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ススポポーーツツをを通通ししてて
人人間間力力をを育育むむ

Educo 2

子子
どど
もも
たた
ちち
のの
体体
とと
心心
のの
健健
全全
なな
発発
達達
のの
たた
めめ
にに
、、

スス
ポポ
ーー
ツツ
にに
携携
わわ
るる
者者
のの
果果
たた
すす
責責
任任
がが
ああ
るる
んん
でで
すす
。。

地球となかよしインタビュー

サ
ッ
カ
ー
界
の
底
辺
は
ま
す
ま
す
広
が
り
、

注
目
度
も
上
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。

サ
ッ
カ
ー
の
人
気
度
や
世
間
に
与
え
る
影
響

は
、
十
年
以
上
前
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ぐ
ら

い
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
当
然
、
サ
ッ
カ
ー
協
会

と
し
て
も
社
会
的
な
責
任
が
あ
り
ま
す
。
お
客

様
の
関
心
を
引
き
、
感
動
を
与
え
て
い
れ
ば
い

い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

将
来
、
日
本
が
強
い
代
表
チ
ー
ム
を
つ
く
っ

て
い
く
た
め
の
エ
リ
ー
ト
教
育
も
大
切
で
す

が
、
大
多
数
は
草
の
根
の
子
ど
も
た
ち
で
す
。

そ
う
い
う
子
ど
も
た
ち
に
、
サ
ッ
カ
ー
を
通
じ

て
ど
う
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
け
る
の
か
を
考

え
て
み
る
と
、
今
ま
で
は
、
技
術
は
指
導
者
を

通
じ
て
伝
え
て
は
い
る
。
け
れ
ど
も
、
本
当
の

フ
ェ
ア
プ
レ
ー
と
は
何
か
、
社
会
生
活
を
営
ん

で
い
く
上
で
大
切
な
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
教
え
て
い
な
い
。
あ
い
さ
つ
を
さ

せ
た
り
、
フ
ェ
ア
プ
レ
ー
の
精
神
論
を
教
え
た

り
し
て
い
て
も
、
本
当
に
心
の
中
に
入
り
込
ん

で
教
え
て
い
る
と
は
言
え
な
い
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
、
我
々
は
ま
だ
十
分
に
社
会
的
な
責

任
を
果
た
し
て
い
な
い
な
と
い
う
思
い
が
強
く

あ
る
。
せ
っ
か
く
子
ど
も
た
ち
と
ふ
れ
あ
う
機

会
が
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
サ
ッ
カ
ー
の
技
術
だ
け
教
え
て
い
て
い
い

ん
だ
ろ
う
か
と
。そ
れ
は
絶
対
そ
う
じ
ゃ
な
い
。

Ｊ
Ｆ
Ａ
（
日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会
）
に
は
、
人
々

の
心
身
の
健
全
な
発
達
と
社
会
の
発
展
に
貢
献

す
る
と
い
う
大
き
な
理
念
が
あ
り
ま
す
。
そ
う

い
う
意
味
か
ら
も
、
我
々
は
も
っ
と
努
力
す
る

必
要
が
あ
る
ん
で
す
。

今
年
の
四
月
か
ら
、東
京
の
四
区
と
横
浜
市
、

さ
い
た
ま
市
で
「
Ｊ
Ｆ
Ａ
こ
こ
ろ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
を
始
め
ま
し
た
。
元
日
本
代
表
や
現
役

Ｊ
リ
ー
ガ
ー
が
「
夢
先
生
」
と
な
っ
て
学
校
に

赴
き
、
子
ど
も
た
ち
に
夢
を
伝
え
、
生
き
る
た

め
に
必
要
な
精
神
を
育
め
る
よ
う
な
サ
ポ
ー
ト

が
で
き
れ
ば
と
。

そ
れ
は
や
は
り
ス
ポ
ー
ツ
に
携
わ
っ
て
い
る

者
の
果
た
す
責
任
が
あ
る
と
い
う
思
い
か
ら
で

す
。
心
と
体
が
一
体
と
な
っ
て
、
初
め
て
立
派

な
人
間
が
育
っ
て
い
く
の
で
す
。
だ
か
ら
、
こ

れ
か
ら
「
心
」
の
中
に
本
格
的
に
入
り
込
ん
で

い
き
た
い
。
将
来
、
サ
ッ
カ
ー
を
教
え
る
指
導

者
全
部
が
、
同
じ
考
え
方
の
も
と
に
子
ど
も
た

ち
に
そ
う
い
う
も
の
を
伝
え
て
い
く
こ
と
に
な

る
、今
年
は
そ
の
ス
タ
ー
ト
の
年
と
言
え
ま
す
。

今
年
は
、
元
日
本
代
表
や
現
Ｊ
リ
ー
ガ
ー
が

中
心
と
な
っ
て
そ
れ
を
伝
え
て
い
く
と
い
う
こ

と
に
し
て
い
ま
す
が
、多
く
の
子
ど
も
た
ち
に
、

人
間
と
し
て
必
要
な
素
養
を
育
ん
で
い
く
た
め

に
は
、
各
地
で
活
動
す
る
す
べ
て
の
指
導
者
が

理
念
を
共
有
し
て
、
子
ど
も
に
伝
え
て
い
け
る

よ
う
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
サ
ッ
カ
ー

界
だ
け
で
な
く
、
ス
ポ
ー
ツ
界
全
体
に
広
め
て

い
き
た
い
。そ
れ
が
僕
の
一
番
大
き
な
夢
で
す
。

そ
の
た
め
に
重
要
な
の
は
、
夢
を
伝
え
る

「
夢
先
生
」
側
を
し
っ
か
り
育
て
る
こ
と
で
す
。

先
生
と
な
る
者
の
人
間
性
が
大
事
な
ん
で
す
。

子
ど
も
は
敏
感
で
す
か
ら
、
心
か
ら
訴
え
か
け

な
い
と
、「
先
生
」
に
敬
意
と
感
動
を
持
た
な

い
で
し
ょ
う
。

「
心
」
の
こ
と
を
伝
え
る
と
い
う
先
生
の
役
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孤
立
無
援
の
状
態
で
す
。

例
え
ば
、
今
、
低
体
温
の
子
が
多
い
。
夜
寝

る
の
が
遅
く
、
本
来
体
温
が
上
向
き
に
な
る
は

ず
の
起
き
る
時
間
に
、一
番
体
温
が
低
い
三
時
、

四
時
ぐ
ら
い
の
体
温
で
す
。
だ
か
ら
朝
ご
は
ん

も
食
べ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
八
時
ご
ろ
に
学
校

に
行
く
。
そ
う
い
う
中
で
子
ど
も
に
、
何
で
ち

ゃ
ん
と
授
業
を
受
け
ら
れ
な
い
ん
だ
、
何
で
ぼ

う
っ
と
し
て
集
中
力
が
な
い
ん
だ
と
言
っ
て
も

無
理
が
あ
り
ま
す
。
集
中
力
が
な
い
、
四
十
五

分
間
の
授
業
中
じ
っ
と
聞
い
て
い
ら
れ
な
い
と

い
う
の
は
、
そ
の
前
に
や
る
べ
き
こ
と
が
家
庭

で
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
家
庭
で
、
早

寝
早
起
き
、
朝
ご
は
ん
を
し
っ
か
り
や
れ
ば
、

今
の
子
ど
も
た
ち
の
状
態
は
変
わ
っ
て
い
く
は

ず
で
す
。

ま
た
、
子
ど
も
が
外
遊
び
を
し
な
く
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
も
世
の
中
の
責
任
で
す
が
、
家

の
中
に
ば
か
り
い
る
か
ら
、
腰
と
背
骨
の
筋
肉

が
な
か
な
か
成
長
し
な
く
て
、
ち
ゃ
ん
と
し
た

姿
勢
が
保
て
な
い
。だ
か
ら
背
も
た
れ
し
た
り
、

机
に
ほ
お
づ
え
を
つ
い
た
り
し
て
、
授
業
へ
の

集
中
力
が
な
く
な
る
。
そ
れ
な
の
に
、
授
業
を

し
っ
か
り
聞
け
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
始
ま

ら
な
い
。
外
で
遊
ん
で
体
を
鍛
え
る
、
自
然
と

ふ
れ
あ
う
、
年
長
の
子
と
小
さ
な
子
が
外
で
一

緒
に
遊
ん
で
社
会
性
を
培
う
。
ま
た
、
そ
う
い

う
こ
と
に
地
域
が
ど
う
絡
ん
で
い
く
の
か
も
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

今
の
子
ど
も
に
こ
う
い
う
問
題
が
数
多
く
発

生
す
る
の
は
、
子
ど
も
だ
け
に
言
っ
て
も
し
か

た
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
家
庭
、
世
の
中

の
あ
り
方
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
ね
。

そ
こ
で
例
え
ば
、
Ｕ
６
の
子
ど
も
を
教
え
て

い
る
と
、
両
親
だ
け
で
な
く
、
お
じ
い
さ
ん
や

お
ば
あ
さ
ん
も
見
に
来
て
く
れ
る
ん
で
す
よ

ね
。
そ
う
い
う
機
会
を
利
用
し
て
、
保
護
者
の

教
育
も
で
き
な
い
か
と
、
今
、
真
剣
に
考
え
て

い
る
ん
で
す
。

最
後
に
、
子
ど
も
た
ち
を
指
導
し
て
い
く
こ

と
、
子
ど
も
た
ち
と
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と

に
つ
い
て
、メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

僕
が
指
導
者
に
常
に
言
っ
て
い
る
の
が
、
子

ど
も
と
子
ど
も
を
比
較
す
る
な
と
い
う
こ
と
で

す
。
例
え
ば
、
実
力
の
レ
ベ
ル
が
１
か
ら
10
ま

で
あ
る
と
す
る
と
、お
前
は
５
だ
か
ら
７
の
子
、

８
の
子
に
負
け
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
と
い
っ
た

や
り
方
は
、
む
し
ろ
、
努
力
し
よ
う
と
い
う
気

持
ち
を
萎
え
さ
せ
る
も
の
で
す
。

そ
の
子
の
今
の
実
力
が
５
で
あ
っ
た
ら
、
そ

れ
を
５
・
５
、
６
に
す
る
た
め
に
ど
う
し
た
ら

い
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
先
生
と
そ
の
子
が

一
緒
に
な
っ
て
考
え
る
。
少
し
で
も
進
歩
し
た

ら
子
ど
も
と
一
緒
に
な
っ
て
心
か
ら
喜
ん
で
や

る
。
そ
う
い
う
気
持
ち
や
姿
勢
が
子
ど
も
に
は

伝
わ
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
一
人
の
子
ど
も
を
、

他
の
子
と
の
比
較
で
見
な
い
と
い
う
こ
と
が
一

番
大
事
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま

す
。

目
を
果
た
す
こ
と
が
、
ど
れ
だ
け
自
分
に
と
っ

て
も
有
意
義
で
あ
り
、
ま
た
、
世
の
た
め
、
子

ど
も
た
ち
の
た
め
に
な
る
か
、
き
ち
ん
と
理
解

す
る
こ
と
が
大
切
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
今
、

一
生
懸
命
、「
先
生
」
の
養
成
を
し
て
い
ま
す
。

サ
ッ
カ
ー
界
は
、
子
ど
も
と
の
か
か
わ
り
を

と
て
も
大
事
に
し
て
い
ま
す
ね
。

や
は
り
、
子
ど
も
が
す
べ
て
だ
と
い
う
思
い

が
あ
り
ま
す
。や
さ
し
さ
や
我
慢
す
る
気
持
ち
、

人
を
思
い
や
る
心
な
ど
は
、
大
人
に
な
っ
て
か

ら
の
行
動
に
自
然
と
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

ア
ン
ダ
ー
シ
ッ
ク
ス（
Ｕ
６
）と
い
う
、
六
歳

以
下
の
子
ど
も
た
ち
に
ス
ポ
ー
ツ
の
楽
し
さ
を

教
え
る
「
キ
ッ
ズ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
取

り
組
み
も
行
っ
て
い
ま
す
。
今
、
子
ど
も
た
ち

が
外
遊
び
を
し
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

こ
と
で
、肉
体
・
精
神
の
発
育
が
、今
ま
で
と
は
違

う
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ス
ポ
ー
ツ
の
楽
し
さ
を
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

子
ど
も
た
ち
が
外
に
出
て
遊
ぶ
こ
と
を
楽
し
い

と
思
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。

二
〇
〇
五
年
に
は
、
延
べ
七
十
万
人
も
の
子

ど
も
た
ち
が
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
サ
ッ
カ
ー
選
手
に
育
て
よ
う
と

