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◆
先
生
は
ク
ロ
ア
チ
ア
（
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
）

の
素
朴
画
家
た
ち
と
交
流
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

最
初
の
出
会
い
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

ぼ
く
は
東
京
の
美
術
大
学
を
卒
業
し
て
、
昭

和
38
年
に
諏
訪
に
戻
っ
て
来
ま
し
た
。
い
わ
ゆ

る
U
タ
ー
ン
で
す
。
当
時
は
デ
ザ
イ
ン
の
仕
事

が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
鬱
屈
し
た
気
持
ち
で
い
ろ

い
ろ
な
仕
事
を
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
絵
を
描

き
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
ず
っ
と
持
ち
続
け
て

い
ま
し
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
朝
日
新
聞
で
「
ユ
ー
ゴ
の

素
朴
派
」
と
い
う
大
き
な
記
事
を
目
に
し
ま
し

た
。
そ
こ
に
イ
ワ
ン
・
ラ
ブ
ジ
ン
、
イ
ワ
ン
・

ゲ
ネ
ラ
リ
ッ
チ
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
、

心
惹
か
れ
る
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。

そ
の
画
家
た
ち
は
心
の
生
計
の
た
め
に
絵
を

描
く
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
農
業
、
家
具

職
人
、
靴
屋
な
ど
の
仕
事
を
持
ち
な
が
ら
、
ふ

る
さ
と
を
こ
よ
な
く
愛
し
て
、
自
分
の
ス
タ
イ

ル
で
好
き
な
よ
う
に
ふ
る
さ
と
の
絵
を
描
い
て

い
る
。
心
の
生
計
の
た
め
に
描
い
て
い
る
の
で

す
か
ら
、
絵
を
売
る
こ
と
も
し
ま
せ
ん
。

モ
ノ
ク
ロ
で
掲
載
さ
れ
た
イ
ワ
ン
・
ラ
ブ
ジ

ン
の
絵
に
心
の
中
で
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
で
色
を

つ
け
な
が
ら
、
表
面
的
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
真
似

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
流
れ
て
い
る
思
想

と
い
う
か
、
ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
こ
と
の
大
事

さ
を
学
び
ま
し
た
。
そ
し
て
、
自
分
も
嘆
い
て

ば
か
り
い
な
い
で
、
素
朴
画
家
た
ち
と
同
じ
よ

う
に
、
身
近
に
あ
る
す
ば
ら
し
い
信
州
の
四
季

を
描
い
て
い
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
と
思
う
よ

う
に
な
っ
た
ん
で
す
。

あ
の
時
、
あ
の
新
聞
記
事
に
出
合
っ
て
い
な

け
れ
ば
、
ぼ
く
は
絵
を
描
い
て
い
な
か
っ
た
か

も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。
だ
か
ら
、
そ
の
時
の
記
事

は
茶
色
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
今
も
大

事
に
と
っ
て
あ
り
ま
す
。

◆
素
朴
画
と
の
出
合
い
が
、
ふ
る
さ
と
画
家
・

原
田
泰
治
の
誕
生
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す

ね
。今

の
よ
う
に
何
で
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
簡

単
に
調
べ
ら
れ
る
時
代
と
違
っ
て
、
当
時
は
素

朴
画
や
そ
の
画
家
に
関
す
る
資
料
が
全
然
手
に

入
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
か
ら
自
分
の
ス
タ
イ

ル
を
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
ん
で

す
。
ど
う
描
い
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
の
ア
ク
リ
ル
カ
ラ
ー
を
買
っ
て
き
て

自
分
の
好
き
な
よ
う
に
一
枚
描
い
て
み
ま
し
た
。

す
る
と
、
自
分
な
り
に
気
に
入
る
絵
が
で
き
た

ん
で
す
よ
。「
こ
れ
は
自
分
の
世
界
に
な
る
の
で

は
な
い
か
」
と
思
え
る
よ
う
な
絵
が
描
け
た
。

そ
れ
が
ぼ
く
の
絵
の
ス
タ
イ
ル
の
原
型
に
な
っ

た
ん
で
す
。
そ
の
絵
に
も
人
物
の
目
、
鼻
が
描

い
て
な
い
ん
で
す
よ
。
今
も
そ
の
ス
タ
イ
ル
は

ず
っ
と
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

四
季
の
移
り
変
わ
り
、
四
季
の
風
み
た
い
な

も
の
を
自
分
の
絵
に
取
り
入
れ
、
で
き
る
だ
け

自
然
に
近
づ
く
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て

描
い
て
い
ま
し
た
。
ぼ
く
が
生
ま

れ
育
っ
た
信
州
の
自
然
や
、

特
に
四
歳
か
ら
中
学
一
年

ま
で
の
少
年
時
代
を
伊
賀

良
村
（
現
・
飯
田
市
）
で

過
ご
し
た
こ
と
が
、
ぼ
く

の
絵
に
大
き
な
影
響
を
与
え

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

実
は
、
素
朴
画
と
出
合
う
前
か

ら
、
伊
賀
良
村
の
思
い
出
の
絵
は
描
い
て

い
ま
し
た
。
時
代
か
ら
消
え
い
く
も
の
、
日
本

が
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
で
き

る
だ
け
描
い
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
た
わ
け
で

す
。

◆
少
年
時
代
の
伊
賀
良
村
で
の
経
験
が
、
作
品

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
の
こ
と
で
す

が
…
…
。

ぼ
く
は
一
歳
の
時
に
小
児
麻
痺
に
な
り
、
三

歳
ま
で
歩
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
四
歳
の
時
、
一

家
で
伊
賀
良
村
に
疎
開
す
る
わ
け
で
す
が
、
開

拓
農
民
な
の

で
、
村
の
一
番

高
台
の
荒
地
だ
っ
た

ん
で
す
ね
。
ぼ
く
の
家
か
ら
、

点
在
す
る
集
落
や
、
左
手
に
は
飯

田
の
町
、
屏
風
の
よ
う
な
赤
石
山

脈
、
そ
の
下
を
母
の
帯
の
よ
う
に

蛇
行
す
る
天
竜
川
が
パ
ノ
ラ
マ
の

よ
う
に
見
渡
せ
る
ん
で
す
。
足
が

不
自
由
な
ぼ
く
は
、
い
つ
も
縁
側

H A R A D A  T A I J I

日
本
の
古
き
よ
き
時
代
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
実
を
描
い
て

い
る
ん
で
す
ね
。
日
本
に
は
ま
だ
い
い
所
が
こ
ん
な
に
残
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
、
一
生
懸
命
取
材
を
し
て
、
絵
で
残
し
て
い
る
ん
で
す
。

消
え
て
い
く
ふ
る
さ
と
を
描
き
残
す

原
田
泰
治
先
生
（
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
画
家
）

地球となかよし
インタビュー

1940年長野県生まれ。武蔵野美術大学卒業。
1歳の時、小児麻痺にかかり両足が不自由にな
る。4歳の時、一家で伊賀良村（現飯田市）
に開拓農民として入植する。1964年諏訪市
に「ホーコードーデザインスタジオ」を
設立し、グラフィックデザイナーとし
て活動。1982年4月より朝日新聞日
曜版に「原田泰治の世界」を連載
（1984年9月まで）。1998年7月、
諏訪市への長年の協力と貢献に
よって、市が諏訪湖畔に諏訪
市原田泰治美術館を開館。
著書に『原田泰治自選画集』
『画集「原田泰治が描く―

日本の歌百選」』『絵本
「とうちゃんのトンネ
ル」』など多数。

原田泰治先生プロフィール



に
座
っ
て
じ
っ
と
四
季
の
移
ろ
い
を
眺
め
て
い

ま
し
た
。
そ
う
い
う
経
験
を
通
し
て
、
ぼ
く
は

俯
瞰
的
に
見
る
鳥
の
目
を
い
た
だ
い
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。

ま
た
、
友
だ
ち
が
お
ん
ぶ
し
て
く
れ
て
遊
び

に
行
く
ん
だ
け
れ
ど
も
、
み
ん
な
が
遊
び
回
っ

て
い
る
間
、
ぼ
く
は
動
け
な
い
か
ら
一
時
間
で

も
二
時
間
で
も
じ
っ
と
待
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
の
間
、
自
分
の
座
っ
て
い
る
周
辺
の
狭
い
行

動
半
径
の
中
で
、
野
の
花
や
サ
イ
ダ
ー
び
ん
の

か
け
ら
や
蟻
の
巣
な
ど
小
さ
な
遊
び
道
具
を
見

つ
け
て
待
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
ぼ
く

な
り
の
遊
び
か
ら
、
細
か
く
観
察
す
る
虫
の
目

を
も
ら
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。

も
し
、
足
が
不
自
由
で
な
か
っ
た
ら
、
ぼ
く

の
絵
の
特
徴
と
も
な
っ
て
い
る
大
き
く
俯
瞰
し

て
み
る
鳥
の
目
や
、
細
か
く
観
察
す
る
虫
の
目

を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ

う
ね
。
そ
う
考
え
る
と
、
人
間
っ
て
制
約
さ
れ

て
こ
そ
予
期
せ
ぬ
力
が
生
ま
れ
て
く
る
も
の
な

ん
で
す
ね
。

◆
朝
日
新
聞
日
曜
版
の
連
載
「
原
田
泰
治
の
世

界
」
で
は
、
全
国
47
都
道
府
県
の
ふ
る
さ
と
を

描
き
継
が
れ
、
大
き
な
反
響
を
呼
び
ま
し
た
ね
。

連
載
を
始
め
た
頃
は
、
取
材
先
で
そ
の
土
地

の
人
に
話
を
聞
く
と
い
う
こ
と
も
せ
ず
、
写
真

を
と
っ
た
り
、
ス
ケ
ッ
チ
を
し
て
慌
て
て
帰
っ

て
く
る
と
い
う
状
況
で
し
た
。
だ
け
ど
、
そ
れ

で
は
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
ん
で
す
。

そ
の
地
域
の
方
の
お
話
を
聞
い
て
、
た
と
え
五
分

で
も
十
分
で
も
そ
こ
に
住
ん
だ
気
持
ち
に
な
っ

て
取
材
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

孫
を
お
ん
ぶ
し
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
れ
ば
、

「
雪
は
ど
の
く
ら
い
積
も
り
ま
す
か
」
と
か
「
買

い
物
は
ど
う
し
て
い
ま
す
か
」
と
か
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
す
る
よ
う
に
し
た
の
で
す
。
時
に
は
縁
側

で
お
茶
を
い
た
だ
き
な
が
ら
話
し
込
む
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

や
郷
土
史
に
も
載
っ
て
い
な

い
森
や
川
の
名
前
、
そ
の
由

来
、
言
い
伝
え
な
ど
を
聞
く

こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
よ
。

お
話
の
中
に
は
キ
ラ
キ
ラ

光
る
言
葉
が
ち
り
ば
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
聞
い
た

要
素
を
絵
の
中
に
い
っ
ぱ
い

入
れ
て
い
く
よ
う
に
し
ま
し

た
。た

だ
、
表
面
的
な
自
然
や

懐
か
し
い
ふ
る
さ
と
の
絵
を

描
く
の
で
は
な
く
、
自
然
の

中
に
慎
ま
し
や
か
に
生
き
て

い
る
人
々
の
姿
を
き
ち
ん
と

描
き
こ
ん
で
い
っ
た
こ
と

が
、
読
者
の
方
々
の
共
感
を

得
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

◆
そ
う
い
え
ば
、
中
越
地
震
で
大
き
な
被
害
を

受
け
た
山
古
志
村
の
絵
も
お
描
き
に
な
っ
て
い

ま
す
ね
。

以
前
、
N
H
K
の
「
さ
だ
ま
さ
し
・
原
田
泰

治
の
ア
ー
ト
紀
行
」
と
い
う
番
組
で
、
山
古
志

村
を
訪
ね
ま
し
た
。
好
き
な
と
こ
ろ
を
二
人
で

旅
し
て
、
そ
こ
で
ま
さ
し
君
は
歌
を
一
曲
作
り
、

ぼ
く
は
絵
を
一
枚
描
く
と
い
う
趣
向
な
ん
で
す

が
、
そ
の
時
に
、
冬
の
山
古
志
村
の
絵
を
描
き

ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
に
、
ぼ
く

が
描
い
た
家
が
中
越
地
震
で
水
没
し
た
と
い
う

の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
ニ
ュ
ー
ス
の
中

で
ぼ
く
の
こ
と
も
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、

そ
の
絵
を
持
っ
て
、
ま
さ
し
君
と
二
人
で
避
難

先
の
長
岡
の
体
育
館
へ
駆
け
つ
け
た
ん
で
す
。

す
る
と
、
み
な
さ
ん
が
手
を
握
り
涙
を
流
し
て

喜
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

そ
の
時
に
、「
原
田
さ
ん
、
ぜ
ひ
春
の
絵
も
描

い
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
て
、
次
は
必

ず
春
の
絵
を
持
っ
て
来
ま
す
と
約
束
し
た
ん
で

す
。
そ
し
て
二
枚
目
の
絵
「
山
古
志
の
春
」（
上

の
写
真
）
が
完
成
し
ま
し
た
。

◆
自
然
破
壊
が
進
み
、
ふ
る
さ
と
も
失
わ
れ
つ

つ
あ
り
ま
す
。
一
方
、
子
ど
も
を
め
ぐ
る
陰
惨

な
事
件
が
続
い
た
り
、
世
の
中
全
体
が
病
ん
で

い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
ね
。

そ
う
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
こ
そ
ぼ
く
は
、
日

本
の
古
き
よ
き
時
代
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な

く
、
現
実
を
描
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。
日
本
に

は
ま
だ
い
い
所
が
こ
ん
な
に
残
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
、
一
生
懸
命
取
材
を
し
て
、
絵
で

