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PROFILE
1957年、料理研究家・土井勝氏の次男として大阪市に生まれ
る。芦屋大学教育学部卒。スイス・フランスでフランス料理
を学び、帰国後は大阪「味吉兆」で日本料理を修行。1992年
に「おいしいもの研究所」を設立。1988年～「おかずのクッ
キング」（テレビ朝日）、1987年～「きょうの料理」（NHK）
レギュラー講師。2016年に上梓した『一汁一菜でよいとい
う提案』は大ベストセラーになる。十文字学園女子大学招聘
教授、甲子園大学客員教授、東京大学先端科学技術研究セン
ター客員研究員。

ひと椀の味噌汁に秘められた
持続可能な社会のヒント　　

土井善晴さん
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Interview

「
自
分
は
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
」
こ
と
を

わ
か
っ
て
い
た

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
父
が
と
て
も
有
名
な
料

理
研
究
家
で
し
た
か
ら
、
学
校
で
調
理
実
習
な
ど

が
あ
る
と｢

土
井
に
や
ら
せ
ろ｣

と
級
友
た
ち
に

は
や
し
た
て
ら
れ
ま
し
た
ね
。
し
か
し
、
幼
い
頃

か
ら
父
の
仕
事
を
見
て
育
っ
た
私
は
、
料
理
は

簡
単
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
し

た
か
ら
、｢

わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
は
で
き
な
い｣

と
絶
対
に
手
を
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
将
来
、
自

分
の
大
切
な
仕
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
小

学
生
の
頃
か
ら
な
ん
と
な
く
感
じ
て
い
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