い
う
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
の
心
身
の
健

全
な
発
達
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
た
い
と
い
う
考
え

で
や
っ
て
い
ま
す
。

「
ア
カ
デ
ミ
ー
福
島
」
と
い
う
取
り
組
み
も

さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

Ｊ
Ｆ
Ａ
が
昨
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
エ
リ

ー
ト
教
育
で
す
。
全
国
か
ら
選
ば
れ
た
ア
カ
デ

ミ
ー
生
は
福
島
県
双
葉
郡
に
あ
る
Ｊ
Ｆ
Ａ
ア
カ

デ
ミ
ー
福
島
で
寮
生
活
を
行
い
な
が
ら
、
近
隣

の
中
学
校
、
高
校
に
通
い
、
ア
カ
デ
ミ
ー
で
は
、

優
秀
な
指
導
者
と
素
晴
ら
し
い
環
境
の
も
と
で

サ
ッ
カ
ー
指
導
を
受
け
ま
す
。
地
域
と
の
つ
な

が
り
も
大
切
に
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
サ
ポ
ー

ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
制
度
を
つ
く
り
、
地
元
に
親
代

わ
り
の
人
を
見
つ
け
て
、
子
ど
も
た
ち
が
休
み

の
日
に
そ
こ
に
行
く
と
か
、
地
元
の
人
た
ち
と

交
流
す
る
と
い
っ
た
活
動
も
し
て
い
ま
す
。
地

域
と
の
か
か
わ
り
は
、
Ｊ
リ
ー
グ
の
設
立
理
念

と
も
通
じ
る
も
の
で
す
。

こ
の
取
り
組
み
は
将
来
の
日
本
代
表
育
成
と

い
う
の
が
第
一
目
標
で
は
あ
り
ま
す
。し
か
し
、

ま
ず
大
事
な
の
は
人
間
教
育
な
ん
で
す
。
仮
に

サ
ッ
カ
ー
選
手
と
し
て
一
流
に
な
れ
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
人
間
と
し
て
立
派
に
成
長
し
、
学

業
も
き
ち
ん
と
で
き
、
本
人
も
周
り
も
Ｊ
Ｆ
Ａ

ア
カ
デ
ミ
ー
に
行
っ
て
い
て
よ
か
っ
た
と
思
え

る
。
そ
う
な
っ
て
初
め
て
、
こ
の
取
り
組
み
が

成
功
し
た
と
言
え
る
ん
で
す
。

一
年
間
た
ち
ま
し
た
が
、
海
外
遠
征
を
さ
せ

た
り
、
地
元
で
田
植
え
を
し
た
り
、
著
名
な
人

の
話
を
聞
い
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
得
が
た
い
経

験
が
で
き
て
い
ま
す
。
我
々
と
し
て
は
、
こ
う

い
う
経
験
を
し
な
が
ら
、
人
間
的
に
立
派
に
育

っ
て
い
け
る
よ
う
に
ベ
ス
ト
を
尽
く
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
、
社
会
で
子
ど
も
の
育
ち
に
関
し
て
、

い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
起
き
て
い
ま
す
。

僕
は
や
は
り
世
の
中
、
と
り
わ
け
家
庭
の
問

題
が
大
き
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
の
日
本
の

社
会
は
、
責
任
を
全
部
他
人
に
押
し
つ
け
る
風

潮
が
あ
り
、
子
ど
も
の
教
育
に
、
皆
が
一
致
団

結
し
て
向
き
合
っ
て
い
な
い
。
全
部
学
校
の
責

任
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
学
校
の
先
生
は
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都
立
の
四
大
学
が
統
合
さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
四
月
に
公
立

大
学
法
人
と
し
て
「
首
都
大
学
東
京
」
が
新
た
な
ス
タ
ー
ト

を
切
る
と
同
時
に
「
オ
ー
プ
ン
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
」（
以
下

Ｏ
Ｕ
）
を
開
設
し
た
。
こ
れ
は
首
都
大
学
東
京
（
以
下
、
本

学
）
が
有
す
る
知
的
財
産
を
広
く
開
放
し
、
都
民
の
生
涯
学

習
に
貢
献
す
る
た
め
の
新
た
な
企
画
で
あ
り
、
将
来
の
生
涯

学
習
を
展
望
し
な
が
ら
、
展
開
を
始
め
た
も
の
で
あ
る
。

本
学
に
お
け
る
生
涯
学
習
は
、
首
都
圏
に
在
住
す
る
広
範

な
人
た
ち
が
希
望
に
応
じ
て
高
度
な
教
養
、
知
見
、
技
術
な

ど
を
学
ぶ
場
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
人
生

に
は
多
様
な
局
面
が
あ
っ
て
、
直
面
す
る
課
題
に
応
じ
て
、

適
宜
必
要
な
学
問
領
域
を
修
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
理

想
的
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、米
国
に
お
い
て
は
各
種
の
奨
学
金
を
得
な
が
ら
、

生
涯
を
通
し
て
就
業
と
大
学
及
び
大
学
院
教
育
と
を
交
互
に

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
し
な
が
ら
学
位
を
取
得
す
る
こ
と
は
常
識

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
一
方
、
わ
が
国
で
は
、
大
学
教
育

は
青
年
期
に
一
回
だ
け
受
け
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
米
国
の

よ
う
な
社
会
風
土
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
新
設
さ
れ
た
本

学
の
Ｏ
Ｕ
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
生
涯
教
育
の
未
来
像

に
つ
い
て
考
え
た
い
。
特
に
こ
れ
か
ら
大
量
退
職
を
迎
え
る

団
塊
の
世
代
の
動
向
も
踏
ま
え
て
展
望
し
て
み
た
い
。

東
京
を
は
じ
め
と
す
る
首
都
圏
に
は
、
多
数
の
大
学
、
東

京
都
内
だ
け
で
も
国
公
私
立
あ
わ
せ
て
百
二
十
校
以
上
が
存

在
し
、
多
く
の
大
学
が
規
模
の
違
い
は
あ
れ
、
産
学
の
連
携

に
よ
る
技
術
支
援
や
公
開
講
座
な
ど
に
よ
り
地
域
貢
献
に
取

り
組
ん
で
い
る
。
特
別
講
演
会
な
ど
単
発
的
な
公
開
講
座
を

除
い
た
も
の
を
生
涯
学
習
講
座
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
と
、
現

状
は
、
大
雑
把
な
流
れ
と
し
て
次
の
よ
う
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

一

高
齢
化
社
会
に
お
け
る
主
と
し
て
退
職
者
や
高
齢
者
層

を
対
象
と
す
る
老
後
の
生
き
が
い
づ
く
り

二

現
役
の
勤
労
者
層
を
対
象
と
す
る
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の

た
め
の
自
己
投
資
（
資
格
、
語
学
等
）

三

主
婦
層
の
自
分
磨
き
や
、
女
性
の
社
会
進
出
の
た
め
の

支
援

こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
て
、
本
学
の
Ｏ
Ｕ
が
将
来
的
に

も
発
展
的
に
継
続
で
き
る
生
涯
学
習
の
場
を
確
立
す
る
に

は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
の
展
望
と
し
て
は
、
生
涯
学
習
講
座
で
得
た
成
果
を

蓄
積
で
き
る
よ
う
な
単
位
取
得
シ
ス
テ
ム
の
実
現
で
あ
る
。

本
学
は
開
学
時
に
「
単
位
バ
ン
ク
」
と
い
う
制
度
が
導
入

さ
れ
た
。
こ
れ
は
あ
ら
か
じ
め
他
の
教
育
機
関
で
の
学
修
や

専
門
機
関
で
の
修
得
実
績
を
正
規
授
業
の
単
位
と
し
て
認
定

す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
、
ま
だ
十
分
に
は
機
能
し
て
い
な

い
。
Ｏ
Ｕ
は
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
、
時
間
の
許
す
範
囲

で
特
定
の
講
義
課
目
を
受
講
し
、
修
得
し
た
人
に
単
位
取
得

を
可
能
と
す
る
方
向
を
探
っ
て
い
る
。
講
座
を
系
統
立
て
て

開
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
勤
務
や
主
婦
業
な
ど
を
継
続
し
な

が
ら
最
終
的
に
は
学
位
の
取
得
へ
の
道
を
開
こ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

Ｏ
Ｕ
の
講
座
の
中
に
大
学
の
一
、
二
年
次
の
教
養
科
目
群

や
三
年
次
以
降
の
専
門
科
目
群
の
主
要
な
も
の
を
提
供
す
る

こ
と
に
よ
り
、
高
卒
者
が
大
学
の
学
士
号
を
取
得
し
た
り
、

特
定
の
学
士
号
取
得
者
が
他
の
専
門
分
野
の
学
士
号
を
も
取

得
し
た
り
で
き
る
道
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

特
に
大
学
院
レ
ベ
ル
の
講
座
に
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
運
用
す

る
と
、
現
場
で
日
夜
奮
闘
し
て
い
る
勤
労
者
、
公
務
員
、
教

員
な
ど
現
場
で
必
要
と
な
る
ス
キ
ル
の
修
得
に
も
役
立
つ
だ

け
で
な
く
、
危
機
管
理
な
ど
も
含
め
た
社
会
的
ニ
ー
ズ
に
合

っ
た
高
度
で
系
統
的
な
講
座
の
設
定
に
よ
り
、
現
場
で
一
層

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
で
き
る
人
材
を
育
成
で
き
る
可

能
性
も
生
じ
て
く
る
。
本
学
の
Ｏ
Ｕ
で
は
す
で
に
試
行
的
に

資
格
取
得
に
役
立
つ
講
座
の
開
講
を
進
め
て
い
る
。

生
涯
学
習
の
業
界
で
は
、
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代
の
退
職

期
を
迎
え
、
こ
の
世
代
の
取
り
込
み
が
課
題
と
認
識
さ
れ
て

い
る
。

筆
者
は
、
団
塊
の
世
代
の
人
た
ち
に
は
現
在
開
講
さ
れ
て

い
る
現
状
の
生
涯
学
習
講
座
を
受
講
す
る
こ
と
だ
け
で
は
、

満
足
し
て
も
ら
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
高

度
成
長
期
、
大
学
紛
争
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
、
バ
ブ
ル
期
、

不
況
期
を
乗
り
切
っ
て
き
た
こ
の
世
代
は
、
過
去
の
実
績
に

自
信
を
持
ち
、
自
己
の
ス
キ
ル
と
趣
味
へ
の
執
着
と
何
か
新

知っておきたい 
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生生
涯涯
学学
習習
のの
未未
来来
像像

――
団団
塊塊
のの
世世
代代
のの
動動
向向
をを
踏踏
まま
ええ
てて
――

公
立
大
学
法
人
　
首
都
大
学
東
京
　
オ
ー
プ
ン
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
事
務
室
課
長
補
佐
　
西西
野野
卓卓
郎郎

「
オ
ー
プ
ン
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
」
の
開
設
と
展
望

首
都
圏
に
お
け
る
生
涯
学
習
の
現
状

団
塊
の
世
代
へ
の
期
待

生
涯
学
習
の
将
来
構
想
―
学
位
取
得
支
援
シ
ス
テ
ム
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この他，「大江戸東京の歩き方」「美術館探検隊」「都市・江戸東京―水辺の風景」「もう一つの北米の国・カナダ」「武蔵野が語る地球環境変化の歴史 
―関東平野の形成メカニズム」など総合学習の参考となる講座等も多数あります。 
各種福利厚生団体等の構成員の方については，割引制度がある場合もございます。各団体の提供情報をご確認ください。 

◆19年度春期（4月～6月）開講の教員向け講座 
 
主な対象 期間 曜日・時間 回数 キャンパス 

国語 

国語 

高校生物 

高校生物 

高校生物 

生徒指導関係 

教員全般 

 

心に届く読み方をめざして―ことばとからだのレッスン 

日本語教授法と教育メディア1（大学院レベル講座） 

ティーチング技術（高校生物授業：内容研究）大学院レベル講座 

【生物の多様性とその保全】大学院レベル講座 

【生命の科学：ミクロからの視点】大学院レベル講座 

社会の中の個人と他者 

困難をかかえた子どもの臨床発達支援 

5/13～ 7/1 

4/17～ 5/29 

4/17～ 7/10 

4/19～ 7/12 

5/12～ 6/16 

5/11～ 6/15 

4/23～ 5/21

日曜日 10:00～ 11:30 

火曜日 19:00～ 20:30 

火曜日 18:30～ 20:00 

木曜日 18:30～ 20:00 

土曜日 14:40～ 17:50 

金曜日 19:00～ 20:30 

月曜日 19:00～ 20:30

8回 

6回 

12回 

12回 

6回 

6回 

4回 

飯田橋 

飯田橋 

飯田橋 

飯田橋 

南大沢 

飯田橋 

南大沢 

◆19年度夏期（7月～9月）に開講予定の教員向け講座 
 高校化学 

小学校教員 

 