残
し
て
い
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
み
ん
な
が
手

を
挙
げ
て
、
写
真
家
な
ら
写
真
で
、
絵
描
き
な

ら
絵
で
、
い
ろ
い
ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
の
人
た
ち
が

様
々
な
形
で
ふ
る
さ
と
を
見
守
り
、
発
表
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
が
と
て
も
大
事
な
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

ひ
と
昔
前
は
、
雪
が
降
る
と
辻
々
ま
で
全
部
、

み
ん
な
が
雪
を
か
き
ま
し
た
よ
ね
。
で
も
今
は

雪
か
き
を
し
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
ぼ

く
が
結
構
大
き
く
な
る
ま
で
、
子
ど
も
が
辻
々

で
遊
ん
で
い
ま
し
た
よ
ね
。
今
は
そ
う
い
う
姿

が
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

も
う
ひ
と
つ
残
念
な
こ
と
は
、
ぼ
く
み
た
い

な
足
の
悪
い
子
や
体
の
不
自
由
な
子
も
必
ず
一

緒
に
地
域
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
よ
ね
。
ぼ
く

は
特
殊
学
級
に
行
っ
て
た
わ
け
で
も
な
い
し
、

伊
賀
良
村
小
学
校
で
普
通
の
生
徒
と
一
緒
に
育

っ
た
ん
で
す
。
そ
う
い
う
交
流
っ
て
、
も
の
す

ご
く
大
事
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、

福
祉
も
大
事
だ
け
れ
ど
、
体
の
不
自
由
な
子
ど

も
た
ち
だ
け
を
集
め
て
暮
ら
し
て
い
け
ば
い
い

と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
き
ち
っ
と

線
引
き
が
で
き
て
し
ま
っ
て
、
接
点
が
な
く
な

っ
て
い
る
の
は
大
き
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

学
校
を
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
し
て
、
普
通
の
生

徒
の
中
で
育
て
て
い
け
ば
い
じ
め
な
ん
か
起
こ

ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
障
害
を
も
っ
た
子
ど

も
た
ち
が
学
校
に
一
人
い
る
だ
け
で
、
み
ん
な

で
助
け
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

そ
う
な
る
と
、
い
じ
め
な
ん
て
し
て
い
る
場
合

じ
ゃ
な
い
で
す
か
ら
ね
。
ぼ
く
が
こ
ん
な
に
元

気
で
が
ん
ば
っ
て
い
ら
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う

学
校
に
育
っ
て
み
ん
な
と
一
緒
に
や
っ
て
こ
れ

た
か
ら
な
ん
で
す
ね
。

確
か
に
、
今
の
世
の
中
、
ど
こ
か
お
か
し
い

し
、
子
ど
も
た
ち
も
悪
く
な
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
評
論
家
の
言
葉
だ
け
を
信
じ
る
の
で
は

な
く
、
ま
ず
、
隣
の
人
と
よ
く
話
を
し
、
な
か

よ
く
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ
こ
が
原
点
だ
と

思
い
ま
す
。

嘆
い
て
ば
か
り
い
な
い
で
、
ま
ず
、
修
復
で

き
る
と
こ
ろ
か
ら
実
行
し
て
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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■
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
と
し
て
の

教
師
と
の
出
会
い

昨
年
（
二
〇
〇
五
年
）
の
秋
、
私
た
ち
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

東
北
部
（
ユ
マ
リ
ス
キ
ュ
ラ
）
に
あ
る
極
小
規
模
の
基
礎
学

校
を
訪
問
し
た
。
そ
の
学
校
に
、
あ
る
女
性
の
教
師
が
い
た
。

穏
や
か
で
偉
ぶ
ら
な
い
姿
勢
の
な
か
に
、
ど
こ
か
芯
の
強
さ

を
感
じ
さ
せ
る
不
思
議
な
魅
力
の
持
ち
主
だ
っ
た
。
聞
く
と
、

こ
の
教
師
は
こ
の
小
さ
な
町
に
二
〇
年
以
上
も
暮
ら
し
つ
づ

け
て
き
た
と
い
う
。
そ
し
て
彼
女
は
、
こ
の
地
域
で
有
名
な

「
お
は
な
し
の
語
り
手
」（storyteller

）
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
教
師
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
民
衆
に
も
っ
と
も
親
し
ま
れ

て
い
る
叙
事
詩
「
カ
レ
ワ
ラ
」（K

alev
ala

）
を
語
っ
て
も
ら
っ

た
。
そ
の
し
み
じ
み
と
し
た
「
語
り

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

」
に
派
手
な
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
は
一
つ
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
、
そ
の

教
師
の
穏
や
か
な
語
り
に
、
思
わ
ず
じ
っ
と
聴
き
入
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
力
み
の
な
い
生
き
た
言
葉
で
お
は
な

し
を
語
る
も
の
と
、
安
心
し
て
そ
の
語
り
に
聴
き
入
る
も
の

―
そ
の
響
き
合
う
身
体
か
ら
生
ま
れ
る
「
安
心
と
自
由
」
の

雰
囲
気
が
あ
っ
た
（
写
真
上

は
こ
の
学
校
の
教
室
に
あ
る

「
揺
り
椅
子
」
で
あ
る
）。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
は
、
学
校
の
教
師
た
ち
を
「
国
民
の

蝋
燭
ろ
う
そ
く

」（k
an
san
k
y
n
ttil

）
に
た
と
え
る
伝
統
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
暗
闇
の
な
か
で
灯
り
を
と
も
し
、
知
へ
と
い
ざ
な
い
、

人
を
導
く
存
在
と
し
て
の
学
校
教
師
へ
の
尊
敬
と
憧
れ
を
こ

め
た
表
現
で
も
あ
る
。
私
に
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
民
衆
が

「
国
民
の
蝋
燭
」
と
い
う
言
葉
に
託
し
た
教
師
へ
の
想
い
と
、

ユ
マ
リ
ス
キ
ュ
ラ
と
い
う
小
さ
な
町
の
こ
の
教
師
の
姿
と
が
、

ど
こ
か
重
な
り
合
う
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

世
界
一
高
い
と
評
さ
れ
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
子
ど
も
た
ち

の
「
学
力
」
の
背
景
に
は
、
自
分
の
言
葉
で
自
分
の
物
語
を
穏

や
か
に
語
り
合
う
と
い
う
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
な
言
葉
の
文
化
が
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

■
過
密
で
も
な
く
過
酷
で
も
な
い
学
び

周
知
の
よ
う
に
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
、
二
〇
〇
三
年
の
経

済
協
力
開
発
機
構
（
O
E
C
D
）
の
国
際
的
な
学
習
到
達
度

調
査
（
P
I
S
A
）
で
、
読
解
力
と
科
学
的
応
用
力
が
1
位
、

数
学
的
応
用
力
が
2
位
、
問
題
解
決
能
力
が
3
位
と
い
う
好

成
績
だ
っ
た
。

一
般
に
、
学
力
向
上
の
施
策
を
考
え
る
と
き
、
私
た
ち
日

本
人
は
、
学
校
の
学
習
時
間
を
増
や
し
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の

密
度
を
高
め
る
こ
と
や
、
家
庭
学
習
（
宿
題
）
な
ど
の
学
習

時
間
を
長
く
す
る
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
や
す
い
。
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
驚
く
こ
と
に
、
二
〇
〇
一
年
の

O
E
C
D
調
査
に
よ
る
と
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
七
〜
一
四
歳

児
の
総
標
準
授
業
時
間
は
、
加
盟
国
の
な
か
で
も
っ
と
も
短

い
。
ま
た
、
二
〇
〇
四
年
の
調
査
で
は
、
学
校
外
の
学
習
時

間
も
、
加
盟
国
の
な
か
で
も
っ
と
も
短
い
と
い
う
結
果
が
出

て
い
る
。

で
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
子
ど
も
た
ち
は
、
世
界
一
「
過

密
」
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
学
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
最
新
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
以
前
の
も
の
に
比
べ

て
厚
み
を
増
し
、
詳
細
な
視
点
の
例
示
も
増
え
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
の
性
格
や
、
現
場
教
師

の
主
体
性
重
視
の
姿
勢
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。
む
し
ろ
、

世
界
か
ら
は
、
国
際
的
な
学
力
の
高
さ
は
こ
の
柔
軟
な
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
、
専
門
性
の
高
い
教
師
の
自

由
裁
量
の
成
果
で
は
な
い
か
、
と
い
う
関
心
が
高
ま
り
、
あ

る
意
味
で
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
教
育
政
策
担
当
者
た
ち
自
身

が
当
惑
す
る
姿
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。

■
未
来
志
向
の
学
力
像
へ
い
ち
早
く
対
応

で
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
子
ど
も
た
ち
の
P
I
S
A
好
成

績
と
学
力
（
学
習
到
達
度
）
の
高
さ
の
背
景
に
何
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。

P
I
S
A
が
測
定
し
よ
う
と
し
た
学
力
は
、
知
識
が
高
度

化
し
、
複
合
化
し
、
流
動
化
す
る
社
会
（
産
業
主
義
社
会
か

ら
ポ
ス
ト
産
業
主
義
社
会
へ
の
移
行
）
を
見
通
し
、
二
一
世

紀
に
必
要
と
さ
れ
る
学
力
を
基
準
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
調
査
は
、
単
に
あ
る
学
習
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
ど
こ
ま
で
習

得
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
習
得
し
た
知
識
や
技

能
な
ど
を
、
実
生
活
の
課
題
状
況
で
ど
の
程
度
柔
軟
に
応
用

で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
て
査
定
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、「
パ
ッ
と
問
わ
れ
て
パ
ッ
と
答
え
る
力
」
よ
り
も
「
少
し

時
間
を
か
け
て
よ
く
考
え
る
力
」
を
見
る
評
価
で
も
あ
る
。

こ
の
学
力
の
査
定
は
、
抽
象
的
な
課
題
を
（
自
分
の
い
き

い
き
と
し
た
「
生
活
経
験
」
と
は
関
係
な
く
）
抽
象
的
に
解

決
す
る
力
だ
け
で
な
く
、
実
感
の
あ
る
生
活
体
験
か
ら
生
ま

れ
た
み
ず
か
ら
の
経
験
を
、
現
実
世
界
の
課
題
へ
と
応
用
す

る
柔
軟
な
力
の
評
価
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
学
力
像
を
前
提
に
、
P
I
S
A
の
調
査
で
は
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
学
力
（
二
一
世
紀
に
必
要
と
さ
れ
る
学
習

4
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到
達
度
）
が
、
国
際
的
に
極
め
て
高
い
水
準
に
あ
る
と
評
価

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
国
際
的
視
野
に
立
つ

普
遍
的
な
（
未
来
志
向
の
）
学
力
像
へ
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の

