そして、授業は一転、
間伐材を原料とした牛の飼料のサンプルを各自
に渡し、五感をもって間伐材からの創造に感慨
を持たせ、授業を閉じます。C.W.ニコルさん
のご高見に応えて－－。 （静岡県　佐野藤雄）

渡
辺
秀
樹
（
慶
應
義
塾
大
学
教
授
）

現
代
の
家
族
と

次
世
代
を
育
む
力
その2

C o l u m nC o l u m n



16

ぼくたちは、総合の勉強でスイカを植えました。だんだん

とスイカも成長しました。次の日にスイカを食べようと決め

ていたのですが、その日の朝見てみると、すいかはカラスに

つつかれて食べられていました。残念でした。

ぼくたちは、おいしいすいかを食べられなかったけれど、

カラスはおいしいスイカをお腹いっぱい食べたことでしょう。

ぼくたち人間は、鳥や生き物や植物をいっぱい食べて生き

ています。ぼくもスイカもカラスもこの地球に生きています。

生き物は生きていくために、食べ物を探していくのです。

来年実ったスイカは、「半分こ」にしようよ、カラスさん。

坂根大樹（山口県・小学校6年）

カラスと半分こ

人類永遠の課題に向かって
「地球上のあらゆる命と自然環境を大切に！」をテーマに

した“わたしの「地球となかよし」メッセージ”は、本年度で

2回目を迎えましたが、海外日本人学校からの応募も含めて、

全国から642点の作品が寄せられました。ご協力いただい

た子どもたちや先生方に、心より感謝申しあげます。

昨年10月14日と10月23日の2回にわたって審査委員会

を開催し、入賞作品の選考を行いました。その結果、大賞に

は坂根大樹さん（山口県・小学校6年）が選ばれました。

また、特選には、高橋 陸さん（広島県・小学校1年）、安永

絢さん（山口県・小学校3年）、加藤杏実さん（アメリカ・小学校3

年）、角田奈美さん（埼玉県・小学校3年）、和田崇泰さん（広島

県・小学校4年）、齋藤絢子さん・中野真理さん（千葉県・中学校

1年）、米満愛弓さん（大阪・インターナショナル8年）の7作品が、

そして入選として17作品が選ばれました。

応募いただいた作品は、いずれも人や動植物へのやさしさ

や自然を大切にしようという意欲が、子どもらしい感性で表

現されていて、たいへん心強く感じました。しかし、地球上

ではいまだに戦争が絶えませんし、また、この冬の異常な暖

かさは大気汚染による地球の温暖化が進んでいることを予感

させます。今後とも、この人類永遠の課題に向かって、子ど

もたちとともに半歩でも一歩でも進んでいきたいと考えてい

ます。
【評】…カラスも全部食べたら申し分けないと、残してくれたようです

ね。この穴の向こうに、新しい関係が見えてきます。

有田和正

角屋重樹

ケビン・ショート

児島邦宏

佐藤郡衛

●審査風景

（わたしの「地球となかよし」メッセージ事務局）

教材・授業開発研究所代表
生活科・社会科教育

広島大学教授
理科教育

東京情報大学教授
里山の研究

東京学芸大学教授
総合的な学習

東京学芸大学教授
異文化間教育

【審査委員】（敬称略）
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地球となかよくしてみたら、庭に大きな