高校化学教員のためのリカレント 

小学校教員のための食育指導力アップ講座 

 

〈問い合わせ先〉首都大学東京オープンユニバーシティ事務室　TEL 042-677-2362 

講座名 
 

し
い
も
の
に
挑
戦
し
た
い
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
生
涯
学
習
講
座
に
単
に
受
動
的
に

参
加
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
分
が
地
域
や
専
門
分
野
で
サ

ー
ク
ル
な
ど
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
り
、
講
座
を
企
画
実
践
し
、

あ
る
い
は
同
世
代
ま
た
は
次
世
代
を
啓
蒙
し
た
い
と
い
う
意

欲
を
有
す
る
世
代
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
世
代
が
生
涯
学
習
に
能
動
的
に
参
画
し
て
く
る
こ
と

は
、
結
果
的
に
、
生
涯
学
習
講
座
を
運
営
す
る
大
学
側
も
変

革
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
多
様
な
価
値

観
を
持
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
持
つ
受
講
生
に
対
し
、
大

学
教
員
は
受
講
生
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
行

う
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
必
要
な
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

企
画
運
営
に
携
わ
る
事
務
職
員
も
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と

し
て
の
力
量
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
広
報
媒
体

に
Ｐ
Ｒ
を
打
つ
だ
け
で
は
な
く
、
広
報
効
果
測
定
や
講
座
ご

と
の
き
め
細
か
い
媒
体
・
広
報
ル
ー
ト
の
選
択
は
も
ち
ろ

ん
、
営
業
活
動
に
よ
る
ニ
ー
ズ
の
把
握
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

な
ど
が
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
重
要
性
を
増
す
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

「
失
敗
学
」
な
ど
で
有
名
な
畑
村
洋
太
郎
工
学
院
大
学
教

授
は
著
書
で
、「
技
術
と
い
う
の
は
本
来
、『
伝
え
る
も
の
』

で
は
な
く
『
伝
わ
る
も
の
』」
と
し
た
上
で
、「
こ
の
と
き

に
伝
え
る
側
が
最
も
力
を
注
ぐ
べ
き
こ
と
は
、
伝
え
る
側
の

立
場
で
考
え
た
『
伝
え
る
方
法
』
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
大
切
な
の
は
、
伝
え
ら
れ
る
相
手
の

側
の
立
場
で
考
え
た
『
伝
わ
る
状
態
』
を
い
か
に
つ
く
る
か

な
の
で
す
。」（
講
談
社
現
代
新
書
「
組
織
を
強
く
す
る
技

術
の
伝
え
方
」、
太
字
マ
マ
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指

摘
は
基
本
的
に
大
学
の
学
部
や
大
学
院
の
学
生
を
対
象
に
し

て
い
る
正
規
の
大
学
教
育
は
も
と
よ
り
、
む
し
ろ
生
涯
学
習

教
育
に
携
わ
る
も
の
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

団
塊
世
代
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
活
用
す
る

こ
と
は
、
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
、
子
育
て
環
境
の
整
備
、
ゆ
と
り

時
間
の
創
出
な
ど
、
ま
す
ま
す
生
涯
学
習
が
求
め
ら
れ
る
社

会
変
革
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
例
え

ば
、
核
家
族
化
の
進
ん
だ
都
市
に
お
い
て
、
子
育
て
経
験
を

持
つ
元
気
な
高
齢
者
が
保
育
に
関
す
る
リ
カ
レ
ン
ト
を
受

け
、
血
縁
で
は
な
い
が
、「
地
縁
」
祖
父
母
、
あ
る
い
は

「
知
縁
」
祖
父
母
と
し
て
子
育
て
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
も
ら
え

る
よ
う
に
な
れ
ば
、
若
い
子
育
て
世
代
は
大
い
に
心
強
い
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

本
学
は
都
立
の
大
学
の
使
命
と
し
て
、
す
で
に
都
庁
を
は

じ
め
各
区
市
町
村
や
関
連
の
公
共
団
体
と
連
携
し
た
講
座
の

実
施
、
研
修
の
受
託
、
講
師
の
紹
介
・
派
遣
等
を
行
っ
て
き

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
は
企
業
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
多
様
な
社
会

的
セ
ク
タ
ー
と
も
連
携
、
協
力
を
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。
今
、
生
涯
学
習
教
育
は
「
地
縁
」
と
「
知
縁
」
の

交
差
点
に
立
っ
て
い
る
。

Ｖ
Ε
Ｒ
Ι
Τ
Λ
Ｓ
　
Ｖ
О
Ｓ
　
Ｌ
Ι
Β
Ε
Ｒ
Λ
Β
Ι
Τ

（
真
理
が
あ
な
た
を
自
由
に
す
る
）

こ
れ
は
本
学
図
書
館
本
館
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
ラ
テ
ン
語

の
諺
で
あ
る
。
生
涯
学
習
が
当
た
り
前
の
こ
と
と
な
り
、

「
生
涯
学
習
」
と
言
わ
れ
な
く
な
る
時
が
く
れ
ば
、
誰
も
が

自
由
に
な
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
つ
つ
結
び
と
し
た
い
。

終
わ
り
に

生涯学習 

地縁 

知
縁 
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尊
敬
・
謙
譲
・
丁
寧
と
い
う
三
分
類
は
、
長
く
教
育
界
の

主
流
を
な
し
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
少
々
粗
い
と
い
う
理
由

で
、
も
う
少
し
詳
細
に
分
類
す
る
考
え
方
が
支
配
的
に
な
っ

た
。
三
分
類
す
る
説
は
、
吉
岡
郷
甫
の
「
尊
敬
・
謙
遜
・
丁

重
」（『
日
本
口
語
法
』
明
治
三
十
九
年
）
が
先
駆
と
さ
れ

る
が
、
そ
の
後
、
数
多
く
の
学
者
が
敬
語
研
究
の
中
で
分
類

に
も
言
及
し
て
き
た
。
最
近
で
は
、
話
題
の
敬
語
（
素
材
敬

語
）
と
対
話
の
敬
語
（
対
者
敬
語
）
と
に
大
別
し
て
、
そ
の

下
位
分
類
を
示
す
考
え
方
が
一
般
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。

今
回
の
答
申
は
、
最
近
の
通
説
を
も
と
に
し
た
も
の
（
た

だ
し
、
従
来
の
三
分
類
か
ら
離
れ
す
ぎ
な
い
よ
う
配
慮
し
た

も
の
）
で
あ
る
が
、
話
題
の
敬
語
と
対
話
の
敬
語
と
に
大
別

す
る
こ
と
な
く
、
並
べ
る
形
で
五
つ
の
分
類
を
提
示
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、「
尊
敬
語
・
謙
譲
語
Ⅰ
・
謙
譲
語
Ⅱ
（
丁

重
語
）
・
丁
寧
語
・
美
化
語
」
の
五
種
で
あ
る
。
こ
れ
を
従

来
の
三
分
類
と
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
注
）
定
義
お
よ
び
語
例

尊
敬
語
＝
相
手
側
ま
た
は
第
三
者
の
行
為
・
も
の
ご
と
・

状
態
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
人
物
を
立
て
て
述
べ
る
も
の
。

（
語
例
）
お
っ
し
ゃ
る
、
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
召
し
上
が
る

謙
譲
語
Ⅰ
＝
自
分
側
か
ら
相
手
側
ま
た
は
第
三
者
に
向
か

う
行
為
・
も
の
ご
と
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
向
か
う
先
の

人
物
を
立
て
て
述
べ
る
も
の
。

（
語
例
）
伺
う
、
申
し
上
げ
る
、
さ
し
あ
げ
る

謙
譲
語
Ⅱ
＝
自
分
側
の
行
為
・
も
の
ご
と
な
ど
を
、
話
や

文
章
の
相
手
に
対
し
て
丁
重
に
述
べ
る
も
の
。

（
語
例
）
参
る
、
申
す
、
い
た
す
、
存
じ
る
、
お
る

知っておきたい 

教育NOW 22

「「
敬敬
語語
のの
指指
針針
」」
にに
つつ
いい
てて宇

都
宮
大
学
名
誉
教
授
　
長長
尾尾
高高
明明

敬
語
の
使
い
方
に
関
し
て
は
、
昭
和
二
十
七
年
に
国
語
審

議
会
が
建
議
し
た
『
こ
れ
か
ら
の
敬
語
』
が
あ
り
、
教
育
界

で
は
現
在
ま
で
一
応
の
基
準
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
か

な
り
古
い
も
の
で
も
あ
り
、
一
つ
に
は
、
例
え
ば
二
人
称
代

名
詞
に
つ
い
て
「
あ
な
た
」
を
基
準
と
す
る
と
し
て
い
る
が
、

「
あ
な
た
」
は
次
第
に
敬
意
が
下
が
っ
て
お
り
、
現
在
で
は

目
上
・
年
上
の
人
に
は
使
い
に
く
い
、
な
ど
の
よ
う
に
人
々

の
意
識
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
一
つ
に
は
、

そ
の
後
の
敬
語
研
究
を
ふ
ま
え
た
新
し
い
方
向
づ
け
が
必
要

に
な
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
る
。
最
近
の
動
き
と
し
て
は
、
平

成
十
二
年
十
二
月
に
出
さ
れ
た
国
語
審
議
会
答
申
『
現
代
に

お
け
る
敬
意
表
現
』
が
あ
り
、
今
回
の
文
化
審
議
会
答
申
は

そ
れ
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
は
三
章
（
敬
語
に
つ
い

て
・
敬
語
の
仕
組
み
・
敬
語
の
具
体
的
使
い
方
）か
ら
成
り
、

具
体
的
な
場
面
を
想
定
し
た
用
例
も
多
く
取
り
入
れ
、
か
な

り
詳
細
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
新
聞
紙
上
で
も
、
批
判
す
る
学
者
の

見
解
等
が
報
道
さ
れ
た
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
と
り
わ
け

教
育
の
分
野
で
議
論
が
出
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

今
回
の
答
申
で
も
、
平
成
十
二
年
の
『
現
代
に
お
け
る
敬

意
表
現
』
と
同
様
に
、「
相
互
尊
重
」「
自
己
表
現
」
に
大

別
し
て
敬
語
の
は
た
ら
き
を
解
説
し
て
い
る
。
ま
た
、
方
言

に
お
け
る
敬
語
の
多
様
さ
に
配
慮
し
、
さ
ら
に
は
、
と
か
く

批
判
の
多
い
マ
ニ
ュ
ア
ル
敬
語
に
対
し
て
も
一
定
の
理
解
を

示
す
な
ど
、
柔
軟
な
姿
勢
を
示
そ
う
と
す
る
態
度
が
う
か
が

え
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
新
し
い
伝
達
媒
体
（
フ
ァ
ク
シ

ミ
リ
や
メ
ー
ル
等
）
に
お
け
る
敬
語
使
用
の
減
少
と
い
う
傾

向
に
警
告
を
鳴
ら
し
、
学
校
教
育
で
の
「
体
系
的
な
学
習
」

を
促
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
今
回
の
特
徴
と
も
言
え
る
五

種
類
の
分
類
に
つ
い
て
、「
従
来
の
指
導
と
対
立
す
る
も
の

で
は
な
い
」
と
述
べ
な
が
ら
も
、
今
後
「
こ
こ
で
の
考
え
方

を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
ふ
ま
え
た
取
り
扱
い
」
を
提
唱
す
る
な
ど
、

今
回
の
指
針
が
教
育
現
場
に
反
映
す
る
こ
と
を
強
く
期
待
し

て
い
る
。

全
般
的
に
評
価
す
れ
ば
、具
体
的
な
用
例
も
豊
富
で
あ
り
、

わ
か
り
や
す
い
説
明
に
は
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
解
説
の

用
語
は
従
来
と
違
う
点
も
散
見
す
る
が
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま

学
校
に
持
ち
込
む
と
混
乱
を
生
じ
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
と
り