人
び
と
の
鋭
敏
な
対
応
が
あ
っ
た
。

■
自
己
肯
定
感
を
は
ぐ
く
む
学
び
合
い

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
国
内
で
は
、
理
数
科
離
れ
対
策
と
し
て
実

施
さ
れ
た
全
教
育
段
階
に
お
け
る
理
数
科
教
育
推
進
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
（L

U
M
A

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト：

一
九
九
六
年
か
ら
二
〇

〇
二
年
ま
で
実
施
）
や
、
母
語
力
低
下
対
策
と
し
て
始
ま
っ

た
学
習
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（L

U
K
U

―S
u
om
i

プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト：

二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
ま
で
実
施
）
の
よ
う
な

国
家
的
学
力
向
上
の
施
策
も
あ
っ
た
。
た
し
か
に
そ
れ
ら
も

一
定
の
効
果
を
あ
げ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
世
界
一
高
い
「
学
力
」
の
背
景
に
は
、
そ

の
他
に
も
い
く
つ
か
の
重
要
な
要
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
「
公
正
と
平
等
」
の
実
現
が
、
つ
ね
に
最
優
先
の

政
策
課
題
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
経
済
的
に
困
難
を

抱
え
る
家
庭
の
子
も
、
裕
福
な
家
庭
の
子
も
、
そ
の
教
育
条

件
に
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
小
学
校
か
ら
大
学
、
大
学
院
に
至
る

ま
で
、
授
業
料
は
原
則
無
償
で
あ
る
。
九
年
間
の
義
務
教
育

期
間
は
、
給
食
も
、
教
科
書
も
無
償
で
支
給
さ
れ
る
。
大
学

生
は
、
住
居
手
当
や
勉
学
手
当
を
国
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
返
還
す
る
必
要
の
な
い
奨
学
金
制
度
も
充
実
し
て
い

る
。
そ
の
結
果
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
生
徒
間
、
学
校
間
、
家

庭
環
境
な
ど
の
違
い
に
よ
る
学
力
（
学
習
達
成
度
）
の
格
差

も
世
界
一
少
な
い
。

二
つ
目
は
、「
学
び
合
い
」
を
重
視
し
、
対
話
の
あ
る
学
び

を
大
切
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
は
、
社
会
構
成
主
義
と
い
う
理
念
か
ら
多
く
の
影
響
を
受

け
て
い
る
。
対
話
を
重
視
す
る
社
会
構
成
主
義
の
学
び
で
は
、

学
習
の
競
争
化

．
．
．

よ
り
も
学
習
の
共
同
化

．
．
．

が
め
ざ
さ
れ
る
。
そ

れ
は
、
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
一
人
ぼ
っ
ち
に
な
っ
て
い
く
よ
う

な
学
び
で
は
な
く
、
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
友
だ
ち
が
増
え
て
い

く
よ
う
な
学
び
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
を

恐
れ
る
よ
う
な
学
び
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
わ
か
ら
な
さ
が

わ
か
る
人
」
が
賢
い
人
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
学

び
で
あ
る
。

こ
う
し
た
出
会
い
と
対
話
の
あ
る
学
び

合
い
へ
の
志
向
が
、
一
人
ひ
と
り
の
「
学

力
」
を
促
進
す
る
重
要
な
要
因
と
な
っ
て

い
る
。

三
つ
目
の
要
因
は
、
学
び
に
お
け
る

「
安
心
と
自
由
」
の
保
障
で
あ
る
。
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
の
人
々
が
た
い
せ
つ
に
し
て
き
た

「
安
心
」
は
、
他
者
と
と
も
に
あ
り
な
が
ら
、

自
分
が
自
分
で
あ
っ
て
大
丈
夫
と
い
う
自

己
感
覚
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

「
や
れ
ば
で
き
る
！
」
と
い
う
強
迫
感
覚
の

あ
る
も
の
で
は
な
く
、「
時
間
を
か
け
れ
ば

で
き
る
」
と
い
う
時
間
展
望
の
あ
る
安
心

感
で
も
あ
る
。

そ
の
結
果
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
子
ど
も

た
ち
は
、
比
べ
癖
が
つ
か
な
い
学
び
の
シ
ス
テ
ム
、
脅
し
で

動
機
づ
け
ら
れ
な
い
学
び
の
シ
ス
テ
ム
、
穏
や
か
で
地
道
な

学
び
の
シ
ス
テ
ム
を
保
障
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
が
、
自
己
肯
定
感
を
は
ぐ
く
む
学
び
や
、
生
涯
に

わ
た
る
「
自
分
探
し
の
旅
」
と
し
て
の
学
び
に
つ
な
が
り
、

一
人
ひ
と
り
の
人
生
イ
メ
ー
ジ
の
柔
軟
な
構
想
力
を
形
成
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

■
小
さ
な
灯
火
に
語
り
合
う

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
精
神

長
い
冬
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
人
々
は
、
蝋
燭
の
小
さ
な
灯

り
を
と
て
も
た
い
せ
つ
に
し
て
い
る
。
一
九
九
八
年
の
在
外

研
修
の
と
き
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
郊
外
の
あ
る
住
宅
地
で
は
、
家

族
が
集
う
食
卓
に
も
、
道
ゆ
く
人
々
を
照
ら
す
窓
辺
に
も
、

蝋
燭
の
灯
り
が
燈
っ
て
い
た
。
私
が
お
世
話
に
な
っ
た
大
学

で
は
、
研
究
室
の
机
の
上
で
暗
褐
色
の
キ
ャ
ン
ド
ル
グ
ラ
ス

に
包
ま
れ
た
小
さ
な
炎
が
揺
れ
て
い
た
。
ま
た
、
地
方
の
教

育
大
学
で
は
、
正
門
か
ら
玄
関
ま
で
、
数
百
の
キ
ャ
ン
ド
ル

が
雪
上
に
並
び
、
学
生
や
教
員
た
ち
を
学
び
舎
へ
と
導
い
て

く
れ
て
い
た
。
厳
し
い
冬
の
雪
景
色
に
、
小
さ
な
蝋
燭
の
灯

り
の
照
り
返
し
が
と
て
も
美
し
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
北
欧

の
冬
景
色
を
背
景
に
し
な
が
ら
、
自
分
の
言
葉
で
語
る
こ
と

の
で
き
る
教
師
は
「
国
民
の
蝋
燭
」
と
し
て
い
ま
な
お
深
く

尊
敬
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
だ
れ
が
だ
れ
に
勝
つ
か
負

け
る
か
と
い
う
「
競
争
」
原
理
で
は
な
く
、
む
し
ろ
穏
や
か

に
「
共
同
」
し
な
が
ら
学
び
あ
う
教
室
で
、
人
格
の
深
い
と

こ
ろ
か
ら
学
び
へ
の
意
欲
と
到
達
を
回
復
し
て
い
く
子
ど
も

た
ち
が
生
ま
れ
て
い
る
。
P
I
S
A
で
注
目
さ
れ
た
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
の
高
い
学
力
水
準
は
、
自
分
の
言
葉
で
語
り
合
う

「
共
同
」
の
精
神
を
基
盤
と
し
て
、
教
育
の
機
会
に
お
い
て
も

結
果
に
お
い
て
も
「
平
等
と
公
正
」
を
最
優
先
し
、
教
育
現

場
の
教
師
た
ち
の
自
由
裁
量
と
自
己
決
定
を
た
い
せ
つ
に
し

て
き
た
地
道
な
教
育
実
践
の
成
果
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

あ
か
り

●教室の揺り椅子

●ヘルシンキの学校の職員室



新
卒
者
の
就
職
状
況
は
、
最
悪
の
状
態
を
脱
し
た
と
い
わ

れ
て
い
る
が
、
安
定
し
た
仕
事
が
豊
富
に
あ
っ
た
一
九
八
〇

年
代
に
戻
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
本
格
的
な
雇
用
流
動

化
社
会
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。
学
校
を
出
た
ら
即
、
就

職
し
て
、
そ
こ
で
研
鑽
を
積
み
な
が
ら
職
業
人
と
し
て
成
長

し
、
や
が
て
一
家
を
構
え
て
親
に
な
る
と
い
う
、
工
業
化
時

代
に
形
成
さ
れ
た
、
一
人
前
に
な
る
た
め
の
仕
組
み
が
消
滅

し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
方
に
は
高
学
歴
で
自
由
と
可

能
性
を
与
え
ら
れ
た
若
者
が
生
ま
れ
る
が
、
も
う
一
方
に
は
、

道
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
若
者
や
、
競
争
の
激
化
す
る
労
働

市
場
か
ら
排
除
さ
れ
て
行
き
場
の
な
い
若
者
も
生
ん
で
い
る
。

■
工
業
化
時
代
の
枠
組
み
が
崩
壊

九
〇
年
代
前
半
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
、
会

社
の
新
卒
採
用
者
数
は
激
減
し
た
。
正
規
雇
用
は
二
百
万
人

も
減
少
し
、
そ
れ
を
上
回
っ
て
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
、
派

遣
・
契
約
社
員
な
ど
が
増
加
し
た
（
下
図
）。
こ
の
よ
う
に
、

就
職
氷
河
期
に
学
校
を
終
え
て
、
非
正
規
の
不
安
定
な
仕
事

に
就
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
若
者
が
、
い
ま
二
十
代
後
半
か

ら
三
十
代
前
半
に
大
量
に
滞
留
し
て
い
る
。

政
府
は
二
〇
〇
三
年
六
月
に
「
若
者
自
立
・
挑
戦
プ
ラ
ン
」

を
ま
と
め
て
若
年
者
雇
用
へ
の
取
り
組
み
を
強
化
し
、
就
職

を
支
援
す
る
「
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
」
の
設
置
、
職
業
教
育
の
拡

充
な
ど
、
具
体
的
方
策
を
実
施
し
て
き
た
。
し
か
し
、
若
者

を
対
象
と
す
る
近
年
の
調
査
・
研
究
の
結
果
か
ら
、「
不
況
下

の
就
職
対
策
」
と
い
う
短
期
的
な
位
置
づ
け
で
は
不
十
分
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

若
者
の
雇
用
を
め
ぐ
っ
て
は
、
意
欲
の
欠
如
や
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
不
足
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

つ
ま
り
、
若
者
自
身
の
問
題
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
間
の
統
計
デ
ー
タ
を
み
れ
ば
、
主
な
原
因
は
、
企

業
が
生
き
残
り
の
た
め
に
正
規
雇
用
の
若
年
者
の
採
用
を
減

ら
し
、
そ
の
分
を
非
正
規
雇
用
や
、
派
遣
社
員
に
置
き
換
え

た
こ
と
に
主
な
原
因
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
企
業
経
営

が
改
善
さ
れ
、
不
況
か
ら
脱
出
し
た
と
喧
伝
さ
れ
て
い
る
が
、

実
は
、
不
安
定
な
仕
事
に
就
く
就
業
者
を
増
す
こ
と
で
回
復

し
て
い
る
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
。

学
卒
と
同
時
に
職
場
に
入
り
、
そ
こ
で
教
育
さ
れ
て
一
人

前
の
職
業
人
に
な
り
、
社
会
人
と
し
て
も
自
立
し
て
い
く
仕

組
み
は
、
工
業
化
の
時
代
に
完
成
し
一
九
九
〇
年
代
前
半
ま

で
続
い
た
も
の
だ
っ
た
が
、
い
ま
や
そ
れ
が
消
滅
し
つ
つ
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
の
中
で
、
不
利
な
条
件
を
も
つ
若
者

が
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
被
っ
て
い
る
。
新
卒
者
の
就
職
状
況

が
改
善
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
広
が
る
な
か
で
、

す
で
に
不
利
な
状
態
に
置
か
れ
た
若
者
の
存
在
が
忘
れ
去
ら

れ
て
し
ま
わ
な
い
こ
と
を
願
う
。

近
年
の
各
種
調
査
に
よ
れ
ば
、
学
卒
後
一
貫
し
て
正
社
員

に
就
い
て
い
る
二
十
代
の
若
者
は
半
数
に
満
た
な
い
。
ま
た
、

大
多
数
が
離
転
職
を
経
験
し
て
お
り
、
同
じ
職
場
に
長
く
勤

め
よ
う
と
い
う
意
向
を
も
っ
て
い
る
者
も
急
減
し
て
い
る
。

終
身
雇
用
制
の
崩
壊
が
、
若
者
の
意
識
と
行
動
に
も
っ
と
も

明
瞭
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
経
済
構
造
の
大
転
換
が
起
こ
り
つ
つ
あ