かぼちゃがなりました。

地球となかよくしてみたら、友だちたく

さんできました。

地球となかよくしてみたら、わたしは、

うれしくなりました。

かんたんだからしてみたら、みんななか

よくできるから。

加藤杏実（アメリカ・小学校3年）

地球となかよくしてみたら

みなさんは手でつくる窓を通して、外の世

界を見たことがありますか？

この写真のように、手でつくった窓を通し

て、外の自然を写すと、普段見る外の世界と

は、違う世界が見えてきます。

たとえば、今見ている植物もいつか、将来

は姿形がかわって見えるかもしれません。

みなさんも、一度きりしか見れない自然を

大切にしてください。

齊藤絢子・中野真理（千葉県・中学校1年）

夢の窓
誰だって戦争は嫌だ。

戦争が好きな人なんていない。

なのにどうして世界から戦争がなくならない

のだろう？　なぜ同じ人間が人間を殺すのだ？

それはきっと、自分以外の人のことを理解し

ようとしない人が多いからだ。自分の考えを人

におしつけようとする人が多いからだ。戦争を

なくすには、もっとおたがいを理解し、おたが

いの考えをそん重しなければいけない。

米満愛弓（大阪・インターナショナル8年）

争いのない世界

私のゆめは、空をさんぽすることです。気きゅう
にのってみたいな。５つの風せんにひっぱってもら
ってもいい。雲のタクシーがむかえにきてくれたら
最高。
あれっ、アイスクリームがうかんでいるよ。お友

だちもどんどんきてね。
でも、空気のきれいな、青くすきとおった空じゃ

なくちゃね。それには、ひとりひとりが気をつけて
いかなければなりません。きれいな地きゅうにして
いくには。

角田奈美（埼玉県・小学校3年）

地きゅうとさんぽ
僕は、どうして黒瀬川が汚いのか不思議に思っていまし

た。総合的な学習の時間に、調べてみました。

昔は下水道がなく、家庭排水は、川に直接流していまし

た。洗剤などのまざった水を流すことで、水が濁り、生物

も死んでしまったようです。

現在、下水道ができ、下水処理場で水をきれいにしてか

ら川に流すシステムができました。これで、少しは川はき

れいになるだろうと思います。ゴミのポイ捨てがなくなれ

ば、もっと川はきれいになると思います。

僕たちの町の川です。きれいな水に戻して、僕たちも楽

しめる黒瀬川にしたいと思います。

和田崇泰（広島県・小学校4年）

汚れてしまった黒瀬川

キラキラひかるかい。

きれいだったけど、くだけた。

このかいは、すなはまでみつけ

たかいです。

このかいがすきです。

高橋　陸（広島県・小学校1年）

ぼくのたからもの
わたしは、ツマグロヒョウモンというチョウを育てました。

さいしょのよう虫の時は、みんな「わあ！毛虫だ。」と言って
いました。よう虫は、パンジーの花や葉を食べて育っていき
ました。
ある日、よう虫が動かなくなり、気をつけていると、給食

の時、よう虫がさなぎになりはじめました。よう虫は、おし
りの方からさなぎの服になっていきました。
その服は、オレンジ色から葉っぱのような茶色にかわって

いきました。そして、さなぎには、きらきらしたほう石のよ
うなきれいな金色のつぶがついていました。わたしは、その
事がとてもふしぎでした。
これからこの地きゅうでどんなふしぎに出会えるか、わた

しはとても楽しみです。

安永　絢（山口県・小学校3年）

ふしぎに出会った!!

1…なんと輝く貝の絵でしょう。あなたの

心が光っているからです。

2…ふしぎを見つけ出し、描き出したあな

たの眼がすばらしい。

3…地球は、けしてうらぎりません。私た

ちしだいなのですね。

4…楽しい、ゆかいな、夢のようなさんぽ

です。「それには」を心にとめて。

5…川に生き物がかえってきましたが、口

を開けて苦しいようです。もう一歩！

6…くっきりと浮かび上がった花。手の窓

を通して心の窓から見た世界ですね。

7…世界中の人々が、平和に向かって手に

手をとって大行進。この絵のように！

● 特選作品【評】 ●

2 1

34

67

5
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生活科でやさいをうえました。トマトやきゅうりや
だいずや、米などをうえました。生きものは、人げん
と同じように、えいようや、水をもらって大きくなる
ことが、わたしは、生活科をべんきょうしてわかりま
した。それに、やさいはコンクリートでは、うえるこ
とができないけど、土ではうえることができることも
わかりました。
ちきゅうは、コンクリートだけあればいいとおもっ