わ
け
、
従
来
「
敬
意
」
と
表
現
し
て
き
た
も
の
を
「
立
て
る
」

と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
点
は
ま
だ
し
も
の
こ
と
、
謙
譲

表
現
の
説
明
に
用
い
て
き
た
い
わ
ゆ
る
「
動
作
の
受
け
手
」

を
、「
向
か
う
先
」
と
呼
ぶ
が
、
や
や
な
じ
み
が
な
い
用
語

で
も
あ
り
、「
向
か
う
先
」
と
「
相
手
」
と
の
違
い
な
ど
、

小
・
中
学
校
の
教
師
は
説
明
に
苦
労
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

「
指
針
」
が
出
さ
れ
た
背
景

五
種
の
分
類
に
つ
い
て

敬
語
に
つ
い
て
の
考
え
方

尊
敬
語
（
動
作
主
尊
敬
・
シ
テ
尊
敬
） 

謙
譲
語
（
対
象
尊
敬
・
受
け
手
尊
敬
） 

  

丁
寧
語
（
聞
き
手
尊
敬
） 

 

尊
敬
語 

謙
譲
語
Ⅰ 

謙
譲
語
Ⅱ 

（
丁
重
語
） 

丁
寧
語 

美
化
語 

三  

分  

類 

五  

分  

類 
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多
く
も
、
敬
語
に
対
す
る
認
識
の
点
に
そ
の
原
因
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
右
に
記
し
た
よ
う
な
定
義
を

試
み
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
例
え
ば
「
久
し
ぶ
り
の
ク
ラ
ス

会
、
子
供
を
叱
る
場
面
、
留
学
生
の
悩
み
」
な
ど
い
く
つ
か

の
具
体
的
な
事
例
で
実
証
し
た
。

先
の
定
義
を
言
い
換
え
れ
ば
、
敬
語
意
識
と
は
、「
相
手

と
の
距
離
を
ど
の
よ
う
に
測
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
意
識
の

表
れ
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
今
の
若
者
は
言
葉
を
知
ら

な
い
、
と
い
う
批
判
の
多
く
が
敬
語
に
関
す
る
点
で
あ
る
こ

と
は
事
実
だ
が
、
そ
う
い
う
事
例
、
つ
ま
り
敬
語
の
不
使
用

が
相
手
を
不
快
に
さ
せ
る
の
も
、
隔
た
り
、
す
な
わ
ち
、
あ

ま
り
親
し
げ
な
口
を
き
く
関
係
（
ま
た
は
場
面
）
で
は
な
い
、

と
い
う
意
識
が
は
た
ら
く
か
ら
で
あ
る
。

念
の
た
め
、
敬
語
意
識
（
心
理
的
な
隔
た
り
の
意
識
）
が

は
た
ら
く
の
は
、
次
の
よ
う
な
人
間
関
係
の
場
合
で
あ
る
。

①
上
下
の
関
係
（
年
齢
、
地
位
、
な
ど
）

②
親
疎
の
関
係
（
い
わ
ゆ
る
ウ
チ
と
ソ
ト
、
な
ど
）

③
立
場
の
関
係
（
店
主
と
客
、
依
頼
す
る
場
面
、
な
ど
）

ま
た
、
現
代
の
敬
語
は
、
丁
寧
表
現
が
主
流
に
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
通
常
は
、
相
手
に
対
し
て
丁
寧
な
表
現

を
用
い
れ
ば
一
応
は
す
む
。
例
え
ば
、

①
電
車
が
入
っ
て
参
り
ま
す
。（
駅
の
放
送
）

②
こ
の
鳥
は
ト
キ
と
申
し
ま
し
て
、（
ガ
イ
ド
の
説
明
）

③
そ
こ
を
右
に
曲
が
っ
て
く
だ
さ
い
。（
タ
ク
シ
ー
の
客
）

な
ど
の
言
葉
遣
い
は
、
い
ず
れ
も
丁
寧
な
言
い
方
、
と
い

う
意
識
の
表
れ
で
あ
り
、
こ
れ
を
、
無
理
に
①
②
は
謙
譲
語

Ⅱ
、
③
は
尊
敬
語
、
と
い
う
よ
う
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
も
生
じ
よ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

例
え
ば
、「
お
（
ご
）
…
…
す
る
」
の
表
現
は
、
現
在
で
は

最
も
評
価
が
揺
れ
て
い
る
例
で
あ
り
、

①
こ
の
電
車
は
当
駅
止
ま
り
で
す
の
で
、
ご
乗
車
で
き
ま

せ
ん
。

②
ご
指
導
し
て
く
だ
さ
い
。

な
ど
の
言
い
方
も
、現
在
で
は
、気
に
な
ら
な
い（
丁
寧
な

表
現
だ
）
と
い
う
人
の
ほ
う
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

「
父
の
所
へ
参
り
ま
す
」と
も
言
え
る
、と
い
う
点
に
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
謙
譲
語
Ⅱ
は
自
分
側
の
行
為
に
つ
い
て
用
い

る
語
で
あ
る
か
ら
、「
あ
な
た
は
ど
ち
ら
に
参
り
ま
す
か
。」

な
ど
と
相
手
側
の
行
為
に
は
使
え
な
い
。
ま
た
、
謙
譲
語
Ⅰ

は
「
ま
す
」
を
伴
わ
な
く
て
も
使
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
謙

譲
語
Ⅱ
は
一
般
に
「
ま
す
」
を
伴
っ
て
使
う
。

丁
寧
語
と
謙
譲
語
Ⅱ
と
は
似
て
い
る
が
、
謙
譲
語
Ⅱ
は
自

分
側
の
行
為
に
つ
い
て
の
み
使
え
る
の
に
対
し
、
丁
寧
語
は

広
く
様
々
な
表
現
に
使
え
る
。

答
申
は
教
育
の
場
を
直
接
想
定
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、

前
述
の
ご
と
く
、
い
ず
れ
は
こ
れ
を
学
校
教
育
に
生
か
す
こ

と
を
期
待
し
て
い
る
し
、
早
晩
、
文
部
科
学
省
が
学
習
指
導

要
領
等
に
記
載
し
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、

と
り
わ
け
五
種
類
の
分
類
を
そ
の
ま
ま
教
科
書
に
記
述
す
る

こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
教
育
の
場
で
の
扱
い
で
気
が
か
り

な
点
を
ま
と
め
れ
ば
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
こ
の
分
類
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
指
導
が
行
わ
れ
る
の

は
、
い
た
ず
ら
に
生
徒
の
負
担
を
増
す
だ
け
で
、
実
際

の
言
語
生
活
に
役
立
つ
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

②
文
法
用
語
は
少
な
い
ほ
う
が
よ
い
。
謙
譲
語
Ⅱ
は
、
そ

れ
に
属
す
る
語
が
少
な
く
、
そ
の
た
め
に
一
つ
の
分
類

項
目
を
立
て
る
こ
と
が
、
教
育
の
場
で
真
に
必
要
か
。

③
現
在
の
傾
向
と
し
て
、
丁
寧
表
現
が
主
流
に
な
っ
て
お

り
、
体
系
的
な
敬
語
の
知
識
が
不
可
欠
の
も
の
と
は
言

い
が
た
い
。

先
に
も
引
用
し
た
拙
著
『
敬
語
の
常
識
』
の
中
で
、
私
は

敬
語
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
た
。

「
敬
語
と
は
隔
た
り
の
意
識
を
表
明
す
る
言
葉
で
あ
る
」

長
年
国
語
教
育
に
携
わ
っ
て
き
た
経
験
か
ら
、
敬
語
の
用

法
を
も
っ
と
わ
か
り
や
す
い
も
の
に
し
た
い
、
と
い
う
感
想

を
持
ち
続
け
た
。
現
実
に
は
、「
尊
敬
・
謙
譲
」
と
い
う
概

念
が
希
薄
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
敬
語
を
苦
手
と
す
る
人
の

丁
寧
語
＝
話
や
文
章
の
相
手
に
対
し
て
丁
寧
に
述
べ
る
も
の
。

（
語
例
）
で
す
、
ま
す

美
化
語
＝
も
の
ご
と
を
美
化
し
て
述
べ
る
も
の
。

（
語
例
）
お
酒
、
お
料
理

（
付
）
美
化
語
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
敬
語
（
人
間
関
係
を
示

す
語
）
に
含
め
る
か
否
か
、
異
論
も
あ
る
が
、「
指
針
」

で
は
敬
語
の
中
に
入
れ
て
扱
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

因
み
に
、
私
は
平
成
十
七
年
四
月
に
刊
行
し
た
『
敬
語
の

常
識
』（
渓
水
社
）の
中
で
、「
尊
敬
語（
動
作
主
尊
敬
）・
謙

譲
語（
対
象
尊
敬
）・
謙
遜
語（
謙
譲
語
Ｂ
）・
丁
寧
語（
聞
き

手
尊
敬
）
・
美
化
語
」
と
い
う
分
類
を
示
し
て
お
り
、
偶
然
、

今
回
の
答
申
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
私
の
場
合

は
、
分
類
は
便
宜
的
な
も
の
で
あ
り
、
私
の
主
張
す
る
敬
語

の
考
え
方
の
主
要
な
部
分
で
は
な
い
。そ
の
点
に
つ
い
て
は
、

学
校
教
育
の
立
場
か
ら
の
論
述
の
箇
所
で
述
べ
る
。

敬
語
を
分
類
し
て
整
理
す
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
敬
語

研
究
の
一
つ
と
し
て
の
作
業
で
あ
り
、
こ
れ
を
教
育
の
場
に

そ
の
ま
ま
持
ち
込
む
こ
と
に
は
や
や
困
難
が
あ
ろ
う
し
、
一

般
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
具
体
的
な
場
に
お
け
る
心
得
や
言