る
な
か
で
、
若
者
の
自
立
の
た
め
の
環
境
整
備
が
必
要
と
な

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
の
仕
組
み
は
学
校
と
職

場
が
直
結
し
て
い
た
時
代
の
ま
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で

そ
こ
か
ら
は
ず
れ
て
し
ま
っ
た
若
者
が
生
き
て
い
く
仕
組
み

は
な
い
に
等
し
い
。
最
近
の
若
者
雇
用
対
策
の
重
点
が
二
十

代
後
半
か
ら
三
十
代
前
半
に
あ
る
の
も
、
行
き
場
を
失
っ
た

6

困
難
に
直
面
す
る
若
者
へ

包
括
的
・
継
続
的
な
支
援
を

知っておきたい 
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若
者
が
、
こ
の
年
齢
層
に
溜
ま
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
な
の
で

あ
る
。
欧
米
先
進
国
の
若
年
者
雇
用
対
策
が
十
代
後
半
か
ら

二
十
代
前
半
に
あ
る
の
と
著
し
く
異
な
る
の
は
、
日
本
で
若

者
問
題
へ
の
気
づ
き
が
遅
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。

■
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
自
立
」
と
「
活
動
」

欧
米
諸
国
は
、
一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け

て
、
若
者
の
深
刻
な
雇
用
問
題
を
経
験
し
て
き
た
。
二
〇
％

に
達
す
る
高
失
業
率
、
若
年
者
の
貧
困
化
、
ホ
ー
ム
レ
ス
化

を
前
に
、
多
く
の
調
査
・
研
究
が
行
わ
れ
、
若
者
政
策
の
転

換
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
九
七
年
の
欧
州
連
合
（
E
U
）
雇

用
サ
ミ
ッ
ト
で
採
択
さ
れ
た
「
欧
州
雇
用
戦
略
」
で
は
、
若

年
の
就
労
支
援
が
指
針
の
ひ
と
つ
に
な
り
、
若
年
者
雇
用
問

題
に
取
り
組
む
よ
う
各
国
に
義
務
付
け
た
。
具
体
的
に
は
、

二
〇
〇
二
年
の
末
ま
で
に
す
べ
て
の
若
者
に
対
し
て
、
失
業

期
間
に
至
る
前
に
「
ニ
ュ
ー
ス
タ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
る
教

育
・
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

こ
の
間
、
E
U
諸
国
で
若
者
を
論
じ
る
際
に
は
、「
自
立
」

と
「
活
動
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、

若
者
が
親
や
国
家
に
依
存
し
な
い
で
生
計
を
た
て
る
こ
と
の

困
難
が
目
立
っ
て
き
た
こ
と
と
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
何
ら

か
の
「
活
動
」
を
通
じ
て
社
会
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
状

態
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
た
若
者
が
増
加
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

学
校
に
も
雇
用
に
も
就
い
て
い
な
い
無
業
者
は
、
ま
さ
し
く
、

自
立
で
き
ず
、
社
会
に
参
加
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
、

若
者
政
策
の
最
重
要
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
近
年
の
若
年
者
雇
用
の
手
法
は
、
従
来
と
は

変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
仕
事
に
就
い
て
い
な
い
若
者
に
職
業

訓
練
の
機
会
を
与
え
、
就
職
へ
と
誘
導
す
る
従
来
の
手
法
に

対
し
て
、
仕
事
に
就
く
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
生
涯
学
習
の

一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
直
ち
に
就
職
す
る
だ
け
の
動
機
付
け
の
な
い

若
者
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
、
音
楽
・
ス
ポ
ー
ツ
活

動
へ
の
参
加
も
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
認
め
、

あ
る
い
は
学
校
へ
戻
す
な
ど
、
柔
軟
性
の
あ
る
学
習
プ
ロ
セ

ス
が
若
年
者
雇
用
を
成
功
さ
せ
る
と
い
う
考
え
方
が
主
流
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
支
援
の
方
法
も
、
若
者
集
団
を
一
括
し

て
扱
う
の
で
は
な
く
、
一
人
ひ
と
り
の
若
者
の
欲
求
や
願
望

を
尊
重
し
て
設
計
さ
れ
、
個
人
ベ
ー
ス
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

の
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
若
者
自
身
が
人
生
設
計
を
す
る

の
を
尊
重
し
、
生
活
全
般
に
配
慮
し
た
支
援
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
手
法
に
転
じ
た
の
は
、
無
業
の
若
者
が
抱
え

て
い
る
問
題
は
複
雑
で
、
職
を
与
え
れ
ば
す
べ
て
が
解
決
す

る
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
認
識
に
基
づ
く
手
法
は
効
果
が
な

い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
学
校
時
代
の
挫
折

体
験
、
対
人
関
係
上
の
困
難
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

の
不
足
、
心
身
の
疾
患
や
傷
害
、
家
庭
の
貧
困
、
離
婚
・
再

婚
の
複
雑
な
家
庭
事
情
が
原
因
と
な
っ
て
、
労
働
市
場
に
入

っ
て
い
け
な
い
若
者
に
対
し
て
、
従
来
の
方
策
で
は
不
十
分

で
、
学
校
、
福
祉
、
保
健
、
医
療
、
社
会
教
育
、
警
察
な
ど

が
密
接
な
連
携
を
と
っ
て
、
継
続
的
に
支
援
す
る
必
要
が
あ

る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

■
英
国
の
支
援
政
策
は
13
歳
か
ら
継
続

こ
う
し
た
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
は
、
英
国
で
二
〇

〇
一
年
に
開
始
さ
れ
た
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
ズ
・
サ
ー
ビ
ス
で
あ

る
。
ブ
レ
ア
政
権
の
重
点
政
策
と
し
て
、
大
規
模
な
予
算
を

投
じ
て
設
置
さ
れ
た
若
者
支
援
サ
ー
ビ
ス
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
に
四
七
か
所
あ
る
。
若
者
の
た
め
の
、
整
合
性
あ
る
一
体

化
し
た
支
援
戦
略
と
い
わ
れ
て
い
る
。
若
者
が
必
要
と
す
る

支
援
を
ひ
と
つ
に
統
合
し
よ
う
と
い
う
ね
ら
い
か
ら
、
青
少

年
・
若
者
行
政
に
か
か
わ
っ
て
い
た
六
つ
の
省
庁
や
専
門
機

関
、
民
間
組
織
、
慈
善
団
体
な
ど
が
連
携
し
て
、
コ
ネ
ク
シ
ョ

ン
ズ
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
組
織
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

対
象
は
13
歳
か
ら
19
歳
で
、
具
体
的
な
支
援
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
専
門
性
を
も
つ
パ
ー
ソ
ナ
ル
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
幅
広
い
相
談
や
情
報
提
供
、
さ

ら
に
若
者
の
個
別
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
継
続
的
支
援
を
提
供
し

て
い
る
。
パ
ー
ソ
ナ
ル
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
学
校
に
も
入
り
、

13
歳
の
時
点
で
す
べ
て
の
生
徒
と
面
談
し
、
状
況
を
把
握
す

る
。
そ
の
結
果
に
応
じ
て
、
生
徒
た
ち
と
の
関
係
を
継
続
し
、

特
に
困
難
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
生
徒
に
は
、
早
期
に
支
援

を
開
始
す
る
。
生
徒
の
困
難
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い

る
か
ら
こ
そ
、
諸
分
野
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
連

携
が
効
果
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
。

早
期
に
学
校
を
離
れ
る
若
者
は
、
ニ
ー
ト
（
英
で
は
求
職

中
の
失
業
者
も
含
む
）
に
な
る
危
険
性
が
高
い
。
そ
こ
で
、

安
定
し
た
職
を
得
る
こ
と
な
く
学
校
を
離
れ
る
者
に
関
し
て

は
、
地
域
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
ズ
が
引
き
継
ぎ
、
関
係
を
継
続

す
る
。
こ
の
よ
う
に
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
ズ
は
、
ニ
ー
ト
の
状
態

に
あ
る
若
者
に
対
し
て
は
特
に
注
意
を
払
い
、
面
接
の
三
か

月
後
の
状
態
を
把
握
し
、
ニ
ー
ト
の
状
態
が
続
い
て
い
れ
ば
、

適
切
な
手
立
て
を
と
る
こ
と
が
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
の
任
務
と
な
っ
て
い
る
。

コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
ズ
・
サ
ー
ビ
ス
に
み
ら
れ
る
、
包
括
性
、

個
別
性
、
継
続
性
を
重
視
し
た
手
法
こ
そ
、
一
九
八
〇
年
代

以
降
の
若
者
問
題
に
関
す
る
検
討
作
業
を
通
し
て
、
関
係
者

の
間
で
有
効
性
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
日
本
で
は
、
若
年
者
雇
用
対
策
が
近
年
始
ま
っ
た

と
は
い
え
、
青
少
年
の
発
達
過
程
の
障
害
を
取
り
除
き
、
な

か
で
も
、
リ
ス
ク
を
抱
え
て
い
る
者
を
長
期
継
続
的
に
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
し
な
が
ら
自
立
に
も
っ
て
い
く
と
い
う
段
階
に

は
至
っ
て
い
な
い
。
進
路
多
様
校
や
困
難
校
の
荒
廃
が
ニ
ー

ト
問
題
の
発
生
源
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
自
明
の

事
実
さ
え
、
議
論
は
十
分
で
は
な
い
。

い
ま
必
要
な
こ
と
は
、
欧
米
先
進
諸
国
の
経
験
に
学
び
、

若
者
政
策
を
国
の
最
重
要
課
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
付
け
、

教
育
・
生
涯
学
習
・
就
労
・
社
会
保
障
・
家
族
・
保
健
医
療

な
ど
を
包
括
し
た
自
立
支
援
方
策
と
し
て
推
進
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
若
者
が
教
育
・
訓
練
を
受
け
る
機

会
も
な
く
、
仕
事
も
し
な
い
状
態
に
放
っ
て
お
か
れ
て
は
な

ら
ず
、
自
立
支
援
に
向
け
た
取
り
組
み
が
必
要
で
あ
る
と
い

う
社
会
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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1. 給食のメニューから日本の自給率を考える

「今日の給食は何だった？」という問いかけから、吉野先生

（東京都目黒区立油面小学校）の授業が始まる。5年生の社会

科の授業である。

子どもが、「あれだ」「これだ」という。

すると、教師は「本当かどうか、本物を持ってこよう」とい

って、その日の給食を教室へ持ってくる。

「どんな食材からできているかな？」と問う。子どもたちは、

次々と食材をいう。このあたりの集中ぶりはすばらしい。｢物

をみることの強さ｣を物語っている。

「この中で、日本でどのくらい作っているか。全部なら

100％」といいながら下の表を提示する。

子どもたちは、資料を使ってパーセンテージを調べる。

子どもたちは調べてノートに書き込む。

「では、小麦の自給率からたずねてみましょう。自給率（％）

に合わせて、給食を減らしていきます。」

子どもたちは活発に発言する。確実に調べている。

「アジは50％だから半分くらい」

「野菜は100点中82％残すのだからこのくらいかな」など

といいながら、表の％をうめて給食を減らしていった。

「日本は、あまり作ってないなあ」という子どもの声に合わ

せて、教師は、「日本で作っているものだけだと、給食はこう

なっちゃうよ」といって、自給率に合わせて給食を減らしてい

く。それを見て、子どもたちは、

「うわ。ショボイ！」の声。

「輸入が多いのはなぜだろう？」

「外国の方が安いから」

「外国で残った物をもってくるから、安くもってこれる」

「外国と値段を比べてみよう！」といって、模造紙の資料を

提示する。

米は447円→306円、あじは79円→58円、小麦は？

「うわぁ、安い！」「大豆は10分の1だ！」

子どもたちは、「値段では比べものにならない！」と驚く。

「ここまでの学習をまとめてみると、ここにどんな言葉が入

るかな？」

日本の食料自給率が低いのは　　　　　　からだ

・外国にある食べ物が少ないからだ

・日本であまり作っていないからだ

・外国の方が安いからだ

・日本の方が高いからだ

9

有田和正のおもしろ授業発見 !