大
阪
の
言
葉
で
い
う
な
ら
、
え
え
と
こ
ろ
の
ボ

ン
ボ
ン
。
自
分
が｢

あ
か
ん
た
れ｣

で
あ
る
と
い

う
自
覚
は
も
っ
て
い
ま
し
た
。
焦
燥
感
に
駆
ら
れ

て
、
大
学
に
入
っ
て
す
ぐ
ス
イ
ス
に
渡
り
ま
す
。

午
前
中
は
語
学
学
校
で
学
び
、
午
後
は
有
名
ホ
テ

ル
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の
厨
房
で
働
く
生
活
を
一
年

続
け
ま
し
た
。
い
っ
た
ん
帰
国
し
て
、
大
学
在
学

中
か
ら
神
戸
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
仕
事
を
し
な
が

ら
卒
業
し
、
機
会
を
得
て
フ
ラ
ン
ス
・
リ
ヨ
ン
で

一
年
あ
ま
り
、
料
理
修
業
を
し
ま
し
た
。

帰
国
し
て
の
ち
、
あ
る
と
き
父
に｢

こ
の
漬
物

を
盛
り
な
さ
い｣

と
命
じ
ら
れ
た
の
で
す
が
、
何

を
手
立
て
に
盛
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
考
え
を
全

然
も
た
な
か
っ
た
の
で
、
盛
れ
な
か
っ
た
ん
で
す

よ
。
自
分
は
何
に
も
わ
か
っ
て
な
い
と
痛
感
し
ま

し
た
。
翌
日
か
ら
す
ぐ
和
食
の
料
理
屋
巡
り
を
開

始
し
、
修
行
さ
せ
て
く
れ
る
店
を
見
つ
け
て
働
き

始
め
ま
し
た
。

感
性
を
磨
く
た
め
に
模
索
す
る
日
々

フ
ラ
ン
ス
料
理
で
も
、
美
術
館
に
通
っ
て
美
し

い
も
の
を
見
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
き
た
せ
い
か
、

「
料
理
と
は
美
の
問
題
」
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

料
理
屋
の
仕
事
は
文
化
財
的
な
高
価
な
器
も
用

い
ま
す
。
バ
ブ
ル
の
時
代
で
し
た
か
ら
、
茶
道
の

お
家
元
の
高
麗
茶
碗
な
ら
「
五
千
万
円
は
下
ら
な

い
」
と
言
わ
れ
て
も
、
私
に
は
五
千
万
円
と
い

う
の
が
見
え
な
い
。
わ
か

ら
な
い
。
五
万
円
の
器
と
、

五
千
円
の
器
と
、
ど
こ
が

ど
う
違
う
の
か
。
わ
か
る

た
め
に
は
ど
う
す
ん
ね
ん

と
思
っ
て
、
と
に
か
く
時

間
さ
え
あ
れ
ば
美
術
館
や

道
具
屋
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
な

ど
に
通
い
つ
め
て
、
骨
董

や
書
を
観
た
の
で
す
。
そ

う
し
て
い
る
と
、
去
年
見

た
と
き
と
は
少
し
何
か
、

違
っ
て
見
え
る
。｢

あ
、
去

年
は
何
も
見
え
な
か
っ
た

な｣

と
気
付
き
ま
す
。
一
年
た
っ
た
ら
ま
た
、｢

あ
、

去
年
は
何
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
な｣

と
実
感
す
る

わ
け
で
す
。
世
の
中
は
目
の
あ
る
人
が
価
値
を
決

め
る
の
で
す
か
ら
、｢

こ
れ
は
え
え
物
や｣

と
言

え
る
人
に
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
。｢

好
き
な
も

の｣

と｢

い
い
も
の｣

は
同
じ
で
は
な
い
。
そ
れ

を
区
別
し
て
わ
か
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と
い
け

な
い
の
で
す
。
い
い
器
が
わ
か
る
こ
と
と
、
い
い

料
理
が
わ
か
る
こ
と
は
同
じ
な
の
で
す
。

世
界
で
勝
負
で
き
る
料
理
人
を
目
ざ
し
て
修
行

し
て
い
る
さ
な
か
、
父
が
体
調
を
崩
し
て
し
ま

い
、
経
営
し
て
い
た
家
庭
料
理
の
学
校
を
手
伝

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
料
理
屋
の
つ
く
る
料
理

と
、
家
庭
料
理
は
全
く
違
い
ま
す
。
料
理
人
の
目

か
ら
見
て
…
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
す
が
、
家
庭
料

理
を
下
に
見
て
い
た
の
で
す
。
結
局
な
に
も
わ

か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
京
都
の

河
井
寛
次
郎
記
念
館
に
何
度
も
通
う
う
ち
に
、

｢

あ
あ
、
人
間
の
暮
ら
し
の
中
に
、
こ
ん
な
に
も

美
し
い
世
界
が
あ
る
の
か｣

と
目
を
開
か
さ
れ
、

次
第
に
気
持
ち
は
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
人
々

の
日
々
の
暮
ら
し
の
中
に
、
美
意
識
が
確
か
に
存

在
し
て
い
る
。｢

一
生
懸
命
生
活
す
る
と
こ
ろ
に

美
が
生
ま
れ
る｣

と
い
う
の
が
民
藝
で
す
。
河
井

寛
次
郎
記
念
館
に
通
う
う
ち
に
、｢
家
庭
料
理
は

民
藝
で
あ
る｣

と
わ
か
っ
た
の
で
す
。
家
庭
料
理

の
中
に
あ
る
究
極
の
美
に
思
い
至
り
、
そ
の
世
界

を
深
く
追
求
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

伝
統
的
な
食
文
化
の
底
力
と
重
要
性

数
十
年
前
、
イ
ギ
リ
ス
で
食
の
ブ
ー
ム
が
起
き

た
頃
の
こ
と
で
す
。
当
時
ロ
ン
ド
ン
に
は
最
先
端

の
レ
ス
ト
ラ
ン
が
た
く
さ
ん
で
き
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
創
作
料
理
が
提
供
さ
れ
て
お
り
、
ダ
イ
ア
ナ
妃

な
ど
セ
レ
ブ
が
お
忍
び
で
通
っ
て
い
ま
し
た
。
私

も
ジ
ャ
パ
ン
ウ
ィ
ー
ク
の
イ
ベ
ン
ト
で
ロ
ン
ド

ン
に
招
か
れ
た
の
で
す
が
、
私
を
含
め
、
現
地
に

行
っ
た
ス
タ
ッ
フ
全
員
、
食
中
毒
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
後
で
知
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
頃
イ

ギ
リ
ス
で
は
食
中
毒
が
社
会
問
題
化
し
て
い
た

の
で
す
。
結
局
、
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
の
は
た

だ
の
思
い
つ
き
料
理
に
す
ぎ
ず
、
命
を
守
る
料
理

で
は
な
か
っ
た
。
昔
か
ら
の
食
文
化
と
し
て
積
み

上
げ
た
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
の

経
験
か
ら
、
伝
統
的
な
食
文
化
の
重
要
性
を
再
認

識
し
ま
し
た
。

人
々
の
舌
が
肥
え
て
、
目
新
し
い
も
の
や
贅
沢

な
食
べ
物
を
欲
望
の
ま
ま
に
求
め
て
も
、
限
り
あ

る
自
然
の
資
源
を
奪
い
合
っ
て
い
る
わ
け
で
、
い

ず
れ
は
行
き
詰
ま
り
ま
す
。
人
間
が
地
球
に
借
金

し
な
が
ら
過
度
の
成
長
を
追
い
か
け
て
き
た
せ

料理研究家
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い
で
、
す
で
に
世
界
中
で
深
刻
な
気
候
変
動
や