葉
遣
い
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
敬
語
の
体
系
的
な
知
識

が
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

今
回
の
指
針
で
最
も
注
目
を
引
く
の
は
、
謙
譲
語
Ⅱ
の
提

示
で
あ
ろ
う
。
三
分
類
で
謙
譲
語
と
さ
れ
て
い
た
も
の
の
中

で
、
例
え
ば
、「
伺
う
」
と
「
参
る
」
と
を
比
較
し
て
も
、

①
先
生
の
お
宅
に
伺
い
ま
す
。

②
弟
の
所
に
参
り
ま
す
。

を
比
べ
て
み
れ
ば
、
①
は
動
作
の
受
け
手
（
向
か
う
先
）
へ

の
敬
意
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
②
は
会
話
の
聞
き
手
に
対

し
て
丁
重
に
述
べ
る
表
現
で
あ
る
。

謙
譲
語
Ⅰ
と
謙
譲
語
Ⅱ
と
の
違
い
は
、
右
の
①
の
例
は

「
先
生
」へ
の
敬
意
で
あ
る
か
ら
、「
父
の
所
に
伺
い
ま
す
」
と

は
言
え
な
い
。ま
た
、②
は
聞
き
手
へ
の
敬
意
で
あ
る
か
ら
、

●知っておきたい教育NOW

謙
譲
語
Ⅱ
（
丁
重
語
）
に
つ
い
て

学
校
教
育
で
の
扱
い
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●名人の授業

愛愛ああるる教教師師にに脱脱帽帽
小宮路は，温かい眼差しと微笑みをもって子どもに接

し，子どもの発想や発言を特に大切にする。そして，常

に子どもの心情や考えを，汲み取ろうと努めている。こ

のことは，小宮路が，子ども一人ひとりに注ぐ教育愛か

ら自然な姿で生まれ出るものなのだろう。子どもたちに

とって，小宮路のその眼差しや微笑みは，学習に安心感

を与え，そして柔らかくも響きのある声でねぎらいや励

ましの言葉をもらえば，子どもたちが思う存分に表現で

きることになるのは，当然なこととしてうなずける。

音楽室で学ぶ子どもたちにとって最大の教育環境

は，小宮路敏という人間そのものなのであろう。

●歌って・踊って・指揮をして

小宮路がゆったりとした態度で授業を進められるの

は，確固たる教育愛が根底にあり，さらに，彼の学習

のパターンを子どもたちが適応し，その軌道上を子ど

もたちが自信をもって，主体的に走る姿があるからだ。

また，小宮路は，歌うことが音楽の中心であるとい

う信念のもとで授業を行う。その証左として，授業の

始まりは歌で出発し，終わりも必ず歌で締めくくられ

る。特に，授業の始まりは，子どもが主体となった学

習が展開される。それが｢愛唱歌リクエスト（何曲探

検）｣という活動である。ここでは，子どもたちが，

歌いたい曲を選び，伴奏し，指揮をして，全員で歌う。

選ばれる楽曲のレパートリーは広範にわたる。二部合

唱であったり，外国曲を原語で歌ったり，ユニークな

踊りが入ったりもする。まさに，あくまでも子どもが

主役になって合唱し，踊り，指揮をする音楽活動とな

る。そんな子どもたちの主体的な活動に対し，小宮路

は歌われた歌の出来不出来にかかわらず，心から拍手

を贈るのである。

●「記憶の花束」

授業は，教師の一方的な知識の教え込みや技術的な技

能習得を伝授するだけでは成立しない。そこには，教師

と子どもとのすてきな人間関係の成立が必要となる。小

宮路は，子どもとの関係でも自然な工夫を施している。

例えば，小宮路の日程表の中には，担当する８学級

の子どもたち全員と全教師の誕生日が記載されてい

る。そして，その授業日に誕生日を迎える子どもと教

師の名前を音楽室の黒板に書き込み，誕生の記念日で

あることを紹介する。これは，誕生日に当たっている

子どもや教師との，「今ある存在を喜び合うためのも

の」であり，これを「記憶の花束」と呼んでいて，と

ても大切にしている。このような人間愛に満ちた日常

の地道な行為こそが，小宮路の授業づくりの基礎とな

っているのだろう。

教教材材探探しし・・教教材材づづくくりりがが教教育育のの推推進進力力
教材とは，ある目標に向かって教えるべきこや学ぶ

べきことの材料となるものである。

音楽科で言うならば，教材は楽曲そのものを指す場

合が多い。小宮路は，教材探し，教材づくりこそが教

教師は子どもたちにとっての
最大の教育環境

名名 人人 のの 授授 業業

vvooll..33  小小宮宮路路 敏敏 先先生生
伝伝ええてておおききたたいいああのの先先生生のの授授業業。。

今今回回はは，，「「ああくくままでで子子どどももがが主主役役」」のの理理念念ののももととにに音音楽楽教教育育をを実実践践すするる，，

「「小小宮宮路路敏敏先先生生」」（（元元玉玉川川学学園園小小学学部部教教諭諭））をを，，伊伊藤藤俊俊彦彦先先生生ににごご紹紹介介いいたただだききまますす。。

授業開始前，教室から季節の歌，行事の歌そして子どもたちが創った生活の歌が
次々と響きわたる。次いで「ハローハロー」の部分四部合唱の力強い響きが教室いっ
ぱいに広がり，子どもたちの生きいきとした表情と明るい歌声の中で，授業開始のあ
いさつが交わされる。小宮路敏先生も子どもも，そこには活気がみなぎっている。何
とすてきな雰囲気なのか。教師と子どもを音楽で結び付けた三位一体の教育環境がど
のようにして生まれているのか，探ってみることにする。

�元全日本音楽教育研究会小学校部会長　伊藤 俊彦
▲小宮路敏先生



Educo 8

ことが決定されたときのことである。小宮路が編集会議

の席上，他の編集委員からのアドバイスを受けた。歌詞

の「コックさん」の部分がすべて四分音符であったとこ

ろを，1箇所八分休符を入れてはどうかという提案だっ

た。小宮路は，率直にその提案を受け入れ，現在歌われ

続けている楽曲が完成した。「コックーさん」であった

ものが「コックさん」になり楽曲に締まりが出た。たっ

た１個の八分休符が隠し味となり，一層魅力ある料理と

して仕上がったわけである。

教教育育はは，，個個々々へへのの尊尊重重ななりり
音楽の授業は，どちらかと言えば集団活動や一斉指

導に終始することが多い。それだけに子ども一人ひと

りに教師の意を払うことが疎かになりがちである。

小宮路は，「教育は，個々への尊重なり」の理念のも

とに，子どもたち一人ひとりの「活動記録ノート」を

備えていた。演奏発表に対する教師や友達の感想，そ

の子の長所（短所はない），紹介したい詩，学校行事で

の活躍ぶりなどをそのつど記録した。もちろん活動の

写真も添えてある。そのノート数は，５・６年生８学

級の全児童数である，300冊を超えたものとなった。

子どもたちは，そのノートを，休み時間や放課後など

に音楽室の棚から取り出して，喜々とした表情で読んで

いた。小宮路は，その姿を見て，子どもたちとの心の繋

がりを感じていた。そして卒業時，このノートを子ども

たちに贈ることにしていた。子どもたちは，ノートを開

くたびに，過ぎ去った時間と，無形となった音楽の表現

が，励ましや賞賛の言葉として残っていることをこの上

ない喜びとして感じたことだろう。ちなみに，これまで

に約２千余名の教え子たちが，このノートを受け取った。

こんなことにも，小宮路の教育にかける愛の精神と弛ま

ぬ努力の一端を見つけることができる。

これらのことから，小宮路敏先生による「教師と子

どもと音楽が三位一体」となった教育の原点を，自然

な姿としてとらえることができたのである。「名人の

授業」と冠せられる本稿を，小宮路敏先生は本意とし

ないだろうと思いつつ。

育の推進力であると語る。これは，玉川学園の創始者

小原國芳から「教師はそれぞれ自分の教科書をつくり

なさい！　他人のつくった指導案や創意の借り物であ

っては，生命あふれる授業が生まれるはずがない。」

と直言されたことに大きな示唆を受け，実践に移して

いるのである。さらに，小宮路は，「大事なことは，

教材研究と同時に教師自身が教材を作り，子どもたち

に歌ってもらうことであろう。」と考え，今でも多く

の子どもたちに歌い継がれている楽曲を数多く作曲し

た。それらは，『愛吟集』（玉川学園編）や教科書な

どで取り上げられている。

●飾りはいらない

「歩いて行こう」は，小宮路の傑作である。軽快な

リズムの中にも大地を踏みしめる力強さを感じるこの

楽曲は，歌う人聴く人に，勇気と希望を与えてくれる

名曲である。しかし，この曲には完成に至るまでに，

秘めたエピソードがある。小宮路が作曲したばかりの

この曲を，作曲家であり恩師でもある岡本敏明に見て

もらった。しかし，４小節の前奏のうち，最初の２小

節（ドラマチックに雰囲気を盛り上げようとした部分）

を岡本は，事も無げに削除してしまった。小宮路にと

っては，この４小節は自慢の前奏であったし，恩師か

らの褒め言葉を期待していた。だが，岡本の指導は小

宮路の思いとは逆に，簡潔な前奏を求めるという結果

となった。「ベタベタ飾りの多い作品ほど，飽きられ

るのが早いものです。単純で簡潔な曲ほど子どもの感

性を育てることを大切にしてください」と説く岡本の

言葉は，小宮路の教師としての心の眼を開くことにつ

ながり，今なお，心の糧として大切にしていると言う。

●たった１個の訂正（八分休符）が隠し味に

「もしもコックさんだったなら」は，教科書にも掲載

されている楽しい楽曲である。この歌も，多くの子ども

たちに歌い継がれている小宮路の力作である。流れるよ

うな美しいメロディと躍動するリズム，そして明快なハ

ーモニーの組み合わせが何とも言えず素晴らしい。しか

し，この曲にも，楽曲として，さらに磨きがかけられた

というエピソードがある。この楽曲を教科書に掲載する

▲音楽会の曲の練習 ▲グループ発表の手伝い



動動
物物
園園
とと
教教
育育
普普
及及
活活
動動

動
物
園
と
聞
く
と
、
家
族
で
出
か
け
て
動
物
を
見
な
が
ら

休
日
を
過
ご
す
と
い
う
レ
ジ
ャ
ー
施
設
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い

か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
種
の
保
存
や
調
査

研
究
な
ど
、
様
々
な
使
命
、
役
割
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

教
育
普
及
も
そ
の
一
つ
で
す
。

た
い
が
い
の
動
物
園
は
、
園
内
ガ
イ
ド
や
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

の
作
成
、
出
前
授
業
、
所
蔵
標
本
の
貸
し
出
し
な
ど
を
行
い
、

教
育
普
及
に
大
変
熱
心
で
す
。
当
園
で
も
、
同
様
の
学
習
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
あ
り
、
今
年
度
か
ら
は
遠
隔
授
業
の
「
ｉ
‐
ね

っ
と
わ
ー
く
授
業
」
も
始
め
ま
し
た
。（
写
真
□１
）

教
育
普
及
活
動
は
、今
や
動
物
園
の
大
切
な
事
業
の
一
つ

で
す
。
動
物
園
を
学
習
に
取
り
入
れ
た
い
と
思
わ
れ
た
ら
、

地
域
の
動
物
園
に
ぜ
ひ
相
談
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。気
軽
に

応
じ
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。

ゾゾ
ウウ
にに
乗乗
るる
ここ
とと
だだ
っっ
てて
考考
ええ
まま
すす
ヨヨ

と
は
言
っ
て
も
、
相
談
を
受
け
て
一
番
困
る
の
が
「
何
で

も
い
い
ん
で
、
何
か
や
っ
て
く
だ
さ
い
」
で
す
。
何
で
も
い

い
の
で
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
ゆ
っ
く
り
見
学
し
て
く
だ
さ
い
。
そ

し
て
、
た
だ
見
学
す
る
の
で
は
な
く
、
解
説
看
板
を
よ
く
読

む
、
動
物
を
比
較
観
察
す
る
な
ど
、
意
識
的
に
見
学
す
る
よ

う
子
ど
も
た
ち
に
指
導
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。そ
う
す
れ
ば
、

た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
ぶ
は
ず
で
す
。

当
園
に
は
、「
こ
れ
こ
れ
こ
ん
な
こ
と
を
学
ば
せ
た
い
の

で
す
が
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
？
」
と
ご
相
談
く
だ

さ
い
。「
こ
れ
を
や
り
た
い
」
で
は
な
く
「
こ
ん
な
こ
と
を

学
ば
せ
た
い
」
と
言
わ
れ
た
ほ
う
が
、「
こ
ん
な
こ
と
ど
う

で
す
か
？
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
や
す
い
も
の
で
す
。
学
習
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
利
用
に
限
ら
ず
、
先
生
と
と
も
に
新
た
に
園
内

で
の
活
動
を
考
え
た
り
、
双
方
で
単
元
全
体
を
創
り
上
げ
た

り
、
単
元
の
場
面
場
面
に
動
物
園
が
関
わ
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
動
物
園
に
丸
投
げ
す
る
の
で
は
な
く
、
言

の
裏
に
先
生
の
熱
意
が
秘
め
ら
れ
て
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
先
生
の
熱
意
と
学
習
の
意
義
さ
え
あ
れ
ば
私
た
ち
は
先

生
に
次
の
よ
う
に
お
話
し
し
て
い
ま
す
。

「
学
習
上
、
必
要
と
あ
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
が
ゾ
ウ
に
乗

る
こ
と
も
考
え
ま
す
。」

動動
物物
園園
のの
動動
物物
はは
野野
生生
動動
物物

小
学
校
低
学
年
を
担
当
す
る
先
生
か
ら
、「
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
ガ
イ
ド
は
難
し
い
の
で
、
ゾ
ウ
に
ふ
れ
た
り
、
エ

サ
を
与
え
た
り
さ
せ
た
い
の
で
す
が
。」
と
い
う
相
談
を
受

け
ま
し
た
。
情
操
教
育
の
観
点
か
ら
体
験
さ
せ
た
い
と
の
こ

と
で
し
た
が
、
丁
重
に
お
断
り
し
ま
し
た
。

飼
育
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
議
論
は
あ
り
ま
す
が
、

動
物
園
の
ゾ
ウ
や
サ
イ
、
ラ
イ
オ
ン
た
ち
は
、
そ
も
そ
も
野

生
の
動
物
た
ち
で
す
。
野
生
動
物
に
出
会
っ
て
も
さ
わ
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
ペ
ッ
ト
の
犬
と
は
違
っ
て
、
人
間
に

さ
わ
ら
れ
て
う
れ
し
い
と
思
う
野
生
動
物
は
い
ま
せ
ん
。
食

べ
物
を
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
知
床
の
ヒ
グ
マ
や
日
光
の

ニ
ホ
ン
ザ
ル
に
起
き
て
い
る
問
題
を
見
れ
ば
、
そ
れ
が
決
し

て
ほ
め
ら
れ
る
行
為
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。
芸

を
仕
込
み
、
シ
ョ
ー
を
行
う
な
ん
て
、
野
生
動
物
に
対
し
、

で
き
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。

当
園
で
は
、
動
物
園
の
動
物
を
、
野
生
動
物
と
し
て
魅
力

を
伝
え
、
そ
の
感
動
か
ら
、
野
生
動
物
と
の
共
生
に
気
持
ち

を
発
展
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。（
写
真
□２
）

当
園
は
、
野
生
動
物
に
対
し
て
曲
解
を
生
む
よ
う
な
展
示
や

教
育
活
動
は
行
わ
な
い
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、「
ゾ
ウ
に

乗
る
」
た
め
に
は
、
こ
の
観
点
を
ふ
ま
え
た
上
で
展
開
さ
れ

る
学
習
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

旭旭
山山
動動
物物
園園
教教
育育
研研
究究
会会

こ
の
よ
う
な
観
点
で
教
育
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
、
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――
旭旭
川川
市市
旭旭
山山
動動
物物
園園
――