ていたけど、土もないと、人げんや生きものはそだた
ないということがわかりました。これからも、ちきゅ
うを大切にしていきたいと思います。

といゆいな（広島県・小学校2年）

生きものを大切に

ぼくは、ヘビ、カエル、クモ、ハエ、トカ
ゲ、ネズミなどを、人間はなぜいやがるのか
と思います。
へビは、鳥などにおそわれてるし、カエル

は、ヘビなどにおそわれないようにして、ク
モは、人のために虫をとってあげてるのに、
なぜ人は殺してしまうのかと思います。
ぼくは、生き物を殺してほしくないです。

生命は大切です。

石垣智宙（静岡県・小学校4年）

命
私達の渡子の海には、たくさんの生物

達が、生息しています。カニや、ヒザラ
ガイなどがいます。
私は、その生物達が、大好きです。
岸ぺきを観察していて、私は、変化を

調査しています。
私は、これからも渡子の海も、生物も

残していきたいです。

香川恵里華（広島県・小学校4年）

大切な海の生き物達　
わたしは、愛鳥委員会の仲間と、学校の中にある鳥の巣箱そ

うじをしました。毎年シジュウカラが巣を作っているので、そう

じをしてまた来年も子育てをしに来てほしいと思ったからです。

その巣は、フワフワしていて毛や綿のようなものでできてい

ました。生まれたばかりのシジュウカラの赤ちゃんが喜ぶように

と、親鳥が一生けん命に作ってあげたんだと思いました。

わたしは、鳥の中でシジュウカラが好きです。羽の色をよく

見ると水色に見えるところや、絵の具では作れないような黄緑

色にみえるところがあるからです。

わたしたちがきれいにした巣箱で、来年も子育てをしてほし

いなあと思っています。

松本有香子（山口県・小学校4年）

巣箱をきれいにしたよ！

私の町には、黒瀬川という川があります。黒瀬川は、ゴミがた

くさん投げ込まれていて、気持ちのよい川ではありません。水も

濁っています。

川に入ってみると，ゴミや何かのフンのようなニオイがして，

少しくさかったです。こけが生えてヌルリとしている場所やゴミ

がたまってドロリとしている場所もあります。

汚れている水の中には、たくさんの微生物がいました。微生物

が、一生懸命に水をきれいにしているのだと思います。ゴミをす

みかにして、たくましく生きている生き物もいます。

決してきれいな川ではありませんが、たくさんの命が生きてい

る「私の町の川」です。大切にしたいなあと思います。

向畑佑希乃（広島県・小学校3年）

私の町の黒瀬川
わたしは、はいきガスがなかったらいいなと、

おもいます。
じてんしゃなら、はいきガスをださなくてい

いけど、オートバイや、バス、くるまは、はい
きガスをだして、ちきゅうをよごしていきます。
はいきガスがふえたら、ちきゅうは、あたた

かくなってしまいます。そして、オゾンそうに
あながあいてしまいます。
はいきガスがなかったら、ちきゅうはよろこ

びます。

伴野千晴（静岡県・小学校3年）

「はいきガス」
地きゅうの上には、うちゅうがあるのかな。

うちゅうに行ってみたいなあ。そして、そこ
から地きゅうを見てみたい。
みどりや青がいっぱいの地きゅう。みんな

が楽しそうに生きている地きゅう。空気もき
れいで空も青い地きゅう。せんそうもなく仲
よしの地きゅう。
そんな美しい地きゅうを、うちゅうから見

てみたいなあ。

小川みゆき（埼玉県・小学校3年）

うちゅうから見た地きゅう

神東小学校では、何年か前から愛鳥活動を行っています。愛鳥

活動では、野鳥かんさつや鳥の世話（冬）を行っています。

この間台風が来て、鳥たちがいつもとまっている木の枝がきず

ついたので、みんなで心ぱいしていました。でも台風がすぎて、

ぼくたちが勉強していると、いろいろな鳥たちの声が聞こえてき

たので、台風をうまく乗りこえたのかなあと、少し安心しました。

ぼくの学校には、毎年シジュウカラが子育てをしに巣箱にやっ

て来ます。今年は愛鳥委員会で巣箱のそうじをしました。去年し

ていなかったので、去年の巣の上に今年は巣を作っていました。

来年もぼくたちの近くで子育てをしてほしいです。鳥たちがい

つまでも楽しくくらせる場所を大切にのこしていきたいと思いま

す。

浅海慶太（山口県・小学校3年）

きれいになったよ
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私の家では、金魚をかっています。そこには、水草