自
然
災
害
が
起
き
て
い
ま
す
。

タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
の
中
で
バ
ン
ド
と
歌
っ
た

り
踊
っ
た
り
し
て
楽
し
む
方
法
は
い
く
ら
で
も

思
い
つ
く
の
に
、
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
を
い
か
に

沈
め
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
考
え

て
こ
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

2
0
1
6
年
に
上
梓
し
た
﹃
一
汁
一
菜
で
よ

い
と
い
う
提
案
﹄
の
中
で
提
唱
し
た
の
は
、
い

ま
一
度
食
の
基
本
に
立
ち
返
ろ
う
と
い
う
考
え

で
し
た
。
日
常
の
食
事
は
何
品
も
作
る
必
要
は

な
く
、
具
沢
山
の
味
噌
汁
と
ご
飯
と
漬
物
さ
え

あ
れ
ば
充
分
。
お
い
し
い
も
の
を
作
ろ
う
と
気

負
う
必
要
も
な
い
。
日
本
の
昔
な
が
ら
の
汁
飯

香
、｢

一
汁
一
菜｣

の
中
に
、
必
要
な
も
の
は
全

て
あ
る
。

ハ
レ
と
ケ
を
区
別
し
て
和
食
を
初
期
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
持
続
可
能
な
社
会
が
実
現
す

る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
考
え
で
す
。

自
然
中
心
主
義
の
和
食
、
人
間
中
心
主
義
の

西
洋
料
理

和
食
の
観
念
に
は
、
何
も
し
な
い
こ
と
を
最

善
と
す
る
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
姿
、
色
、
形

な
ど
は
何
も
変
え
な
い
で
、
で
き
た
ら
味
付
け

さ
え
し
た
く
な
い
。
ア
ク
を
抜
い
て
、
食
べ
や

す
く
切
っ
て
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
食
べ
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
だ
け
。
そ
れ
が
日
本
料
理
な
ん
で