飼
育
展
示
係
学
芸
員
　

奥奥
山山
英英
登登

動動
物物
園園
とと
いい
っっ
しし
ょょ
にに
でで
きき
るる
教教
育育

地地球球ととななかかよよしし
トトピピッッククスス



●地球となかよしトピックス

先
生
と
衝
突
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
学
校
の
現
場
を
理
解

し
た
い
気
持
ち
と
、
学
校
現
場
に
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
気

持
ち
と
の
間
に
、
少
な
か
ら
ず
溝
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
溝
を
埋
め
る
た
め
に
、
双
方
の
交
流
の
場
を
設

け
よ
う
と
、
二
〇
〇
五
年
七
月
二
十
八
日
、
旭
山
動
物
園
教

育
研
究
会
を
設
立
し
ま
し
た
。

会
員
に
は
、
小
中
学
校
の
先
生
を
は
じ
め
、
教
員
養
成
大

学
の
教
官
を
さ
れ
て
い
る
方
や
、
教
師
の
卵
で
あ
る
学
生
も

い
ま
す
。
学
校
と
動
物
園
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
卵
」
と
、
そ

れ
を
育
成
す
る
大
学
も
含
め
て
三
者
一
体
と
な
っ
て
、
子
ど

も
た
ち
に
動
物
の
す
ば
ら
し
さ
を
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

活
動
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
顔
」
を
知
る
こ
と
が
最
も
重

要
で
あ
る
と
考
え
、
年
二
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催

（
写
真
□３
）
や
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
で
、
実
践
交
流
や
意
見

交
換
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
会
員
に
は
動
物
園
イ
ベ
ン

ト
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
た
だ
い
た
り
、
学
校
向
け
の
ニ
ュ

ー
ス
レ
タ
ー
に
執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
り
と
相
互
に
助
け
合

い
な
が
ら
会
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

自
前
で
細
々
と
行
っ
て
い
る
研
究
会
で
す
が
、
着
実
に
相

互
理
解
、
連
携
、
融
合
が
進
ん
で
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

研
究
会
の
つ
な
が
り
か
ら
年
間
に
わ
た
っ
て
動
物
園
と
一
緒

に
授
業
実
践
す
る
会
員
の
先
生
も
現
れ
ま
し
た
。

連連
携携
融融
合合
かか
らら
得得
らら
れれ
るる
もも
のの

そ
の
先
生
は
、
小
学
二
年
生
を
担
当
し
て
お
り
、
ま
ず
、

生
活
科
の
動
物
飼
育
の
単
元
で
実
践
し
ま
し
た
。
導
入
と
ま

と
め
の
場
面
で
出
前
授
業
に
出
か
け
、
モ
ル
モ
ッ
ト
や
ニ
ワ

ト
リ
を
貸
し
出
し
、
最
後
は
子
ど
も
た
ち
が
来
園
し
て
、
動

物
の
返
却
式
を
行
う
と
い
う
も
の
で
す
。学
校
で
の
飼
育
は
、

子
ど
も
た
ち
が
主
体
と
な
り
、
土
、
日
曜
日
も
子
ど
も
た
ち

が
世
話
し
ま
し
た
。「
命
に
土
日
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
を

実
体
験
し
て
も
ら
い
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。
動
物
の
世
話
は

大
変
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
た
く
さ
ん
の
思
い
出
が
で
き
た

よ
う
で
、
返
却
式
で
の
子
ど
も
た
ち
の
寂
し
そ
う
な
顔
が
と

て
も
印
象
的
で
し
た
。

当
初
の
予
定
に
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
後
日
、
道
徳
の
時

間
で
「
い
た
だ
き
ま
す
を
考
え
よ
う
」
を
テ
ー
マ
に
食
育
教

育
の
出
前
授
業
も
行
い
ま
し
た
。
貸
し
出
し
し
た
ニ
ワ
ト
リ

を
再
度
学
校
に
連
れ
て
行
き
、「
飼
育
し
た
か
わ
い
い
ポ
ー

ち
ゃ
ん
（
ニ
ワ
ト
リ
の
名
前
）
の
仲
間
は
、
僕
た
ち
に
食
べ

ら
れ
て
い
る
」と
い
う
視
点
か
ら
考
え
て
も
ら
っ
た
の
で
す
。

生
活
科
で
の
飼
育
体
験
の
お
か
げ
で
、
テ
ー
マ
を
よ
り
深
く

子
ど
も
た
ち
に
落
と
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
に
も
、
Ｖ
Ｔ
Ｒ
教
材
の
作
成
や
年
度
末
に
は
一
年

間
の
総
括
と
し
て
「
ｉ
‐
ね
っ
と
わ
ー
く
授
業
」
を
す
る
な

ど
、
様
々
な
連
携
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

長
期
に
わ
た
る
連
携
の
お
か
げ
で
、子
ど
も
た
ち
は
動
物
、

さ
ら
に
は
命
に
つ
い
て
、
肌
で
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
と

思
い
ま
す
。
そ
の
学
校
の
校
長
先
生
は
、「
本
校
の
た
め
に

い
ろ
い
ろ
し
て
も
ら
っ
て
恐
縮
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す

が
、
私
は
「
こ
こ
ま
で
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
恐
縮
で
す
」

と
思
っ
て
い
ま
す
。
先
生
の
協
力
と
熱
意
が
な
け
れ
ば
で
き

な
い
こ
と
で
し
た
し
、
先
生
と
と
も
に
子
ど
も
の
成
長
を
見

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
か
ら
。

おお
わわ
りり
にに

当
園
で
は
、
今
、
総
合
学
習
や
生
活
科
で
の
利
用
が
多
く

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
動
物
園
で
の
学
習
展
開
は
ま
だ
ま
だ

さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
理
科
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
算
数
・
数
学
、
英
語
、
音
楽
な
ど
で
も
、

私
た
ち
に
は
思
い
も
つ
か
な
い
実
践
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

私
た
ち
は
、
学
校
が
動
物
園
を
「
利
用
す
る
」
の
で
は
な

く
、「
活
用
す
る
」
の
で
も
な
く
、「
学
校
と
動
物
園
の
双

方
が
教
育
的
な
可
能
性
を
共
用
す
る
」
も
の
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
協
力
し
て
、
と
も
に
す
ば
ら
し
い
教
育
が
で
き
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
。

○
旭
山
動
物
園
の
教
育
活
動
は
、
同
園
Ｈ
Ｐ
で
も
ご
ら
ん
に
な
れ
ま
す
。
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1
▲ｉ‐ねっとわーく授業。画面に映し出された職員と子ども
たちが会話を交わす。

▲樹上生活者であるオランウータンの行動を魅せる。高さ17
メートルの頭上をなんなく渡っていく。

▲園内見学研修をおこなったワークショップの一コマ。動物
園と学校の双方理解の場。

2

3
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●北から南から

愛愛 媛媛 県県

みみどどりりををささぐぐるる

松山市立みどり小学校教諭

桐桐山山 真真美美

本校の開校以来17年にわたる教育目標「生きる力
をはぐくむ」を具現化するため，分離統合した久枝
小・宮前小校区の伝統を受け継ぎ，両校区の「人・も
の・こと」と児童の主体的なかかわり合いを核とした
学習づくりが進められてきました。
校区に根づいて生きている「縄文の昔から続く，土

と水と人とがかかわる営み」が，この地域に現在の潤
いと豊かさを生み出し，そこに地域と学校と児童が織
りなす文化の独自性がうかがえます。
本校では，地域の絶大なバックアップにより，異年

齢集団による登下校や，清掃・遠足・児童会活動，運
動会等の活動を継承しています。児童に，校区の
「人・もの・こと」を教育的文化財産として捉え，「単
に見て回る，教えてもらって巡る＝ふるさとをめぐる」
から「自ら問題意識をもって尋ね，さぐる＝ふるさと
をさぐる」へと価値転換させる試みを進めています。
この試みを「みどりをさぐる」として教材化してい

ます。これは，教師の教材開発用として地域素材を洗
い出してまとめたものですが，子ども自らが「さぐる」
ための資料としても再開発しています。例えば，校内
施設等の地図記号を子どもから募集し,「校内地図記
号ウオークラリー」として実施すると，子どもの目線
に立った先輩後輩のかかわりが生まれました。以後，
「校内植栽地図」，「校区内の桜地図」などの作成へと
取り組みを広げています。そして，「いつ，どこで，
だれが，何を，どうしたか」だけでなく，「なぜ，何
のために，どのような意味があり，今後どうなってい
くのか」までを自分が追求し，さぐったことを記録し，
ふるさとを誇りに思う実感を得ることを願っていま
す。

沖沖 縄縄 県県

未未来来をを拓拓くく「「六六諭諭ののこここころろ」」
名護市立名護小学校校長

比比嘉嘉 啓啓文文

本校は，郷土の偉人・程順則名護親方寵文の六諭の
精神に基づく学校経営を推進している。
「六諭」とは，今から約300年前，程順則が中国か
ら持ち帰った教書「六諭衍義」である。それが，薩摩
を経て江戸幕府８代将軍徳川吉宗の手に渡り，和訳さ
れ，各藩の藩校や寺子屋で，教本として200年もの間
使われてきた。「六諭衍義」は，わが国最初の道徳の
教科書といわれ，いつの時代でも通用する「不易の価
値」をもつ教えであると高く評価され，本市では，そ
の精神が現在も脈々と受け継がれている。
六諭のこころとは,
「父母に孝順なれ」「長上を尊敬せよ」
「郷里は和睦せよ」「子孫を教訓せよ」
「各々生理に安んぜよ」「非為をなすなかれ」
の六つの教えである。道徳の指導内容を分析すると，
すべて「六諭のこころ」に到達する。「六諭のこころ」
は人間教育の原点である。
本校は，平成11年度から「心の教育推進校」の指

定を受け，「未来を拓く心を育てる教育活動の在り方」
をテーマに，継続８年の研究を推進している。その心
づくりの中核に「六諭のこころ」を位置づけている。
「未来を拓く心」とは生きる力の核となる豊かな人
間性であり，「六諭のこころ」そのものであるとの共
通理解のもとに，花咲きランドのボランティア活動，
沖縄の誇る海を活用した体験活動，郷土の伝統文化の
学習等，豊かな体験活動を取り入れ，感動体験に基づ
く心の教育を推進している。最近では保護者の関心も
高まり，各家庭でも「六諭」の実践が広がりつつある。
「六諭のこころ」は本校建学の精神であり，未来を
生きる子どもたちのため，さらに努力していきたい。
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秋秋 田田 県県

ななままははげげのの里里ををみみつつめめてて
～伝統文化を尊重する教育の実践～

男鹿市立北陽小学校校長

嵯嵯峨峨 裕裕子子

男鹿国定公園が学区にある。屋上からはハタハタ漁
で賑わう日本海を挟んで白神山地を遠望し，教室の窓
からは“お山”の美しい姿を眺めることができる。
本校は，豊かな自然や文化の中で“お山”の“なまは

げ”に見守られ学んでいる児童数111名の学校である。
「我が国の伝統文化を尊重する教育に関する実践モ
デル事業」協力校としての研究テーマは，「ふるさと
を愛し，主体的に学ぶ子どもの育成～なまはげの里を
みつめて～」である。
本校は平成13年に４校の統合で発足したが，４校

それぞれの特色あるふるさと教育を受け継ぎ，クラブ
の時間には“ふるさと先生”が来校し，民謡や和太鼓，
茶道等で本物の充実した活動が行われる。これらに加
えて，“なまはげ”を総合的な学習の時間の中心課題
に据えた。生活科等との関連を図り，６年間を見通し
た年間指導計画の作成である。各学団の指導目標は
「なまはげに親しむ」「なまはげを正しく理解する」
「なまはげを考える」である。また，地域探訪や民謡
実技などの教員研修を実施し，“何度も繰り返して”
“自己評価”を指導の手立てのKey-Wordとして取り
組んでいる。
特に，人口減少や価値観の変化を踏まえ，伝統文化