をいっぱいうかばせています。水草を茶色にしないよ

うに、大切にしています。

もっと、緑をふやしていって、きれいにしていきた

いです。宇宙人に、「きれいな星だな。」って、言われ

るような地球にしたいです。

金魚だって、小さな体を、ゆうがに、ひらひら、そ

して、ゆらゆらと、人間をいやしてくれます。そのよ

うな、力を持っている金魚がこの地球にいるのだから、

「地球もそんなふうに、なるといいな。」と思います。

殿岡レミナ（静岡県・小学校4年）

未来の地球は、このように

道ばたにゴミが落ちているのをよく見かけます。

ゴミをすてる人たちは、あたり前な事が出来ていな

い、ダメな人だと思います。私はそういう人たちの

ようにならないように、あたりまえ前のことだけど

しっかりできるようにしたいです。

道ばたにゴミがおちていると、自然まで汚れてし

まって、人間だけのことではなくなってしまいます。

事実、富士山は、ゴミがたくさんあったために世界

遺産になれませんでした。富士山は、人間のせいで、

いい迷惑だと思っているにちがいないと思います。

大木奈生（静岡・小学校5年）

富士山が泣いている

地球は命の源だ。
その地球があるから私達は生まれてきた。
大きな命、小さな命。地球は様々な命を生み出してく

れる。
そこに生えている小さな芽。朝露を輝かせ、いきいき

と生きている。これも地球から生まれた。
人も動物も鳥も虫も植物も、そして空気も水も。地球

がくれた命だ。
だから、私達は、地球を汚してはいけない。なぜなら、

地球は、偉大なる母なのであるから。
いつまでもこのあたたかい自然が永遠に続きますよう

に……。

荒山美紀（茨城県・中学校1年）

地球から命は生まれた
水が植物を作る。植物が空気を綺麗にし、食べ物を作る。

そしてそれを食べ、僕たちが生きている。僕たちはこのよう

な大きいサイクルの中で生きている。

皆はもう忘れたかもしれないが、昔は緑が濃く、世界が自

然であふれていた。皆が自然を大事にし、自然とともに暮ら

していた。

だが今では、緑も少なくなり、環境汚染が進んでいる。そ

れでも、僕たちは自然を壊し続けている。現代人はそれを当

り前だと思い、こんな環境で生きている。

僕たちが今しなければならないことは、自然の種を植える

ことだ。どんなに長くかかっても、こわれずに育ち、未来の

僕らに希望を与えてくれる、強い種だ。

水沢　丈（大阪府・インターナショナル8年）

種

暑い暑い、まだ夏じゃないのに、暑すぎる

風もふかない日が続く

それにつれ、車では、冷ぼうづくし

今、ぼくは、アスファルトの上、車が横を

どんどんさえぎっていく

そのたびきたない空気を吸って、むせる

下はきたない、上は燃えてる

地球は、どうなるの？

齋藤穂高（静岡・小学校6年）

地球の苦労
おじいちゃんが昔は空に手が届きそう

なぐらい星があったと言っていた。

わたしはもっとたくさんの星が見たく