す
よ
ね
。

和
食
は｢

自
然｣

を
中
心
に
考
え
る
の
で
、
素

材
を
生
か
し
ま
す
。

一
方
、
西
洋
の
食
の
背
景
に
は｢

人
間
の
哲
学｣

が
あ
り
ま
す
。
人
間
中
心
主
義
の
西
洋
料
理
に
お

い
て
は
、
人
間
が
作
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
味
付

け
を
評
価
し
ま
す
。
食
材
同
士
を
組
み
合
わ
せ
て

別
の
味
を
作
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
香
辛
料
や
調

味
料
で
味
を
重
ね
た
り
。
味
付
け
が
重
視
さ
れ
る

の
で
、
和
食
と
は
真
逆
の
観
念
が
あ
り
ま
す
。
で

す
か
ら
、
現
代
の
日
本
人
は
西
洋
の｢

味
を
つ
け

る
こ
と｣

が
料
理
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

一
汁
一
菜
は
、
毎
日
食
べ
て
も
飽
き
る
こ
と
が

な
い
。
味
噌
汁
を
要
と
し
て
、
ご
飯
は
た
だ
火

を
入
れ
た
だ
け
、
漬
物
な
ど
は
発
酵
食
品
で
し
ょ

う
。
味
噌
も
漬
物
も
、
醸
し
た
微
生
物
の
働
き
に

よ
る
も
の
で
、
人
間
が
作
っ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
。

人
間
業
で
は
な
い
ん
で
す
。
優
れ
た
杜
氏
は｢

こ

の
旨
い
酒
は
俺
が
造
っ
た｣

な
ど
と
言
い
ま
せ

ん
。
た
だ
自
然
に
あ
る
恵
み
を
い
た
だ
い
た
だ
け

だ
と
、
厳
し
く
己
を
戒
め
て
い
る
の
で
す
。

口
に
入
れ
た
最
初
の
瞬
間
か
ら
お
い
し
い
と
感

じ
る
よ
う
な
、
快
楽
的
な
味
を
も
と
も
と
日
本
で

は
評
価
し
ま
せ
ん
。
き
ん
ぴ
ら
ご
ぼ
う
の
滋
味
深

さ
だ
っ
て
、
ふ
き
の
と
う
の
ほ
ろ
苦
い
味
わ
い

だ
っ
て
、
食
べ
て
い
る
う
ち
に
尻
上
が
り
に
わ

か
っ
て
く
る
慎
ま
し
い
も
の
。
脳
が
感
じ
る
快
楽

的
な
お
い
し
さ
と
、
体
全
体
が
喜
ぶ
よ
う
な
穏
や

か
で
静
か
な
お
い
し
さ
は
違
い
ま
す
。
日
本
の｢
お

い
し
い｣

は
五
感
全
体
で
味
わ
う
も
の
で
、
心
地

よ
さ
を
細
胞
の
一
つ
一
つ
が
伝
え
て
く
れ
る
の

で
す
。

日
本
料
理
屋
に
行
っ
た
と
き
な
ど
、
音
も
匂
い

も
な
い
、｢

こ
こ
は
ほ
ん
ま
に
料
理
屋
か｣

と
思

う
よ
う
な
清
浄
な
空
間
の
中
、
畳
の
上
を
す
っ

と
擦
る
よ
う
な
、
歩
く
音
が
か
す
か
に
聞
こ
え

る
。
静
寂
の
中
に
、
コ
ト
っ
と
器
を
置
い
た
音
が

一
瞬
、
際
立
つ
。
何
も
匂
い
の
な
い
と
こ
ろ
に
、

一
瞬
、
繊
細
な
香
り
が
立
ち
現
れ
た
か
と
思
っ
た

ら
、
余
韻
も
残
さ
ず
消
え
て
い
く
。
口
の
中
に
い

つ
ま
で
も
残
ら
な
い
、
す
っ
き
り
と
し
た
軽
い
味

わ
い
。
こ
う
い
っ
た
清
ら
か
な
も
の
を
日
本
人
は

一
番
よ
し
と
し
ま
す
。
そ
も
そ
も
日
本
人
の
お
い

し
さ
は
味
覚
に
依
存
し
て
い
な
い
の
で
す
。

味
覚
よ
り
む
し
ろ
触
覚
を
重
ん
じ
る
の
で
、
日

本
語
は
食
感
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
発
達
し
て
い
ま

す
。
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
も
サ
ク
サ
ク
も
コ
リ
コ
リ

も
、
全
部
違
う
こ
と
が
日
本
人
な
ら
理
解
で
き

ま
す
が
、
海
外
だ
っ
た
らcrispy

（
英
）
と
か

croquant

（
仏
）
と
い
っ
た
限
ら
れ
た
言
葉
し
か

な
い
で
し
ょ
う
。

一
期
一
会
と
か
、
も
の
の
あ
わ
れ
と
か
、
私
た

ち
が
健
康
に
、
豊
か
に
生
き
て
い
く
た
め
の
秘
密

が
日
本
文
化
に
は
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

す
ご
い
な
あ
と
思
い
ま
す
ね
。

料
理
す
る
こ
と
は
、
地
球
と
自
然
を
大
事
に

す
る
こ
と

一
汁
一
菜
と
い
う
暮
ら
し
の
ス
タ
イ
ル
の
よ
い

と
こ
ろ
は
、
環
境
問
題
の
よ
う
に｢

み
ん
な
で
一

緒
に
声
を
上
げ
よ
う｣

と
力
ま
な
く
て
も
、
自
分

が｢

い
い
ね｣

と
思
っ
た
ら
、
自
分
一
人
で
で
き

る
こ
と
で
す
。
一
人
一
人
が
地
球
と
向
き
合
う
こ

と
で
で
き
る
の
で
、
一
人
の
小
さ
な
行
い
が
、
大

き
な
地
球
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

ど
ん
な
食
材
を
使
お
う
か
考
え
る
と
き
、
そ
の

人
は
す
で
に
台
所
の
外
に
飛
び
出
し
て
、
社
会
や

大
自
然
を
思
っ
て
い
ま
す
。
食
材
に
触
れ
て
料
理

す
る
と
、
意
識
せ
ず
と
も
直
接
的
に
自
然
と
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
す
。