継承に携わる人々の思いや願いから，“よさと課題”
に目を向けさせている。自分たちで何ができるかを考
え，さまざまな形で外に向けて発信し，実践する子ど
もたち。２月の夜，柴灯まつりでは，なまはげ学習を
まとめた手作りパンフレットと全校児童手作りのマス
コットを観光客に手渡し，おもてなしをした。達成感
や誰かに喜んでもらったうれしさを味わった子どもた
ち。本物に触れる学習を，「わたしは“なまはげの心”
を残し，自信をもっていきたい。」と振り返った。

神神奈奈川川県県

「「教教育育特特区区」」をを最最大大限限にに生生かかししたた教教育育実実践践をを

星槎中学校校長

金金子子 肇肇

本校は，平成17年４月に内閣府より「不登校等生
徒支援教育特区」の認定を受けた中学校として横浜市
緑区に開校した学校である。本校が教育特区認定を受
けている内容は，①生徒の実情に合わせ，必ずしも学
習指導要領によらない教育課程を弾力的に編成でき
る，②IT等を活用した不登校生徒への学習支援，③
校地・校舎の自己所有要件の緩和の３点である。
現在在籍している生徒の多くは軽度発達障害を抱え

る生徒であり，小学校時代に学習のみならず対人関係
でもつまずいた経験を持っている。本校ではこうした
生徒に対し，教育特区の特徴を生かし学習指導要領に
はない「SST（ソーシャルスキルトレーニング；社会
適応指導）」，「表現」，「総合」の３教科を教育課程に
組み入れている。
「SST」では，自分の周りの人たちの状況・立場を
理解し，自分自身を客観的に見つめ，行動することを
目標に，ゲームや話し合い，ロールプレイなど様々な
手法を使い，直面している問題に対しての対処の方法
や状況把握の力を身につけさせている。
「表現」では，「聞く」「話す」を主体に，生活の中
で豊かな言語表現を身につけることを目標とし，理解
語彙の拡大，正確な言語表現等の定着を図っている。
「総合」は，「SST」及び「表現」で身につけた力を
総合的に発揮する場として，設定されたテーマに基づ
いて話し合いを行い，「実際にやってみる・やり遂げ
る」ことを大切にしながら，パーティーや写真展等の
イベントを行っている。
今後は，この三つの教科を柱として，生活の様々な

場面で生徒たちにより多くの成功体験を与えていきた
いと考えている。
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私
は
国
語
国
文
学
科
の
教
員
だ
が
、
数

学
を
入
試
に
課
す
べ
き
だ
と
、
幾
度
も
言

っ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
取
り
入
れ
ら
れ

ず
に
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
国
語
国
文
学

を
研
究
す
る
際
に
も
、
数
学
的
な
思
考
が

ぜ
ひ
と
も
必
要
だ
と
、
常
々
感
じ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
本
書
に
よ
れ
ば
、「
数
学

的
な
構
え
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
特

に
、
卒
業
論
文
の
指
導
を
す
る
際
に
、
学

生
の
「
数
学
的
な
構
え
」
の
な
さ
を
強
く

感
じ
る
。
主
張
は
あ
る
が
説
明
の
な
い
論

文
、
説
明
を
し
て
い
る
つ
も
り
で
い
て
も

説
明
に
な
っ
て
い
な
い
論
文
を
多
く
読
ま

さ
れ
て
、
毎
年
、
頭
を
か
か
え
る
こ
と
に

な
る
。

本
書
の
「
１
回
め
の
授
業
」
は
、「
か

け
算
を
宇
宙
人
に
教
え
よ
う
」
だ
。
以
下
、

「
数
学
的
な
構
え
を
チ
ェ
ッ
ク
」「
俳
句
の

可
能
性
は
無
限
大
か
？
」「
億
万
長
者
に

な
る
方
法
」「
国
語
と
数
学
の
深
い
関
係
」

…
…
と
、
十
六
回
に
わ
た
っ
て
、
魅
力
的

な
紙
上
授
業
が
展
開
さ
れ
る
。「
国
語
と

数
学
の
深
い
関
係
」
で
は
、「
国
語
的
論

理
力
」
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
。
ま
さ
に
、

わ
が
意
を
得
た
り
の
思
い
で
読
み
通
し

た
。現

代
を
生
き
抜
く
た
め
に
必
要
な
の

は
、「
…
…
と
は
何
な
の
か
？
」
と
「
な

ぜ
…
…
な
の
か
？
」
と
い
う
問
い
に
、
き

ち
ん
と
答
え
ら
れ
る
力
だ
と
い
う
の
が
、

著
者
の
主
張
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
れ
を
、

「『
と
は
』
力
と
『
な
ぜ
』
力
」
と
言
っ
て

い
る
。
こ
の
主
張
を
、
円
周
率
と
は
何
な

の
か
？
円
周
率
は
な
ぜ
３
以
上
な
の
か
？

と
い
う
問
い
を
き
っ
か
け
に
、
私
た
ち
の

身
近
な
問
題
や
、
私
た
ち
が
習
っ
た
さ
ま

ざ
ま
な
数
学
の
問
題
を
例
に
挙
げ
な
が

ら
、
三
人
の
生
徒
役
と
の
対
話
を
と
お
し

て
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
ゆ
く
。

教
育
の
現
場
で
、
数
学
に
限
ら
ず
、
あ

ら
ゆ
る
教
科
で
、
本
書
が
問
い
続
け
る

「『
と
は
』
力
と
『
な
ぜ
』
力
」
を
身
に
つ

け
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
、
強
く
感
じ

た
。

学
校
図
書
館
に
来
館
す
る
生
徒
か
ら
の

質
問
は
、「
面
白
そ
う
な
本
は
あ
り
ま
す

か
？
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
も
の
か
ら
日

常
生
活
の
疑
問
、
レ
ポ
ー
ト
の
題
材
な
ど

多
岐
に
わ
た
る
。
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
レ

フ
ァ
レ
ン
ス
は
、
図
書
館
業
務
の
柱
を
な

す
も
の
と
い
え
る
。

し
か
し
、
学
校
図
書
館
の
現
状
を
見
る

と
、専
門
の
司
書
が
不
在
の
学
校
も
あ
り
、

平
成
十
四
年
、
各
校
に
配
置
が
義
務
づ
け

ら
れ
た
司
書
教
諭
は
ま
だ
実
務
経
験
が
浅

く
、
手
探
り
で
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
業
務
に
あ

た
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。

本
書
は
、
そ
う
し
た
学
校
図
書
館
の
現

状
に
一
役
買
う
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
入
門

書
で
あ
る
。
図
書
館
員
の
学
習
会
で
あ
る

「
か
な
が
わ
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
探
検
隊
」
に

よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
本
書
に
は
、
経
験
を

通
し
て
得
ら
れ
た
高
度
な
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

テ
ク
ニ
ッ
ク
が
惜
し
げ
も
な
く
収
め
ら
れ

て
お
り
、
会
話
文
を
多
用
し
た
平
易
な
文

章
と
イ
ラ
ス
ト
で
、
図
書
館
の
知
識
が
な

い
人
に
も
読
み
や
す
い
。

そ
し
て
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ツ
ー
ル
の
紹

介
が
具
体
的
で
分
か
り
や
す
い
こ
と
も
魅

力
の
一
つ
で
あ
る
。
百
科
事
典
や
一
般
書

な
ど
の
図
書
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
も
駆
使
し
た
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
実
例

が
四
十
例
収
め
ら
れ
て
お
り
、
各
例
の
回

答
に
た
ど
り
着
く
ま
で
の
過
程
は
ま
る
で

ド
ラ
マ
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
各
例
の
最
後
に
あ
る
「
情
報
は
足
で

稼
ぐ
」「
調
べ
て
分
か
る
自
分
の
本
棚
」

と
い
っ
た
格
言
の
よ
う
な
言
葉
は
、
図
書

館
業
務
の
奥
深
さ
を
教
え
て
く
れ
る
。

図
書
館
は
、
図
書
を
含
め
た
情
報
を
活

用
で
き
る
人
が
い
て
初
め
て
生
か
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
能
力
を
向

上
さ
せ
必
要
な
情
報
を
迅
速
に
提
供
す
る

こ
と
が
生
徒
の
学
ぶ
意
欲
に
つ
な
が
る
。

一
般
の
教
員
に
も
活
用
し
て
い
た
だ
き
た

い
一
冊
で
あ
る
。

BO
O

K
REVIEW

「「
数数
学学
的的
なな
構構
ええ
」」
をを
学学
ぶぶ

評
者

室
城
秀
之（
白
百
合
女
子
大
学
教
授
）

学学
校校
図図
書書
館館
にに
もも
有有
益益
なな

レレ
フフ
ァァ
レレ
ンン
スス
入入
門門
書書

評
者

岩
崎
実
香

（
栃
木
県
立
栃
木
農
業
高
等
学
校
教
諭
）

『『
生生
きき
抜抜
くく
たた
めめ
のの
数数
学学
入入
門門
』』新

井
紀
子
著
（
理
論
社
Ｙ
Ａ
新
書
）

『『
図図
書書
館館
のの
ププ
ロロ
がが
教教
ええ
るる
〈〈
調調
べべ
るる
ココ
ツツ
〉〉』』

浅
野
高
史
＋
神
奈
川
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
探
検
隊
著
（
柏
書
房
）
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分
の
子
ど
も
が
「
精
神
科
に
か
か
り
た

い
」
と
言
い
出
し
た
と
き
、
多
く
の
親

は
ど
う
反
応
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

本
人
が
未
成

年
者
で
あ
る
場
合
、
医
療
を
受
け
る
か
ど
う
か
の

決
定
権
は
誰
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

そ
う
考
え
た
の
は
、
高
校
生
の
ア
カ
ネ
の

診
察
を
通
し
て
だ
。
過
激
な
ダ
イ
エ
ッ
ト
か

ら
月
経
が
止
ま
っ
た
ア
カ
ネ
は
、
最
初
、
母

親
に
伴
わ
れ
て
私
が
勤
務
す
る
ク
リ
ニ
ッ
ク

の
婦
人
科
を
受
診
し
た
。
そ
の
後
は
ひ
と
り

で
何
度
か
通
院
し
て
い
た
が
、
あ
る
日
、
婦

人
科
医
は
「
あ
な
た
は
拒
食
症
の
傾
向
も
あ

る
か
ら
、
精
神
科
の
医
師
に
も
会
っ
て
み
た

ら
？
」
と
す
す
め
、
私
の
診
察
室
に
や
っ
て

来
た
の
だ
。

ま
じ
め
な
タ
イ
プ
の
ア
カ
ネ
は
、
進

路
の
こ
と
で
親
と
意
見
が
対
立
し
、

そ
の
ス
ト
レ
ス
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、「
体
重

を
減
ら
す
」
と
い
う
目
に
見
え
る
目
標
に
必
死

に
取
り
組
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
た
。「
た
し

か
に
あ
な
た
の
場
合
、
ス
ト
レ
ス
で
心
が
カ
チ

カ
チ
に
な
っ
て
る
ね
。
ち
ょ
っ
と
心
を
ほ
ぐ
す

お
薬
を
使
い
な
が
ら
お
話
し
て
み
よ
う
か
」
と

話
す
と
、
ア
カ
ネ
は
す
ぐ
に
う
な
ず
い
た
。

最
初
は
緊
張
気
味
の
ア
カ
ネ
も
、
二
回
、
三
回

と
通
う
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
き
て
、

過
干
渉
気
味
の
親
へ
の
不
満
な
ど
を
口
に
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
頃
に
は
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
に
も
そ
れ

ほ
ど
固
執
し
な
く
て
す
む
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

ア
カ
ネ
の
父
親
か
ら
抗
議
の
電
話
が
か
か
っ
て

き
た
の
は
、
そ
ん
な
と
き
だ
っ
た
。
父
親
は
開
口

一
番
、「
ウ
チ
の
娘
は
精
神
に
異
常
な
ん
か
き
た

し
て
ま
せ
ん
！
」
と
強
い
口
調
で
言
っ
た
。「
身

体
の
調
子
が
お
か
し
い
、
と
い
う
か
ら
、
そ
ち
ら

の
病
院
に
行
か
せ
た
だ
け
で
、
心
の
薬
だ
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
だ
、
な
ん
て
こ
と
を
頼
ん
だ