なった。

空に散らばる星、今はどこにあるのか

な？　もう二度と見られないのかな？

そう思うと悲しい。見たい。たくさん

の星を。

森本紋奈（静岡・小学校6年）

星空

もしも、地球がこんな姿になったら、あな
たはどう思いますか？
温暖化や、オゾン層の破壊などといった公

害問題によって、僕は百年後の地球の姿がこ
んな状態になってしまうのではないか……と
思います。
私たちの地球がこんな状態になるのを防ぐ

ため、これからどうすればよいかを考えない
といけないと思います。

中村さとき（大阪府・インターナショナル8年）

将来の地球

ぼくは、草むしりについてのはいくをつくりました。草は

むしってもむしっても生えてくる生命力がとても強い物だ。

ふまれてもふまれてもおきあがってくるほんとうに強い物だ。

草は、いろんなところに生えて、人間にむしられて、燃やさ

れたりしている。

でも草の中には、人間の負ったきずをなおすことのできる

草もあって、すりきずや虫さされなどの時にその草のえきみ

たいな物をぬるとそれがおさまるから草は大切な物だと思う。

草は、生命力がすごく強いけど、ぼくは、あまり生命力が

強くないから、草をちょっとおてほんに生きていきたい。草

は、地球に必要だと思うからむやみに草をむしらないでほし

いです。

森本壮胤（富山県・小学校5年）

雑草は強い
地球にゴミをすてたら、動物がこまります。

木を切りたおしたら、植物がこまります。

地球には、たくさんの生き物がいるから、

だれかが、かってなことをすると、他のもの

がこまってしまうことがあります。

少しは他の生き物の気持ちを考えてあげた

らいいと思いながら、この絵をかきました。

向井勝紀（広島県・小学校5年）

みんなの地球



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

ほっとな出会い

編
集
部
よ
り

●OECDやIEAが昨年実施した国際学力

調査の結果、日本の高校一年生の読解力

や、小・中学生の理科・数学の学力が低

下傾向にあることがわかった。文科省は

早速、学習指導要領や授業時数を見直す

という。そのまえに、日本の教育がめざ

している学力との関わりの中で、結果の

内実を十分分析することが必要であろう。

●臨時増刊・新潟県中越地震お見舞い号

（本誌p.3ご参照）の中で宮城まり子先生

は、「想像するのは、雨や地崩れした土

地、叫んでいる故郷。なんとつらいこと

でしょう」と心を痛めておられる。気持

ちを一つにして、災害とたたかっておら

れる被災地の皆様が、一日も早く平穏な

日常を取り戻されるようお祈りしたい。
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タケカワユキヒデさん（作曲家・作家）創作活動は小山君と二人で始めた
TAKEKAWA YUKIHIDE