味
噌
や
漬
物
が
入
っ
た
カ
メ
の
中
に
は
微
生
物

が
共
存
す
る
生
態
系
が
生
ま
れ
て
、
大
自
然
が
存

在
し
て
い
ま
す
。
か
た
や
、
私
た
ち
の
体
内
に
は

人
間
の
作
る
40
兆
個
の
細
胞
よ
り
は
る
か
に
多

い
、
百
兆
も
の
腸
内
細
菌
が
存
在
し
て
い
て
、
人

間
は
膨
大
な
数
の
微
生
物
と
共
生
し
て
い
ま
す
。

ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
人
間
か
、
ど
こ
か
ら
別
の

微
生
物
な
の
か
、
も
う
区
別
が
つ
か
な
い
く
ら

い
、
人
間
の
体
の
中
に
豊
か
な
自
然
が
あ
る
の
で

す
。人

間
の
内
な
る
自
然
と
大
自
然
が
共
鳴
す
る
瞬

間
、
そ
の
時
に
こ
そ
人
間
が｢

あ
あ
美
し
い｣

と

感
じ
る
の
で
す
。

自
分
は
自
然
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る

と
、
地
球
は
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
に
気
付
き
ま

す
。
悪
い
や
つ
も
嫌
い
な
や
つ
も
、
実
は
み
ん
な

自
分
の
中
に
い
る
。
こ
の
世
は
何
を
見
た
っ
て
自

分
な
ん
で
す
よ
。
親
鸞
が
、
善
人
も
悪
人
も
分
け

隔
て
な
く
み
ん
な
救
わ
れ
る
と
う
た
っ
た
、
悪
人

正
機
で
す
。

自
然
と
と
も
に
あ
る
日
本
の
文
化
と
い
う
の
は

実
に
よ
く
で
き
て
い
ま
す
。
こ
の
日
本
の
文
化

と
、
西
洋
の
科
学
文
明
と
の
習
合
の
中
に
、
未
来

へ
の
希
望
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

﹃
一
汁
一
菜
で
よ
い
と
い
う
提
案
﹄
は
、
中
学

や
大
学
の
入
試
問
題
に
数
多
く
引
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
本
を
未
来
へ
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
若

い
人
た
ち
が
教
科
書
が
わ
り
に
使
っ
て
く
れ
た

ら
、
こ
れ
ほ
ど
嬉
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
は
今
夜
の
味
噌
汁
か
ら
作
っ
て
み
よ
う

根
本
的
な
生
き
る
力
や
魂
の
力
、
い
わ
ゆ
る
非

認
知
能
力
を
育
て
る
に
は
、｢

料
理
し
て
食
べ
る｣

と
い
う
暮
ら
し
を
基
本
と
し
て
、
い
か
に
人
と
し

て
の
土
台
を
築
き
上
げ
る
か
に
か
か
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
子
ど
も
時
代
の
遊
び
や
、
生
ま
れ
て

か
ら
二
十
歳
く
ら
い
ま
で
の
食
生
活
を
中
心
に

し
た
暮
ら
し
の
中
で
培
わ
れ
る
も
の
で
す
。
ゆ
る

ぎ
な
い
土
台
を
作
り
上
げ
た
ら
、
そ
の
上
に
学
問

で
も
何
で
も
、
新
し
い
知
識
や
経
験
を
載
せ
る
と

い
い
。

地
球
環
境
の
よ
う
な
大
き
な
問
題
に
対
し
て
、

私
た
ち
が
ま
ず
で
き
る
こ
と
は｢

よ
き
食
事
を
す

る｣

こ
と
で
す
。
一
汁
一
菜
で
あ
れ
ば
、小
学
３
・

４
年
生
に
も
な
れ
ば
で
き
ま
す
。

今
、
ご
飯
が
な
い
家
庭
も
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う

で
す
が
、
料
理
し
て
食
べ
る
と
い
う
関
係
の
中

に
、
新
し
い
家
族
が
生
ま
れ
れ
ば
よ
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

Educo  3
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日
本
は
こ
れ
か
ら
人
口
が
減
る
時
代