覚
え
は
な
い
！
」。
話
す
う
ち
に
ど
ん
ど
ん
激

高
す
る
父
親
に
、
私
は
「
い
え
い
え
、
異
常

だ
な
ん
て
そ
ん
な
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。

あ
く
ま
で
婦
人
科
の
治
療
を
ス
ム
ー
ズ
に
進

め
る
た
め
に
、
こ
ち
ら
は
補
助
的
に
お
手
伝

い
を
し
て
い
る
だ
け
で
す
」
と
な
る
べ
く
穏

や
か
に
答
え
た
の
だ
が
、
そ
の
怒
り
は
お
さ

ま
ら
な
い
。「
精
神
科
だ
な
ん
て
と
ん
で
も
な

い
、
も
う
行
か
せ
ま
せ
ん
よ
！
」
と
い
う
言

葉
を
最
後
に
、
電
話
は
切
れ
た
。

れ
か
ら
、
ア
カ
ネ
は
二
度
と
私
の
診

察
室
に
は
来
な
か
っ
た
。
本
人
は
毎

週
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
心
待
ち
に
し
て
い

る
よ
う
だ
っ
た
の
だ
が
、
未
成
年
者
の
場
合

は
、
医
療
を
受
け
る
か
ど
う
か
も
親
が
決
め

る
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
ア
カ
ネ

が
、
精
神
医
療
を
受
け
る
権
利
を
親
に
奪
わ

れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
も
見
え
た
。
今
ご
ろ
ア
カ

ネ
は
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う
、
過
激
な
ダ
イ
エ
ッ

ト
か
ら
脱
出
し
て
、
心
身
の
健
康
を
取
り
戻
し
て

い
る
だ
ろ
う
か
。
と
き
ど
き
思
い
出
し
て
は
、
や

る
せ
な
い
気
持
ち
に
な
る
。

読者のページ  
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●●ごご意意見見・・ごご感感想想ををおお寄寄せせくくだだささいい
〒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

前前号号のの『『EEdduuccoo』』（（22000077年年冬冬号号））ににつついいてて，，
読読者者かかららおお寄寄せせいいたただだいいたたごご感感想想をを紹紹介介しし
まますす。。

●「教育ＮＯＷ」の中で，これからの学校
づくりの視点として「攻めの学校づくり」
の必要性が指摘されています。なぜかとて
も新鮮に感じたのは私だけでしょうか。昨
今，教育界の不祥事への対応力を見るに，
いかに守りの学校体制が多いことか。今こ
そ，教職員が一丸となって，伝統ある自校
の強み（長所）を再度洗い出し本気で取り
組むことだと再認識しています。「北から南
から」の「かわまた教育推進プラン―『三
つの学習プラン』」の内容は，攻めの教育委
員会，攻めの学校づくりのよいモデルとし
て大いに参考にしたいものです。

(青森県　久保富男)

●子どものいじめが深刻な社会問題となっ

ていることに心を痛めていますが，「地球
となかよしインタビュー」池上彰氏のメデ
ィアの取り上げ方と学校の対応についての
お考えには共感しました。特に，いじめの
背景としては，粗野な言葉を平気で使う学
校の言語環境の悪化と，自分の意思を伝え
合う言語力の低下が大きいと思いますの
で，池上氏の自分の気持ちや考えを文章で
伝える訓練が大切ということには同感であ
り，学校にも積極的な取り組みを願ってい
ます。 （新潟県　松田正實）

●特に池上彰さんの「地球となかよしイン
タビュー」の内容は，現実の学校問題，社
会問題にふれて不安感を取り除いてくれる
ものであり，感銘深いものでありました。
このような課題への提言は大変参考になり
ます。 （埼玉県　斉藤宥雄）

●学校の先生方，学校全体を励ます言葉が

あるとよい。先生方に自信をもって教育を
行ってもらえれば，必ずよくなると思う。
（いろいろな各層からの励まし，エールがよ
い。）退職者から，授業方法，テクニック
（隠れた秘策）を紹介することもよいのでは。

（愛知県　元小学校校長）

●「地球となかよしトピックス」の秋月中
学校のコミュニティ・スクール調査研究事
業の取り組みは，コミュニティ・スクール
の構造，具体的な取り組みの焦点化を図る
ための組織マネジメントを導入した実行策
検討シートの活用，推進事業の目玉として
の秋月ルネサンス構想（秋中稽古館，温故
知新隊，秋月コミュニティ）など，非常に
興味深く読むことができた。特に，「知っ
ておきたい教育ＮＯＷ」の「小中学校にお
ける学校評価の現状と課題」と関連づけて
読むと興味が倍増するように思う。

（福岡県　武末正史）

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

自

そそ
のの
６６

子子どどもものの心心のの医医療療　　受受けけるる権権利利はは

そ

生
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梅沢由香里さん（囲碁・女流棋士）失失敗敗をを恐恐れれなないいでで
UMEZAWA YUKARI

◎◎
囲囲
碁碁
はは
相相
手手
がが
ああ
っっ
てて
ここ
そそ
のの
もも
のの

囲
碁
は
、
相
手
の
大
将
の
首
を
と
る
と
い
う
の
で

は
な
く
、
分
か
ち
合
い
の
ゲ
ー
ム
で
す
。
こ
の
あ
た
り

は
相
手
に
与
え
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
は
自
分
が
い
た
だ

く
と
い
う
「
与
え
る
精
神
」
が
必
ず
な
い
と
勝
て
な
い

ん
で
す
。
か
わ
り
ば
ん
こ
に
打
つ
の
で
す
か
ら
、
一
方

が
全
体
を
取
れ
る
わ
け
は
な
い
。
そ
し
て
、
相
手
の
表

情
を
読
ん
だ
り
、
覇
気
を
感
じ
た
り
し
な
が
ら
、
そ
の

中
で
新
し
い
ビ
ジ
ョ
ン
が
生
ま
れ
、
流
れ
が
変
化
し
て

い
き
ま
す
。
そ
の
流
れ
を
読
み
取
っ
て
、
ど
う
打
っ
て

い
く
の
か
柔
軟
に
考
え
、
知
恵
を
し
ぼ
っ
て
い
く
の
が

刺
激
的
で
、
と
て
も
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ

な
ん
で
す
。

対
局
し
て
い
る
と
き
に
は
、
自
分
が
こ

う
出
た
ら
相
手
は
ど
う
打
っ
て
く
る
か
な

ど
、と
て
も
多
く
の
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
対
局
が
終
わ
っ
た
後
に
相
手
と
確
認

し
合
い
た
い
ん
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
思
い
ま

し
た
か
と
か
、
こ
う
打
っ
て
い
た
ら
ど
う
や

り
ま
し
た
か
と
か
。
そ
う
い
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
、
人
と
の
つ
な
が
り

が
深
ま
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。

◎◎
発発
信信
すす
るる
エエ
ネネ
ルル
ギギ
ーー

「
Ｉ
Ｇ
Ｏ
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｏ
」
と
い
う
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
が
あ
り
ま
す
。
二
十
代
、
三
十
代
の
囲
碁
フ
ァ

ン
が
と
て
も
少
な
く
て
、
そ
の
世
代
の
フ
ァ
ン
を
ふ
や

し
た
い
と
い
う
思
い
で
始
め
ま
し
た
。
会
場
に
入
り
き

れ
る
か
と
思
う
ほ
ど
多
く
の
人
が
訪
れ
て
く
だ
さ
る
よ

う
に
な
っ
て
、
ア
ミ
ー
ゴ
（
＝
仲
間
）
と
い
う
名
に
ふ

さ
わ
し
く
、
輪
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
囲
碁
を
通
じ
て

深
い
つ
な
が
り
が
で
き
た
友
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

囲
碁
に
関
し
て
の
自
分
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
使
命
）

は
、
も
ち
ろ
ん
強
く
な
る
こ
と
、
そ
し
て
、
囲
碁
を
普

及
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
や
は

り
感
情
が
伴
わ
な
い
と
、
自
分
の
思
い
は
な
か
な
か
伝

わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
全
体
の
流
れ
を
読
ん
で
、
今

何
を
す
る
こ
と
が
必
要
か
を
考
え
て
い
く
エ
キ
サ
イ
ト

感
、
相
手
と
向
か
い
合
っ
た
と
き
に
受
け
る
刺
激
、
そ

う
し
て
自
分
と
相
手
が
つ
く
っ
て
い
く
新
し
い
世
界
、

そ
う
い
っ
た
囲
碁
の
魅
力
を
広
め
て
い
き
た
い
ん
で

す
。

◎◎
子子
どど
もも
にに
教教
ええ
るる
とと
いい
うう
ここ
とと

囲
碁
で
は
、
感
性
に
よ
る
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、

今
何
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
を
つ
ね
に
論
理
的
に
考
え

な
が
ら
対
局
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
大
局
観
」
と

い
っ
て
、
全
体
を
見
わ
た
す
こ
と
が
大
切
で
す
。
で
も
、

そ
こ
で
打
て
る
の
は
一
手
。全
体
を
見
わ
た
し
な
が
ら
、

今
何
を
す
べ
き
か
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
く
論

理
的
な
能
力
が
必
要
な
ん
で
す
。今
の
子
ど
も
た
ち
は
、

そ
う
い
う
思
考
の
仕
方
に
慣
れ
て
い
な
い
と
言
わ
れ
ま

す
が
、「
新
し
い
ゲ
ー
ム
だ
よ
」
と
言
う
と
、
楽
し
そ

う
に
打
ち
始
め
ま
す
よ
。
や
れ
ば
で
き
る
ん
で
す
。
す

ご
く
集
中
し
た
目
を
し
て
、い
い
顔
で
打
っ
て
い
ま
す
。

あ
の
目
に
は
感
動
さ
せ
ら
れ
ま
す
よ
。

子
ど
も
は
失
敗
を
恐
れ
な
い
の
で
上
達
も
早
い
ん

で
す
ね
。
何
に
で
も
失
敗
は
つ
き
も
の
で
す
。
大
人
は

失
敗
に
傷
つ
い
て
し
ま
っ
て
、
そ
こ
で
や
め
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
子
ど
も
に
は
失
敗
を
恐
れ
な
い

能
力
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
。
自
分
で
考
え
て
失
敗
し
て

も
、
次
は
こ
う
す
れ
ば
い
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
学
び

ま
す
か
ら
。
勝
つ
た
め
の
工
夫
も
自
然
に
し
ま
す
。
そ

う
し
て
自
分
で
工
夫
す
る
の
が
一
番
い
い
こ
と
だ
と
私

は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

た
だ
、
そ
こ
に
目
的
が
な
い
と
、
さ
ら
な
る
上
達

は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
ね
。
勝
ち
た
い
と
か
、
負
け

て
悔
し
い
と
か
、
強
い
気
持
ち
が
あ
る
と
、
乗
り
越
え

よ
う
と
い
う
力
、
努
力
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
が
出
て

く
る
ん
で
す
。
私
自
身
、
何
よ
り
も
強
く
な
り
た
い
と

い
う
思
い
が
原
動
力
に
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
出
発

す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
大
会
や

団
体
戦
な
ど
工
夫
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
感
情
を
刺
激

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

◎◎
努努
力力
しし
たた
ここ
とと
でで
得得
らら
れれ
るる
喜喜
びび

努
力
し
て
う
ま
く
い
っ
た
快
感
っ
て
す
ご
い
ん
で

す
よ
。
偶
然
う
ま
く
い
っ
た
と
き
よ
り
も
、
努
力
を
重

ね
て
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
の
喜
び
は
と
て
も
大

き
い
。
そ
れ
は
や
は
り
、
努
力
し
た
人
に
し
か
わ
か
ら

な
い
経
験
で
す
。

自
分
で
考
え
て
努
力
し
た
ら
う
ま
く
い
っ
て
、
す

ご
く
気
分
が
よ
か
っ
た
と
い
う
の
を
知
っ
て
い
る
か

ら
、
さ
ら
に
努
力
を
続
け
ら
れ
る
ん
で
す
。
子
ど
も
た

ち
は
今
は
そ
の
体
験
が
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
。で
も
、

失
敗
し
て
も
い
い
か
ら
試
し
に
や
っ
て
ご
ら
ん
と
。
失

敗
を
繰
り
返
し
て
も
、
自
分
で
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
く
こ
と
で
、
自
信
に
つ
な
が
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
も
、
囲
碁
の
魅
力
を
広
め
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
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2007年２月、初タイトルとなる女流棋聖を獲得。
エコロジー活動が趣味の一つ。「自分にできることから」と、
エコバッグ・マイ箸・水筒・ハンカチのエコ４点セットを
持ち歩く。
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地球上の自然や人々となかよくやっていくにはどうしたらよいかを， 
写真（絵またはイラスト）にメッセージをつけて表現してください。 
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詳しくは
 

ホームペ
ージを 

見てね。（
昨年の 

優秀作品
展示も 

あるよ。）
 

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。

ななかかよよしし宣宣言言