給食のメニューから食料自給率を考える授業

有田和正の
 

有田和正の
 

10

教材・授業開発研究所代表　有田和正

スムーズに流れた吉野元也先生の授業

数字はあとで入れた↑ 

今日の献立 

・魚フライ 

 

・サ ラ ダ 

 

・ご は ん 

・み そ 汁 

・牛　　乳 

アジ 50％ 

小麦 14％ 

野菜 82％ 

豚肉 53％ 

  米 95％ 

大豆 4％ 

牛乳 69％ 

…………… 

　 

…………… 

　 

…………… 

…………… 

…………… 

国産（円） 

 

輸入（円） 

 米（1kg） 

あじの開き（1枚） 

小麦（1kg） 

豚バラ肉（1kg） 

にんじん（1kg） 

大豆（1kg） 

国産食材と輸入食材の価格比較表 

447 

79 

145 

667 

230 

338

306 

58 

21 

553 

130 

39

品　目 
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「今日の給食は、国産の食材は何％くらいかな？　いくらく

らいで食べられるかな？」と問う。子どもは、500円とか

400円とか、いろいろあてずっぽうにいう。

「実は、260円なんだって」

2. 給食で国産食材を使っているのはなぜか

「日本の食材で作ると、これより増えるか、減るか、変わら

ないか？」

「あまり変わらないなぁ」

増える…0人　減る…少し　変わらない…多い

「では、栄養士の佐藤さんに聞いてみましょう」

「今日のアジは、国産のものを使いました。予想と比べてど

うですか？」と、佐藤栄養士。

子どもたちは、「思ったより多い」ことに驚いている。

ここで、「給食で国産食材を使っているのはなぜだろう？」

という学級問題を設定させた。

・国産の方が安全だから（本に書いてあったから）

・農薬をあまり使っていないから。これも本で読んだ

・外国から運ぶとき、いたまないように農薬をたくさん使う

・遠い外国から運ぶので、新鮮さがない

・日本のものの方がおいしい。値段が高くても、量が少なく

てもいいから、愛情たっぷりで、農薬が少なめだから

・国産のものはすぐ手に入る。外国のは遅くなる

・日本人の味覚に合っている

・日本人は手で作っているけど、外国は機械でやるから愛情

がない

などなど、いい意見が次々と出てきた。まだ出ていたが、教

師が、時間の関係もあって次へ進めてしまった。

「いろいろ言ってるけど、外国は能率がいいって勉強したよ

ね。でも、愛情というのはどうかな。おもしろい考えだね」

油面小の国産食料の給食を提示すると、のびあがってみてい

る。子どもの意欲的な取り組みが、ここからもみえる。

「あしたは、本当にこうなのか、資料を使って調べてみまし

ょう。来週の火曜日に、調べたことを発表し合って、佐藤さん

に答えをきいてみましょうね」

3. まとめ

下の板書をみてもわかるように、多くの意見が出た。書きす

ぎて、よくみえないほどであった。こんな板書はまずい。

しかし、子どもたちの調べる力、ノートする力、考える力、

いずれもすばらしいものであった。ただ、あまりにもスムーズ

すぎて、教師に子どもが抵抗したりするところがまったくなか

ったのは、ちょっともの足りなかった。わたしは、こだわりの

ある授業が好きだ。それができたら100点の授業といえよう。

米 

小麦 

いも類 

大豆 

野菜 

くだもの 

牛肉 

豚肉 

卵 

牛乳、乳製品 

魚や貝 

 

95 

14 

83 

4 

82 

44 

39 

53 

67 

69 

50

食料の自給率 

平成15年食料自給率概算　農林水産省調べ 

自給率（％） 

 

品　　目 

 



一
人
の
子
ど
も
を
育
て
る
た
め
に
は

村
一
つ
が
必
要
だ

長
野
県
青
木
村
は
、
長
野
新
幹
線
上
田
駅
か
ら
西
へ
約

10
km
、
三
方
を
山
に
囲
ま
れ
た
、
自
然
豊
か
な
美
し
い
小

村
で
す
。
人
口
四
、
七
〇
〇
人
の
こ
の
村
は
、
平
成
の
大

合
併
の
中
、
自
立
の
道
を
選
択
し
ま
し
た
。

村
内
に
は
、
保
育
園
、
小
学
校
、
中
学
校
が
一
つ
ず
つ
。

い
ず
れ
も
小
さ
な
集
団
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
村
で
さ
え
、

「
都
市
化
、
核
家
族
化
、
少
子
化
な
ど
に
よ
る
家
庭
や
地

域
の
教
育
力
の
低
下
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
と
、「
な
る
ほ

ど
そ
の
と
お
り
だ
わ
い
」
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
現
実
が

あ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
自
然
離
れ
と
人
離
れ
を
強
く
感
じ

て
い
ま
す
。

昔
か
ら
青
木
村
に
は
青
木
の
食
が
あ
り
、
顔
が
あ
り
、

豊
か
な
人
と
の
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
し
た
。
今
こ
そ
そ
う

し
た
村
の
す
ば
ら
し
い
自
然
や
文
化
を
見
直
し
、
子
ど
も

た
ち
に
豊
か
な
自
然
の
中
で
「
人
と
つ
な
が
る
力
（
社
会

力
）」
を
育
て
た
い
。
子
ど
も
た
ち
が
多
様
な
人
々
と
じ

か
に
接
し
、
人
に
対
す
る
関
心
や
愛
着
そ
し
て
信
頼
感
を

育
て
る
こ
と
こ
そ
、
人
と
つ
な
が
る
力
を
身
に
つ
け
る
こ

と
で
あ
り
、
ふ
る
さ
と
を
誇
り
に
思
い
、
国
際
感
覚
豊
か

な
生
き
る
力
の
育
成
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
一
人
の
子
ど
も
を
育
て
る
た
め
に
は
村
一
つ
が
必
要

だ
」、
そ
ん
な
意
気
込
み
で
取
り
組
ん
で
い
る
村
の
教
育

の
一
端
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

村
民
の
学
ぶ
意
欲
が
子
ど
も
を
育
て
る

最
初
は
「
学
校
の
敷
居
は
高
く
て
な
あ
」
な
ど
と
い
っ

て
い
た
村
の
お
年
寄
り
が
次
第
に
学
校
に
入
り
、
子
ど
も

た
ち
と
学
び
の
場
を
創
造
し
始
め
ま
し
た
。

「
昔
、
勉
強
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
の
で
、
ぜ
ひ
、
中

学
校
で
勉
強
し
た
い
」
と
い
う
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。

今
で
は
数
学
と
英
語
の
授
業
に
参
加
し
て
い
る
お
年
寄
り

が
何
名
も
い
ま
す
。
数
学
を
学
ん
で
い
る
83
歳
の
お
ば
あ

さ
ん
は
、
タ
ク
シ
ー
で
学
校
へ
や
っ
て
き
ま
す
。
授
業
へ

の
取
り
組
み
は
真
剣
そ
の
も
の
で
、
見
事
な
ノ
ー
ト
を
作

成
し
、
子
ど
も
た
ち
を
驚
か
せ
て
い
ま
す
。
先
生
が
お
ば

あ
さ
ん
の
質
問
に
窮
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

英
語
の
授
業
で
は
、
70
歳
を
超
え
る
お
じ
い
さ
ん
た
ち
の

力
を
目
の
当
た
り
に
し
、
子
ど
も
た
ち
は
、
驚
き
と
共
に

学
ぶ
意
欲
を
か
き
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
年
は
、
講
師
と
し
て
入
っ
て
い
た
だ
い
た
村
の
方
々

と
先
生
方
と
の
懇
親
会
も
行
わ
れ
ま
し
た
。「
こ
ん
な
き

れ
い
な
先
生
が
い
た
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
来
年
も
ぜ
ひ

参
加
さ
せ
て
お
く
れ
や
」
な
ど
と
満
面
の
笑
み
を
浮
か
べ

る
お
じ
い
さ
ん
と
若
い
先
生
が
、
共
に
子
ど
も
の
育
ち
に

つ
い
て
熱
く
語
る
場
が
で
き
ま
し
た
。
学
校
へ
教
育
支
援

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
地
域
の
人
々
が
入
る
ば
か
り
で
な

く
、
共
に
学
ぶ
こ
と
で
子
ど
も
た
ち
の
心
が
育
っ
て
い
る

と
感
じ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
の「
素
」を
認
め
豊
か
な

放
課
後
の
創
造
を

小
学
校
の
敷
地
に
隣
接
し
て
い
る
児
童
セ
ン
タ
ー
は
、

大
切
な
体
験
活
動
の
場
と
し
て
機
能
し
始
め
て
い
ま
す
。

こ
の
セ
ン
タ
ー
の
モ
ッ
ト
ー
は
「
自
分
の
責
任
で
自
由
に

遊
ぶ
」
で
す
。
学
校
と
家
庭
の
間
に
あ
っ
て
、
隙
間
を
埋

め
る
大
切
な
時
間
を
子
ど
も
た
ち
は
自
由
に
の
び
の
び
過

ご
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
時
期
、
子
ど
も
た
ち
は
川
遊
び
に
没
頭
し

ま
す
。
泳
い
だ
り
、
魚
を
獲
っ
た
り
、
火
を
た
い
た
り
、

自
由
な
発
想
で
時
間
を
過
ご
し
ま
す
。
今
ま
で
な
か
な
か

見
ら
れ
な
か
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
異
年
齢
集
団
が
自
然
に
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小
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井
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青
木
村
教
育
長

―
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県
青
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村
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育
―

村
中
み
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を
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中
み
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育
て
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村
中
み
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な
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て
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村
中
み
ん
な
で
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育
て
を

村
中
み
ん
な
で
子
育
て
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村
中
み
ん
な
で
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育
て
を

村
中
み
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な
で
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育
て
を

村
中
み
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な
で
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育
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を

村
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み
ん
な
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て
を

村
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み
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な
で
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を
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み
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育
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育
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中
み
ん
な
で
子
育
て
を



で
き
、
ギ
ャ
ン
グ
エ
イ
ジ
を
謳
歌
す
る
姿
が
現
れ
ま
し
た
。

自
然
の
中
で
子
ど
も
た
ち
の
「
素
」
を
存
分
に
発
揮
で
き

る
場
が
で
き
上
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
の
セ
ン
タ
ー
に
も
地
域
の
方
々
が
入
っ
て
き
ま
す

し
、
高
校
生
や
大
学
生
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
入
り
始
め
ま

し
た
。
自
然
の
中
で
人
と
ふ
れ
あ
い
な
が
ら
、
豊
か
な
放

課
後
が
創
造
さ
れ
て
い
ま
す
。

地
域
で
支
え
る
子
育
て

「
子
ど
も
は
つ
ら
つ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

子
ど
も
た
ち
の
学
び
を
地
域
で
支
え
、
み
ん
な
で
楽
し

も
う
と
い
う「
青
木
村
子
ど
も
は
つ
ら
つ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

組
織
が
あ
り
ま
す
。
保
育
園
、
学
校
は
も
ち
ろ
ん
、
地
域

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
や
個
人
、
学
生
、
行
政
な
ど
約
20

の
団
体
が
所
属
し
、
緩
や
か
に
連
携
し
な
が
ら
、
人
材
・

情
報
・
場
の
提
供
を
し
て
い
ま
す
。

そ
の
中
の
学
生
グ
ル
ー
プ
「
わ
こ
う
ど
」
に
は
、
信
州

大
学
、
長
野
大
学
を
中
心
に
多
く
の
学
生
が
参
加
し
て
い

ま
す
。
五
泊
六
日
の
通
学
合
宿
や
村
内
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
の

企
画
運
営
、
保
育
園
・
小
中
学
校
の
教
育
支
援
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
を
行
い
な
が
ら
、
村
全
体
が
学
生
の
学
び
の
場
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。
村
で
は
、
こ
の
よ
う
な
学
生
が
い
つ
で