タ
ケ
カ
ワ
さ
ん
に
は
、
小
・
中
・
高
・
大
学
と
同
じ
学
校
に

通
っ
た
友
人
が
い
た
。
そ
の
名
は
小
山
條
二
君
。
青
春
の
同
伴

者
だ
っ
た
。

実
は
小
学
校
で
は
同
じ
ク
ラ
ス
に
な
っ
た
こ
と
は
一

度
も
な
く
、
中
学
二
年
の
時
に
初
め
て
彼
と
一
緒
の
ク

ラ
ス
に
な
り
ま
し
た
。
席
も
隣
り
に
な
っ
て
、
あ
る
時
、

授
業
中
に
彼
の
ノ
ー
ト
を
の
ぞ
い
た
ら
、
ペ
ー
ジ
の
端

っ
こ
に
番
号
を
ふ
っ
て
、
そ
の
数
字
の
回
り
に
デ
ザ
イ

ン
を
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。
パ
ラ
パ
ラ
め
く
る
と
数
字

を
囲
っ
た
丸
が
だ
ん
だ
ん
小
さ
く
な
っ
て
い
く
。
思
わ

ず
そ
の
ノ
ー
ト
を
取
り
あ
げ
て
「
オ
レ
に
も

や
ら
せ
ろ
」
っ
て
言
っ
て
、
そ
れ
か
ら
え
ら

く
な
か
よ
く
な
っ
た
ん
で
す
よ
。

そ
れ
か
ら
、
二
人
で
新
聞
委
員
に
な
り
、

『
古
新
聞
』
と
い
う
名
前
の
壁
新
聞
を
作
っ

て
い
ま
し
た
。
あ
る
時
、
彼
が
新
聞
に
載
せ

る
推
理
小
説
を
書
こ
う
と
言
い
出
し
た
。
書

き
あ
げ
た
も
の
を
見
せ
合
っ
た
ら
、
僕
の
は

最
初
に
人
が
死
ん
で
、
そ
の
謎
を
解
き
明
か

す
と
い
う
内
容
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
彼
の
は

最
初
に
死
体
が
出
て
き
て
、
そ
の
後
も
次
々

と
殺
人
事
件
が
起
き
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
展

開
な
ん
で
す
よ
。
彼
は
文
章
も
う
ま
い
し
、

何
で
も
オ
シ
ャ
レ
に
や
る
や
つ
で
し
た
。

そ
の
後
、
そ
ろ
っ
て
浦
和
高
校
に
入
学
、
放
送

部
、
ラ
グ
ビ
ー
部
と
行
動
を
共
に
す
る
。

放
送
部
で
は
、
昼
休
み
に
ビ
ー
ト
ル
ズ
を
か
け
て
、

ギ
ャ
グ
の
応
酬
の
よ
う
な
原
稿
を
書
い
て
流
し
て
い
ま

し
た
。
あ
る
時
、
友
達
に
「
今
日
の
放
送
よ
か
っ
た
だ

ろ
う
？
」
っ
て
聞
い
た
ら
、「
え
っ
、
そ
ん
な
の
や
っ

て
る
の
？
」
っ
て
言
わ
れ
た
ん
で
す
よ
。
音
が
小
さ
か

っ
た
の
か
と
思
っ
て
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
倍
に
し
た
ら
、

い
き
な
り
三
年
生
が
飛
び
込
ん
で
き
て
、「
昼
休
み
も

勉
強
し
て
い
る
ん
だ
！
」
っ
て
ど
な
ら
れ
た
。
そ
れ
で

放
送
部
を
ク
ビ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
ラ
グ
ビ
ー
部
で
メ
ン
バ
ー
が
足

り
な
い
と
い
う
話
が
あ
っ
て
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
バ
ッ
ク

ス
だ
と
い
う
か
ら
、
二
人
で
ラ
グ
ビ
ー
部
に
入
っ
た
ん

で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ォ
ワ
ー
ド
を
や
っ
て
い
た
先

輩
に
、「
オ
レ
が
バ
ッ
ク
ス
に
行
く
か
ら
、
お
前
達
は

フ
ォ
ワ
ー
ド
を
や
っ
て
く
れ
」
と
言
わ
れ
、
話
が
違
っ

て
き
た
。
連
日
ス
ク
ラ
ム
と
タ
ッ
ク
ル
の
練
習
ば
か
り

恐
怖
の
日
々
を
送
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

実
は
、
僕
は
中
一
の
時
か
ら
バ
ン
ド
を
や
っ
て
た
ん

で
す
。
卒
業
式
に
初
め
て
人
前
で
演
奏
し
た
ん
だ
け
ど

一
度
人
前
で
や
る
と
、
も
う
や
り
た
く
て
し
ょ
う
が
な

い
。
そ
ん
な
時
、
高
一
の
終
わ
り
に
、
バ
ン
ド
の
仕
事

が
舞
い
込
ん
で
き
た
。
仕
事
が
入
る
の
は
土
日
だ
か
ら

と
て
も
ク
ラ
ブ
な
ん
か
や
っ
て
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で

彼
を
残
し
て
僕
一
人
ラ
グ
ビ
ー
部
を
辞
め
ま
し
た
。

彼
は
作
詞
の
面
で
も
タ
ケ
カ
ワ
さ
ん
の
よ
き
パ
ー
ト
ナ
ー
と

し
て
実
力
を
発
揮
す
る
。

僕
ら
の
バ
ン
ド
は
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
コ
ピ
ー
を
や
っ

て
い
ま
し
た
。
英
語
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
曲
を
や
り
た
か
っ