も
村
に
滞
在
で
き
る
よ
う
、
学
生
専
用
宿
泊
施
設
を
用
意

し
、
温
泉
も
宿
泊
も
自
由
に
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

昨
年
度
こ
の
宿
泊
施
設
を
利
用
し
た
学
生
は
延
べ
二
〇
〇

名
、
村
の
教
育
活
動
に
参
加
し
た
学
生
は
延
べ
三
五
〇
名

を
越
え
ま
し
た
。
学
生
と
の
ふ
れ
あ
い
で
、
多
く
の
大
人

が
活
性
化
し
て
き
ま
し
た
。

外
か
ら
の
風
の
導
入

昨
年
度
、
都
会
の
団
体
の
活
動
を
受
け
入
れ
、
村
の
子

ど
も
た
ち
も
共
に
参
加
し
ま
し
た
。
ガ
ス
も
電
気
も
水
道

も
ト
イ
レ
も
な
い
牧
場
で
行
っ
た
六
泊
七
日
の
キ
ャ
ン
プ

で
は
、
村
の
中
し
か
知
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
が
人
の
関
係

を
広
げ
、
今
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
村
の
友
だ
ち
の
良
さ

や
村
の
す
ば
ら
し
さ
を
都
会
の
子
ど
も
を
通
し
て
感
じ
る

き
っ
か
け
に
も
な
り
ま
し
た
。

村
の
中
学
生
が
自
然
に
薪
割
り
を
し
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー

を
使
う
姿
に
都
会
の
子
ど
も
は
び
っ
く
り
。
村
の
子
ど
も

は
、
び
っ
く
り
さ
れ
た
こ
と
に
び
っ
く
り
。「
自
分
は
案

外
す
ご
い
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
思
い
を
持
ち
ま
し

た
。
そ
れ
が
、
こ
の
子
た
ち
の
自
信
に
つ
な
が
り
、
そ
の

後
の
生
活
態
度
が
一
変
し
た
と
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。

外
か
ら
の
風
の
導
入
は
、
青
木
村
が
す
べ
て
を
提
供
す

る
の
で
は
な
く
、協
働
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
互
い
の
違
い
を
知
り
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
自

分
自
身
の
す
ば
ら
し
さ
に
気
づ
く
場
に
な
れ
ば
と
考
え
て

い
ま
す
。
本
年
度
も
引
き
続
き
、
外
の
風
の
導
入
を
続
け

て
い
き
ま
す
。

豊
か
な
人
の
関
係
を

自
然
の
中
で
多
く
の
人
と
じ
か
に
か
か
わ
る
こ
と
で
、

子
ど
も
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、
大
人
た
ち
も
変
わ
り
始
め
て

い
ま
す
。
豊
か
な
人
と
の
関
係
の
中
に
子
ど
も
た
ち
の
意

欲
が
育
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
問
題
の
解
決
の
糸
口
が
あ

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

村
全
体
が
子
ど
も
に
対
し
て
温
か
な
関
係
を
築
く
と

き
、
地
域
が
活
性
化
す
る
確
か
な
手
ご
た
え
も
感
じ
て
い

ま
す
。
誰
も
が
人
生
の
最
初
は
子
ど
も
の
時
間
を
過
ご
し

ま
す
。
豊
か
な
こ
の
村
で
子
ど
も
時
代
を
共
に
創
造
し
た

い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

青
木
村
に
は
国
宝
大
法
寺
三
重
塔
、
田
沢
・
沓
掛
温
泉

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
江
戸
時
代
百
姓
一
揆
が
全
国

一
多
発
し
た
村
で
も
あ
り
、「
義
の
心
」
を
基
に
先
取
の

気
質
に
富
ん
だ
、
い
で
湯
と
文
化
の
里
で
も
あ
り
ま
す
。

豊
か
な
自
然
の
中
で
豊
か
な
人
の
関
係
を
つ
な
ぐ
、
小
さ

な
村
な
ら
で
は
の
教
育
を
目
指
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
青
木
村
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。
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地球となかよし TOPICS

●おいしい焼そばの完成。学生グループ「わこうど」に
よる五泊六日の通学合宿

●おばあさんの学ぶ意欲に脱帽

●児童センター、これから始まる放課後の川遊び
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■ 山形県 ■ ■ 北海道 ■

地域の歴史・文化に根ざした
全校構成劇

鶴岡市立羽黒第三小学校校長

上野由部

本校は庄内平野の南東部、鶴岡駅から北東6kmにあ
る。北東の鳥海山、東南の月山が見はるかすように聳
えている。鶴岡市羽黒町は、赤川流域の稲作文化と出
羽三山の歴史が永く息づく地である。本校ではこの歴
史・文化を素材に全校構成劇を始めて5年になる。
全児童198名一人一人が主人公の全校構成劇は、

「学校文化づくり」の一端も担っている。「学校文化づ
くり」とは、「人」「もの」「事」とのかかわりを大切
にした活動を展開することで、豊かな自己実現を図る
子どもを、地域民と共に育む学校の姿である。
平成17年度は、「生きる・未来を信じて」というテ

ーマで取り組んだ。低・中・高学年別に三つのオムニ
バス構成とし、全体を見通す「時の旅人」を登場させ、
3部構成に一貫性を持たせる。
1学期、校外学習・地域の先生を活用して「ふるさ

と学習」を低・中・高学年別に行い、劇の素材を探り
児童と共にシナリオをつくる。1部（中学年）「いのち
の誕生」（明治～昭和に生きたお産婆さん）。2部（低
学年）「逞しく生きる」（江戸時代相撲取りになった鬼
一）。3部（高学年）「共に生きる」（明治の赤川の氾濫
と堤防づくり）。2学期、発表会まで2か月足らずの劇
練習。合わせ稽古5回、反省と目標を全校児童で確認。
台詞・歌・ダンスを織り交ぜた舞台は体育館ステージ
とフロア半分。時代考証・シナリオの適正・演技指
導・大道具小道具・衣装・着付けとあらゆる分野に、
組織化された保護者や地域民が主体的に参加し、全校
構成劇を完成していく。総時数60～90時間。
子どもたちが全てに主体的にかかわり、保護者や地

域民が積極的にかかわることは、本校の目指す「学校
文化づくり」の基盤であり特色づくりになるだろう。

ルールとマナーを身に付けた
コンピュータの活用

苫小牧市立明野小学校校長

松雅弘

本校は、北海道の海の玄関口である工業都市・苫小
牧市の東部に位置している。校区は札幌へ結ぶ国道
36号線やバイパス道が横断し、苫小牧港や千歳空港
にも近接した商業地・住宅地として発展している。ま
た、全国高校野球選手権大会2年連続全国制覇で名を
挙げた駒澤大学附属苫小牧高校にも近く、冷涼な気候
の中にもたくましさが息づく地域である。
本校では、「わくわくどきどき夢いっぱいの学校」

をテーマに、地域に開かれた特色ある学校づくりに取
り組んでいる。特に、コンピュータを活用した学習活
動の実際と施設設備の効果的な活用についての教育課
題に挑戦し、教職員の創意工夫と自主的な研修を深め
ながらスキルアップを図ってきた。その成果は、苫小
牧市教育研究所研究委嘱校として、毎年開催している
公開研究会を通して多くの学校に還流し、小学校段階
に相応しい情報教育のあり方を提案してきた。
近年、インターネットをめぐる信じられないような

事件が起こり、情報化社会に参画する態度としての情
報モラルの指導が緊要の課題になっていることから、
本校においても、ルールやマナーの指導のあり方を試
行錯誤しながら進めている。4学年では簡単なメール
操作を通してルールの大切さに気付かせ、5学年では
掲示板の使い方やマナーなどを、6学年ではチャット
の体験やマナー、著作権についての指導も取り入れて
いる。また、PTA研修活動の一環として、毎年開かれ
ている「お母さんのためのパソコン教室」では、本校
教職員が講師となって活動を支えるなど、学校と家庭
が一体となって情報教育を進めている。本校の実践が、
加速化する情報化社会を心豊かにたくましく生きる子
どもを育てることに生きて働くことを願っている。
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■ 愛媛県 ■ ■ 東京都 ■

品川は、近世、近代の歴史の窓口である。東海道の
一の宿として、開国の嵐の現場として、日清・日露の
軍港として、時代の公を支えた民の町である。
品川小学校は、近年の様々な都市再開発まで、それ

らの推移を間近に見ながら、132年の歴史を刻んでき
た。大都市にあって、本区には、今や「農」的な第一
次産業もなく、したがって伝統的なコミュニケーショ
ンはここに育つ子どもたちにとっては皆無に等しい。
そこで本校では、地域と積極的にふれあう「場」の

創出に力を入れてきた。子どもとお年寄り、そしてそ
の間をつなぐ大人たちのすべてが、学校を足場に、町
をコミュニケーションフィールドにしようと呼びかけ
てきた。現在は、学校に関わるすべての大人を「品小
交友」と呼び、多様な活動を展開している。
特に、土に親しんだり、自然とふれあう場の開発を

例示する。「花と緑の品川小学校」を共に実現しよう
としてきたのである。これまでのこの内容の活動を列
挙すると、緑化隊と品小交友による駅前等緑化活動、
品小交友「地域・おやじの会」による自然観察道づく
り、屋上庭園の整備、などがある。
近隣の私鉄駅の前には、子どもたちとお年寄りが季

節ごとに植え付ける花壇が乗降客を楽しませている。
学校裏の、かつての丘陵地形が造成されて残ってい

るわずかな急斜面は、それでも、校舎の長さ100メー
トル分の手つかずの緑地である。ここに、アップダウ
ンのある観察道を地域と保護者、教員の手でつくりあ
げた。短いが、都市の中の山道の出現だ。生活科など
で学ぶ子どもたちの歓声が連日響いている。
こうした活動を通じて、年齢を超えたコミュニケー

ションが町に復活しつつある。

絆を結ぶ学校づくり
～緑化活動例から～
品川区立品川小学校校長

今村久二

各地で児童が巻き込まれる事件が相次ぎ、何とか子
どもたちを守りたいと、平成16年6月全保護者による
「子ども見守り隊」を発足させた。見守り用の黄色の
ベストを着用して、登下校時や夕方など可能な時間で
の見守り活動をしている。
当初は保護者の協力が得られるか不安もあったが、

予想以上に順調な出だしであった。その後、より充実
させるために検討を重ね、現在は校区を三つの地区に
分け、各地区ごとに毎日2、3名の保護者が見守り活
動をしている。先生方も下校指導時には黄色のジャン
パーを着用してくださり、地域の方々にもこの活動が
理解されてきた。また、平成17年12月には、地域の
見守り隊も発足し、より安全な環境が整えられるよう
になった。
2年近くの見守り活動の結果、子どもたち自身にも、

気持ちのよい挨拶、交通マナーの向上などうれしい変
化がみられる。また、保護者の意識も高まり、「自分
の子どもだけでなく地域で守り育てたい」「見守り当
番の日以外でも、下校時に迎えに出ている」など一人
一人ができる活動を心掛けるようになった。
また、「見守り隊」以外の安全対策としては、保護

者の意見をもとに、学校とPTAで協議を重ね、「CAP
学習会」「登校班による全校一斉下校」「交通安全学習
会」「危険マップ配布」など、できることから積極的
に取り組んでいる。
このように、学校とPTAとが連携し協力し合うこ

と、そして保護者一人一人が地域の中で、見守りの輪
をひろげていくことが、子どもたちの安全な環境をつ
くっていくと考えている。学校、そして地域に子ども
たちの元気な声が響くことを願っている。

「子ども見守り隊」活動中！
～安全な環境づくり～

松山市立余土小学校PTA会長

川添紀明
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思
考
停
止
が
「
常
識
」
を
生
む
。
そ
う
し

た
「
常
識
」
に
わ
れ
先
に
く
み
す
る
こ
と
で

自
分
を
安
全
圏
に
置
こ
う
と
す
る
お
び
た
だ

し
い
人
た
ち
。
こ
の
本
を
読
む
と
、
そ
ん
な

あ
さ
ま
し
い
社
会
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
。著

者
が
冒
頭
で
取
り
上
げ
て
い
る
「『
あ

の
人
は
バ
カ
』
と
い
う
自
分
は
バ
カ
じ
ゃ
な

い
」
と
い
う
「
常
識
」。
こ
れ
を
支
え
て
い

る
の
は
、「
バ
カ
」
と
「
バ
カ
」
じ
ゃ
な
い

自
分
の
二
分
法
で
あ
る
。
評
者
な
ど
ず
い
ぶ

ん
バ
カ
、
バ
カ
と
言
わ
れ
て
き
た
の
で
、
こ

の
「
常
識
」
に
よ
れ
ば
「
バ
カ
」
の
側
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
の
だ
け

れ
ど
、
で
は
自
分
を
「
バ
カ
」
じ
ゃ
な
い
自

分
の
側
に
位
置
づ
け
る
人
た
ち
の
根
拠
は
ど

こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
え
ば
、
ど
こ
に

も
な
い
。
根
拠
の
な
い
二
分
法
は
、
思
考
停

止
の
典
型
的
な
産
物
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
気
味
が
悪
い
と
思
っ
た
こ
と

が
あ
る
。
そ
れ
は
「
バ
カ
」
を
連
呼
す
る
彼

ら
の
眼
に
「
真
剣
」
を
感
じ
た
こ
と
で
あ
っ

た
。
異
常
事
態
が
起
き
て
い
る
、
あ
る
い
は

起
き
つ
つ
あ
る
と
思
っ
た
。
オ
ウ
ム
事
件
の

と
き
に
感
じ
は
じ
め
た
空
気
が
九
・
一
一
同

時
多
発
テ
ロ
を
契
機
に
一
気
に
か
た
ち
を
と

り
は
じ
め
た
と
い
う
印
象
で
あ
る
。
そ
れ
を

一
言
で
表
せ
ば
こ
う
な
る
。
味
方
で
な
い
者

は
敵
と
い
う
単
純
な
二
分
法
と
排
除
の
論

理
。
こ
う
し
た
論
理
が
た
と
え
ば
「
障
害
の

あ
る
人
の
こ
と
を
考
え
る
よ
り
も
、
ま
ず
障

害
の
な
い
人
た
ち
の
安
全
や
利
益
を
確
保
し

よ
う
」
と
い
う
「
常
識
」
に
な
っ
て
出
現
し

て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
本
が
あ
ぶ
り
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の

は
、
そ
の
よ
う
な
「
常
識
」
の
は
び
こ
り
は

じ
め
た
、
余
裕
を
失
っ
て
迷
走
す
る
社
会
の

姿
で
あ
る
。

大
量
に
増
殖
す
る
「
常
識
」
の
う
ち
、
著

者
が
俎
上
に
の
せ
た
の
は
三
十
。
エ
キ
セ
ン

ト
リ
ッ
ク
の
も
の
も
あ
れ
ば
そ
う
で
な
い
も

の
も
あ
る
が
、
著
者
は
ど
の
「
常
識
」
に
も

居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
て
い
る
。
居
心
地
の

悪
さ
を
感
じ
つ
つ
で
も
立
ち
ど
ま
っ
て
、
そ

ん
な
ふ
う
な
「
常
識
」
に
覆
い
尽
く
さ
れ
た

社
会
は
、
は
た
し
て
あ
な
た
自
身
に
幸
せ
を

も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
と
、
問
い
か
け
て
い

る
。

小
手
先
の
教
育
論
が
横
行
し
て
い
る
。
本

書
は
、そ
の
モ
ヤ
モ
ヤ
を
払
拭
し
て
く
れ
る
。

一
連
の
齋
藤
ワ
ー
ル
ド
ら
し
く
、
随
所
に
驚

き
と
機
知
が
味
わ
え
る
。
新
書
特
有
の
手
軽

さ
と
読
み
易
さ
も
手
伝
っ
て
い
る
。

著
者
の
い
う
「
教
育
欲
」
の
発
想
が
お
も

し
ろ
い
。
人
に
は
必
ず
存
在
し
、
他
者
を
教

育
し
た
り
教
育
さ
れ
た
り
す
る
欲
求
で
あ
る

と
い
う
。
そ
れ
は
、
性
欲
や
食
欲
、
睡
眠
欲

と
同
等
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
止
み
が
た
い

当
然
の
欲
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
人
が
抱
く

「
自
分
も
相
手
も
よ
り
よ
く
生
き
た
い
」
と

す
る
基
本
的
な
欲
求
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、

子
ど
も
の
個
性
を
尊
重
す
る
の
に
、
大
人
は

何
も
し
な
い
で
、
た
だ
傍
観
し
て
い
れ
ば
よ

い
の
か
、
と
指
摘
す
る
（
第
一
章
）。

教
育
の
本
来
的
な
意
味
で
あ
る
「
引
き
出

す
（educe

）」
こ
と
を
、
齋
藤
流
「
〜
し
た

い
」
を
大
切
に
す
れ
ば
、
多
く
の
教
育
問
題

が
片
づ
く
の
で
は
な
い
か
と
提
案
し
て
い

る
。
こ
の
十
数
年
、
日
本
の
教
育
は
「
教
え

る
」こ
と
を
躊
躇
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
が
、子
ど
も
や
親
の
不
安
定
さ
を
生
み
、

自
信
を
失
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

教
育
欲
に
は
使
用
上
の
注
意
が
あ
る
と
い

う
（
第
二
章
）。
無
理
強
い
は
禁
物
、
そ
し

て
、
誘
発
性
の
あ
る
人
と
出
会
う
こ
と
が
大

切
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
、
漱
石
の
『
硝

子
戸
の
中
』
に
登
場
す
る
あ
る
女
性
の
話
を

紹
介
し
て
い
る
。
死
を
考
え
た
女
性
に
、
心

に
染
み
入
る
話
を
す
る
の
で
あ
る
。
相
手
の

難
し
い
質
問
に
ど
の
よ
う
に
応
じ
る
の
か
、

漱
石
の
心
の
深
さ
、
他
を
思
う
気
持
ち
と
行

動
が
表
現
さ
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

ま
た
、
恋
愛
論
と
絡
め
た
思
考
も
お
し
ろ

い
（
第
四
章
）。
小
説
に
登
場
す
る
男
女
の

姿
を
示
し
な
が
ら
、
興
味
深
い
解
説
を
加
え

て
い
る
。
学
び
・
教
え
の
関
係
で
は
、
そ
こ

に
互
い
の
よ
さ
を
感
じ
合
う
「
転
移
」
が
不

可
欠
で
あ
る
。
子
ど
も
こ
と
を
真
に
好
き
に

な
ら
な
け
れ
ば
、
子
ど
も
自
身
も
親
や
教
師

の
教
え
を
本
物
に
で
き
な
い
感
覚
で
あ
る
。

第
三
章
で
は
、
教
育
マ
マ
の
功
罪
を
説
い

て
い
る
。
彼
の
考
え
に
学
び
、
私
な
り
に
論

じ
る
と
、
次
の
三
つ
を
口
に
す
る
マ
マ
は
罪

で
あ
る
。「
こ
ん
な
こ
と
も
で
き
な
い
の
？
」

「
も
う
、
や
ら
な
く
て
も
い
い
！
」「
い
つ
ま

で
、
○
○
や
っ
て
る
の
！
」
で
あ
る
。

迷
走
す
る
社
会
の
姿
を
あ
ぶ
り
だ
す

評
者
　
芹
沢
俊
介
（
評
論
家
）

齋
藤

孝
著
『
教
育
欲
を
取
り
戻
せ
！
』（
N
H
K
出
版
）

健
全
な
教
育
へ
の
情
熱
と
は

評
者
　
有
村
久
春
（
昭
和
女
子
大
学
教
授
）

香
山
リ
カ
著
『
い
ま
ど
き
の「
常
識
」』（
岩
波
新
書
）
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近
は
あ
ま
り
聞
か
な
く
な
っ
た
が
、
一
時

は
「
キ
レ
る
少
年
」
と
い
う
こ
と
ば
が
毎

日
の
よ
う
に
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
た
。

15
歳
の
フ
ウ
タ
も
そ
ん
な
少
年
の
ひ
と
り
。
ふ
だ

ん
は
口
数
も
少
な
く
お
と
な
し
い
の
だ
が
、
ま
わ
り

の
人
の
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
ば
や
態
度
を
き
っ

か
け
に
「
カ
チ
ン
」
と
ス
イ
ッ
チ
が
入
っ
た
か

の
よ
う
に
表
情
が
変
わ
る
。顔
色
も
青
く
な
り
、

拳
を
振
り
あ
げ
、「
テ
メ
エ
！
　
ブ
ッ
コ
ロ
シ

テ
ヤ
ル
！
」
と
い
っ
た
恐
ろ
し
い
こ
と
ば
を
叫

び
出
す
。
家
で
は
、
振
り
あ
げ
た
拳
を
壁
や
家

具
に
向
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

最
初
、
母
親
は
フ
ウ
タ
は
発
達
障
害
で
は
な

い
か
と
疑
い
、
脳
の
検
査
や
心
理
検
査
を
何
度

も
受
け
さ
せ
た
。し
か
し
、こ
れ
と
い
っ
た
異
常

所
見
は
み
つ
か
ら
な
い
。「
極
端
に
社
会
性
や

耐
性
に
乏
し
い
人
格
だ
が
、
目
ぼ
し
い
器
質
的

異
常
は
な
い
」
と
い
う
の
が
、
ど
こ
の
医
療
機

関
か
ら
も
下
さ
れ
る
結
論
。

紹
介
さ
れ
て
、
精
神
科
を
受
診
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。ぶ

し
ぶ
診
察
室
に
入
っ
て
き
た
フ
ウ

タ
は
、
小
柄
で
中
学
生
に
は
と
て
も
見
え

な
い
。

「
休
み
の
日
は
何
し
て
る
の
？
」
と
き
く
と
、
ポ

ツ
リ
と
「
ゲ
ー
ム
」
と
答
え
た
。「
”ゲ
ー
ム
脳
“
で

し
ょ
う
か
ね
？
」
と
、
母
親
は
心
配
そ
う
に
口
に
し

た
。

　
心
の
内
面
を
尋
ね
て
も
な
か
な
か
話
し
て
く
れ
な

い
フ
ウ
タ
だ
が
、
ゲ
ー
ム
の
話
に
な
る
と
饒
舌
に
な

っ
た
。
ゲ
ー
ム
世
界
で
は
実
に
辛
抱
強
く
、
経
験
値

を
上
げ
た
り
ア
イ
テ
ム
を
集
め
た
り
す
る
。
い
っ
し

ょ
に
チ
ー
ム
を
組
む
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
対
し
て
気
を

つ
か
う
や
さ
し
さ
も
見
ら
れ
た
。「
な
ん
だ
、
け
っ

こ
う
い
い
ヤ
ツ
じ
ゃ
ん
。
い
つ
も
キ
レ
る
っ
て

わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
ね
」
と
言
う
と
、
フ
ウ
タ

は
恥
ず
か
し
そ
う
に
笑
っ
た
。

ー
チ
ャ
ル
な
世
界
で
は
キ
レ
ず
に
す

む
の
に
、
な
ぜ
現
実
世
界
で
は
キ
レ

る
の
か
。
問
題
を
そ
こ
に
絞
っ
て
、
フ
ウ
タ
と

少
し
ず
つ
話
を
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
フ
ウ

タ
は
「
い
つ
も
ダ
メ
な
子
」
で
は
な
く
、
ゲ
ー

ム
世
界
で
は
「
と
て
も
い
い
子
」
な
ん
だ
。
そ

こ
を
強
調
す
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
話
を
す
る

と
、
フ
ウ
タ
も
冷
静
に
自
分
の
問
題
を
考
え
て

く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
、
半
年
。
フ
ウ
タ
が
キ
レ
る
頻
度

は
目
に
見
え
て
減
っ
て
い
っ
た
。

　「
治
っ
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
も
と
も
と
の
フ

ウ
タ
に
戻
っ
た
だ
け
だ
よ
。
ゲ
ー
ム
の
フ
ウ
タ

が
本
来
の
フ
ウ
タ
だ
っ
た
ん
だ
か
ら
」。
そ
う

言
う
と
、
フ
ウ
タ
は
ち
ょ
っ
と
不
思
議
そ
う
な
顔
を

し
た
。

実
と
バ
ー
チ
ャ
ル
の
混
同
は
「
よ
く
な
い

こ
と
」
と
言
わ
れ
る
が
、
”よ
い
バ
ー
チ
ャ

ル
“
に
近
づ
く
な
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
で
は
な

い
か
。
私
は
フ
ウ
タ
を
見
な
が
ら
そ
う
思
っ
た
。

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

●初めて読ませていただきました。中野良
子さんのインタビューは､中国との関係が
日本にとって重要な問題であることが市民
感覚で語られており、政治・経済とは異な
った実体験に基づいた話で、わかり良かっ
たと思います。
トヨタ白川郷自然學校は、本人の略歴や