た
ん
だ
け
ど
、
な
か
な
か
英
語
の
詩
が
書
け
な
い
で
い

た
。
と
こ
ろ
が
、
高
校
二
年
の
英
語
の
時
間
に
い
き
な

り
歌
詞
の
フ
レ
ー
ズ
が
浮
か
び
、夢
中
で
作
り
終
え
て
、

気
が
つ
い
た
ら
次
の
時
間
の
授
業
が
終
わ
っ
て
い
た
。

た
わ
い
の
な
い
ラ
ブ
ソ
ン
グ
な
ん
で
す
け
ど
、
や
っ
と

最
初
か
ら
英
語
で
作
っ
た
曲
が
で
き
た
。「
や
っ
た
！
」

と
思
っ
て
彼
に
聴
か
せ
た
ら
、「
オ
レ
も
書
い
て
み
よ

う
か
な
」
っ
て
言
っ
て
、
す
ぐ
に
歌
詞
を
書
い
て
持
っ

て
き
た
。
こ
れ
が
ま
た
い
い
ん
で
す
よ
！
　

高
三
の
時
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
留
学
生
ク
ロ
ー
デ
ィ

ア
の
お
別
れ
パ
ー
テ
ィ
に
よ
ば
れ
、
二
人
で
曲
を
作
っ

て
い
っ
た
。
ぼ
く
の
は"B

ye-bye
C
laudia

"

っ
て
い

う
曲
で
、
彼
の
は

"W
e
sh
all
a
w
av
e

good-bye
to
you
"

。
手
を
ふ
っ
て
さ
よ
な

ら
し
よ
う
っ
て
い
う
曲
な
ん
で
す
。
か
っ
こ

よ
か
っ
た
な
あ
。
思
え
ば
彼
は
英
語
の
成
績

が
ず
っ
と
5
で
、
ぼ
く
は
ず
っ
と
3
だ
っ
た
。

そ
し
て
二
人
は
東
京
外
大
に
進
学
。
彼
と
の
創

作
活
動
を
経
て
タ
ケ
カ
ワ
さ
ん
は
プ
ロ
デ
ビ
ュ
ー

を
果
た
す
。

僕
が
東
京
外
大
の
一
年
の
時
に
、
一
人
で

コ
ン
サ
ー
ト
を
開
い
た
ん
で
す
よ
。
そ
の
時

に
僕
が
「
組
曲
を
や
り
た
い
」
っ
て
彼
に
言

っ
た
ら
、"P

iled
B
locks"

と
い
う
名
前
の

組
曲
を
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。
ブ
ロ
ッ
ク
を

積
む
と
ま
た
崩
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
も
人
生

…
み
た
い
な
意
味
で
ね
。
こ
の
曲
は
、
後
に

ゴ
ダ
イ
ゴ
の
最
初
の
ア
ル
バ
ム
に
収
録
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
デ
ビ
ュ
ー
作
の
ソ
ロ
ア
ル
バ
ム
に

は
、
彼
が
二
曲
、
歌
詞
を
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。

僕
に
と
っ
て
の
創
作
は
、
彼
と
二
人
で
始
め
た
よ
う

な
も
の
で
す
。
最
初
の
ア
ル
バ
ム
を
出
し
た
時
に
「
高

校
の
授
業
中
に
作
っ
て
い
た
も
の
が
、
結
局
こ
ん
な
に

な
っ
ち
ゃ
っ
た
よ
ね
！
」
っ
て
、
二
人
で
大
笑
い
し
た

こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

そ
の
後
、
彼
は
他
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
詩
を
書
い
た

り
し
て
い
ま
し
た
が
、就
職
を
機
に
や
め
た
よ
う
で
す
。

本
当
に
お
も
し
ろ
く
て
す
ご
い
や
つ
で
し
た
ね
。

ゴダイゴ時代「ガンダーラ」が大ヒット。以降、音楽活
動の他に執筆、講演やテレビ・ラジオなどで幅広く活躍。

、、、 。