トヨタ自動車が関係しているか紹介すると
わかりやすいと思いました。

（千葉県　鳴川智久）

●BOOK REVIEWの『子どもが壊れる家』
の“現実の子育てでは過干渉か放任のどち
らかになりがちだ”は全くその通り。「おも
しろ授業発見」の子どもたちの学びの様子、
確かによく考え、よく話す、これも優れた
授業者（指導者）ではよく見られる光景だ。
しかし、今の子育て（人づくり）を考え

る時、何か物足りなさを感じる。それは、
子どもたちに言ったこと、やったことに責

任をとらない自己責任回避の姿が多く見ら
れるからである。子どもたちが、自分の意
志で判断したり行動したりするのではな
く、大人（親）たちの干渉に振り回されて
いることから来ているのではと思う。
私は、今自宅で囲碁教室・教育サポート

室を開設している。囲碁は、思考・創造性、
自己判断・自己決定・自己責任を育てる恰
好のゲームである。誰の助けも受けずに考
えて決断し、その結果、大きな喜びが得ら
れたり、どこが悪かったか考え、次に生か
すからである。 （静岡県　袴田進示）

●本当の国際交流は待っていても得られな
い。現実に飛び込み、身をもって探すこと。
そして、国際的な場で平和文化を推進する
ためには「三方の眼差し」をうまく調和さ
せることが大事という中野良子さんへのイ
ンタビューは、マンネリ化しつつある現行
の国際理解教育への貴重な一石である。

自然との共生、伝統文化との共生、新し
い環境技術との共生をテーマに揚げて開校
したトヨタ白川郷自然學校の実践は、日本
の子どもに不足している気力・体力づくり
はもちろん、生きることの基本の見直し、
何が本当の豊かさなのかの見つめ直しにつ
ながるもので、これからの日本の教育に求
められるひとつの姿を示すものとして大変
興味深いものである。（福岡県　武末正史）

●自然界の不思議さ、畏敬の念等をもっと
真剣に教える必要があると思います。今年
ほど大雪の大変さを味わった年はなかった
と思います。東京でも凍りついた道の様子
がTVで報じられていましたが、温暖化の
影響があるにせよ、子どもたちの目にどの
ように映っていたでしょうか。目前の現実
をしっかり教材化して、子どもたちに自然
愛、自然のたくましさなどをしっかり教え
たいと思います。 （北海道　榊原勝三）

香
山
リ
カ
（
精
神
科
医
・
帝
塚
山
学
院
大
学
教
授
）

最し

そ
の
3

突然キレるゲーム好きのフウタ

バ
現



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

●原田泰治先生がふるさとを取材して出

会うのは、おじいちゃん、おばあちゃん

ばかりだという。親を残してふるさとを

出た都市生活者にとっては、身につまさ

れ耳の痛い言葉である。そして今、“田

舎暮らし”が静かなブームだと聞く。ふ

るさと回帰の現象は、人間性を取り戻そ

うとする意志の現れなのだろうか。

●ふるさとが消えることは、わずかに残

された共同体の消滅を意味する。しきた

りやつき合いのわずらわしさから逃げ出

した結果、“自己中”がはびこり、人間

関係が希薄になってしまった。人は一人

では生きられないというのにである。ふ

るさとを守ることは、人と人との濃密な

関係を回復することにほかならない。

発
行
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育
出
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田代大輔さん（気象予報士）折々の季節感を伝えたい
TASHIRO DAISUKE

田
代
さ
ん
は
甲
子
園
を
夢
見
た
野
球
少
年
だ
っ
た
。
高
校
3

年
の
最
後
の
試
合
で
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
体
験
を
す
る
。

小
さ
い
頃
か
ら
野
球
が
大
好
き
で
、
現
在
も
三
つ
の

草
野
球
チ
ー
ム
に
所
属
し
て
年
間
20
〜
30
試
合
に
出
て

い
ま
す
。
普
段
は
ス
タ
ジ
オ
に
こ
も
り
っ
き
り
な
の
で

と
て
も
い
い
気
分
転
換
に
な
る
ん
で
す
ね
。

本
格
的
に
野
球
を
始
め
た
の
は
中
学
校
か
ら
で
、
高

校
で
は
、
ほ
と
ん
ど
2
回
戦
負
け
の
弱
小
チ
ー
ム
で
し

た
が
、甲
子
園
を
目
指
し
て
練
習
に
励
ん
で
い
ま
し
た
。

高
校
3
年
の
最
後
の
試
合
は
今
で
も
は
っ
き
り
覚
え
て

い
ま
す
。
そ
の
試
合
も
2
回
戦
目
で
、
9
回

表
ま
で
3
対
0
で
リ
ー
ド
し
て
い
ま
し
た

が
、
そ
の
裏
に
追
い
つ
か
れ
、
な
お
二
死
満

塁
の
ピ
ン
チ
で
ラ
イ
ト
前
に
サ
ヨ
ナ
ラ
ヒ
ッ

ト
を
打
た
れ
ま
す
。
僕
は
一
塁
を
守
っ
て
い

て
、
点
灯
さ
れ
た
カ
ク
テ
ル
光
線
の
中
を
そ

の
打
球
が
二
塁
手
の
頭
上
を
越
え
て
い
く
の

が
や
け
に
ゆ
っ
く
り
に
感
じ
ら
れ
、
そ
の
瞬

間
、「
あ
ー
、
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い

う
思
い
で
し
た
。
負
け
た
寂
し
さ
と
、
こ
れ

で
き
つ
い
練
習
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
気

持
ち
が
入
り
混
じ
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
も
、
試
合
後
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
の

監
督
の
話
が
印
象
的
で
し
た
。
実
は
僕
ら
の

前
の
試
合
も
強
豪
同
士
の
見
ご
た
え
の
あ
る

シ
ー
ソ
ー
ゲ
ー
ム
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
あ

る
人
が
そ
の
試
合
よ
り
も
今
の
試
合
が
感
動
的
だ
っ
た

と
讃
え
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
話
を
聞

い
て
、
人
の
心
を
動
か
す
よ
う
な
こ
と
を
し
た
ん
だ
な

あ
と
い
う
充
実
感
の
よ
う
な
も
の
が
こ
み
あ
げ
て
き
ま

し
た
。
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
で
す
ね
。

幼
稚
園
の
年
長
か
ら
30
年
近
く
続
け
て
い
る
ピ
ア
ノ
は
、
生

活
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
。

決
し
て
上
手
で
は
な
い
の
で
す
が
、
ピ
ア
ノ
の
音
が

す
ご
く
好
き
な
ん
で
す
。
た
だ
弾
い
て
い
る
だ
け
で
気

持
ち
が
い
い
。
仕
事
に
疲
れ
た
時
で
も
、
練
習
で
弾
き

始
め
る
と
、
ス
ト
レ
ス
が
ス
ー
ッ
と
抜
け
て
い
く
感
じ

が
す
る
ん
で
す
ね
。
野
球
を
や
り
な
が
ら
、
ピ
ア
ノ
の

レ
ッ
ス
ン
も
ず
っ
と
続
け
て
い
て
、
野
球
で
手
を
怪
我

し
て
は
よ
く
ピ
ア
ノ
の
先
生
に
怒
ら
れ
ま
し
た
よ
。

長
く
続
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
ピ
ア
ノ
が

好
き
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
幼
稚
園
の
時
か

ら
ず
っ
と
教
え
て
い
た
だ
い
て
い
る
先
生
の
存
在
も
大

き
い
で
す
ね
。
そ
の
先
生
と
は
親
の
次
に
長
い
お
付
き

合
い
で
、
練
習
よ
り
も
お
し
ゃ
べ
り
の
時
間
の
ほ
う
が

長
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
声
楽
が
専
門
で
す
か
ら
、
テ

レ
ビ
で
僕
の
声
を
聴
い
た
だ
け
で
、
今
日
は
体
調
を
崩

し
て
い
る
な
と
か
す
ぐ
わ
か
る
そ
う
で
す
。
小
さ
い
頃

か
ら
の
性
格
も
よ
く
わ
か
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
て
、
い

ろ
い
ろ
と
相
談
に
も
の
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

意
外
に
も
、
気
象
予
報
と
ピ
ア
ノ
や
野
球
と
に
は
い
く
つ
か

の
共
通
点
が
あ
る
と
い
う
。

音
に
興
味
を
も
つ
こ
と
と
、
天
気
に
興
味
を
も
つ
こ

と
は
同
じ
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
音
楽
と
い
う
か
音

は
、
天
気
と
同
じ
で
身
の
周
り
に
常
に
あ
り
ま
す
。
普

段
気
づ
か
な
い
だ
け
で
、
い
つ
も
周
り
に
は
様
々
な
音

が
あ
る
し
、
天
気
と
い
う
か
空
気
だ
っ
て
そ
う
で
す
。

た
だ
、そ
れ
に
気
づ
く
か
気
づ
か
な
い
だ
け
な
の
で
す
。

音
楽
で
大
事
な
の
は
リ
ズ
ム
感
で
す
が
、
こ
れ
は
野

球
に
も
気
象
に
も
言
え
る
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
意
味

で
野
球
と
ピ
ア
ノ
を
や
っ
て
い
て
、
す
ご
く
よ
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。
気
象
予
報
と
い
う
の
は
将
来
を
読
む
と

い
う
こ
と
で
、
そ
れ
に
は
流
れ
を
読
ま
な
く
て
は
い
け

な
い
。
一
番
大
事
な
の
は
、
風
の
予
報
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
雲
や
暖
か
い
空
気
、
冷
た
い
空
気
も
風
に
流
さ

れ
て
く
る
の
で
、
そ
の
風
の
強
さ
や
流
れ
が
読
め
れ
ば

天
気
や
気
温
の
予
報
も
で
き
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
目
に
見
え
な
い
風
は
、
視
覚
以
外
の

感
覚
で
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
リ
ズ

ム
感
も
必
要
で
す
し
、
様
々
な
感
覚
を
養
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

田
代
さ
ん
は
季
節
感
を
伝
え
、
天
気
へ
の
興
味

を
喚
起
す
る
気
象
予
報
を
目
指
し
て
い
る
。

い
ま
は
季
節
感
が
な
か
な
か
感
じ
ら
れ
な

く
な
っ
て
い
る
の
で
、
雨
水
と
か
啓
蟄
な
ど
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節
気
の
言
葉
を
取
り
上
げ
た
り
し
な
が

ら
、
季
節
を
実
感
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
解

説
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
忙
し
す
ぎ
る
日
常
の
中
で
心

に
ゆ
と
り
を
も
っ
て
身
近
な
天
気
に
興
味
を

も
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
い

で
す
ね
。
阪
神
と
ダ
イ
エ
ー
の
日
本
シ
リ
ー

ズ
の
時
に
は
甲
子
園
の
浜
風
と
玄
界
灘
の
潮
風
を
話
題

に
す
る
な
ど
、
直
接
気
象
と
関
係
が
な
い
変
化
球
も
交

え
て
、
少
し
で
も
興
味
を
も
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
工
夫

し
て
い
る
つ
も
り
で
す
。

ま
た
、
い
ま
メ
デ
ィ
ア
は
目
か
ら
の
情
報
が
非
常
に

多
い
の
で
、
視
覚
以
外
の
天
気
予
報
が
で
き
る
と
い
い

で
す
ね
。
例
え
ば
、
10
mm
の
雨
が
降
る
と
い
う
時
は
、

10
mm
の
雨
の
実
際
の
音
を
聞
か
せ
る
と
い
う
方
法
も
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
っ
た
新
し
い
試
み
も
し
て

み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

慶應義塾大学卒業後、（財）日本気象協会に就職。現在、NHK
の番組「おはよう日本」で気象キャスターとして活躍中。