と
言
わ
れ
て
い
る
。
2
0
3
0
年
に

は
1
億
1
0
0
0
万
人
、
2
0
5
0
年

に
は
9
5
0
0
万
人
、
高
齢
化
率
は

39.
6
%
に
達
す
る
と
い
う
予
測
が
さ
れ

て
い
る
。
2
0
5
0
年
は
ち
ょ
う
ど
今

の
小
学
生
が
30
代
後
半
か
ら
40
代
前
半

の
年
齢
と
な
り
、
社
会
を
引
�
張
�
て

い
く
立
場
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
大
人
が

2
0
5
0
年
を
い
か
に
想
像
し
、
大
変

厳
し
い
時
代
で
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き

る
か
。
こ
の
こ
と
が
、
G
I
G
A
ス
ク

�
ル
構
想
を
進
め
て
い
く
上
で
、
極
め

て
重
要
な
考
え
方
に
な
る
。

知っておきたい教育NOW❶

2
0
5
0
年
に
は
そ
も
そ
も
雇
う
人
が

い
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、
人
が
し
て
い

た
仕
事
を
、
人
に
代
わ
�
て
、
コ
ン
ピ

�
�
タ
に
や
�
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
仕

事
は
は
か
ど
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
た

く
さ
ん
の
問
題
が
、
社
会
全
体
で
起
き

る
時
代
に
、
今
の
子
ど
も
た
ち
が
生
き

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
温
暖
化
な
ど
の

地
球
規
模
の
問
題
も
、
も
は
や
コ
ン
ピ

�
�
タ
な
く
し
て
は
解
決
す
る
こ
と
は

不
可
能
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
問
題
を
解
決
し
て
い

く
た
め
に
は
、
小
学
校
段
階
か
ら

体
験
的
に
コ
ン
ピ
�
�
タ
を
使
�

て
学
習
を
し
た
り
、
生
活
を
豊
か

に
し
た
り
す
る
と
い
う
経
験
が
必

要
に
な
�
て
く
る
。
小
学
校
段
階

か
ら
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
を

実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
コ

ン
ピ
�
�
タ
に
は
何
が
で
き
て
何

が
で
き
な
い
か
、
人
が
優
れ
て
い

る
も
の
は
何
か
、
そ
の
こ
と
を
体

験
的
に
身
に
つ
け
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
こ
の
感
覚
は
、
幼
い
頃
か

ら
身
に
つ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
感
覚
で
あ
る
。

た
だ
し
、
現
段
階
で
子
ど
も
た

ち
の
デ
ジ
タ
ル
感
覚
や
見
方
・
考

え
方
は
働
か
な
い
状
況
で
あ
る
。

例
え
ば
2
0
1
5
年
に
文
部
科

学
省
が
行
�
た
情
報
活
用
能
力

80 14001200 16501600 17501700 1800 1900 205020001850 21001950
0

13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

1000

（1192 年）
757 万人

（1716～45年）
3,128 万人

（1338 年）
818 万人

（1603 年）
1,227 万人

（1868 年）
3,330 万人 （1945 年）

7,199 万人

（2000 年）
12,693 万人

2100 年（高位推計）
6,407 万人

2004 年 12月にピーク
12,784 万人
高齢化率 19.6%

2030 年
11,522 万人
高齢化率 31.8%

2050 年
9,515 万人

高齢化率 39.6%

2100 年（中位推計）
4,771 万人

高齢化率 40.6%
2100 年（低位推計）

3,770 万人

（万人）

（年）
（出典）総務省「国勢調査報告」、同「人口推計年報」、同「平成 12 年及び 17 年国勢調査結果による補間推計人口」、
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18 年 12 月推計）」、国土庁「日本列島における人口分布
の長期時系列分析」（1974 年）をもとに、国土交通省国土計画局作成

鎌
倉
幕
府
成
立

室
町
幕
府
成
立

江
戸
幕
府
成
立

享
保
改
革

明
治
維
新 終

戦
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I
C
T
の
感
覚
と
見
方
・

考
え
方
が
働
く
子
ど
も
た

ち
の
育
成
を
目
ざ
し
て

子
ど
も
た
ち
が
I
C
T
を
使
い
こ
な

し
、
デ
ジ
タ
ル
感
覚
を
身
に
つ
け
、
社

会
の
問
題
や
課
題
を
デ
ジ
タ
ル
で
解
決

し
よ
う
と
い
う
見
方
・
考
え
方
が
働
く

状
態
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
0
5
0
年
に
仕
事
を
す
る
子
ど
も
た

ち
が
、
こ
の
見
方
・
考
え
方
が
働
か
な

か
�
た
と
し
た
ら
、
社
会
を
ど
う
維
持

し
、
発
展
さ
せ
て
い
こ
う
か
、
お
そ
ら

く
答
え
は
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
に
な
る

だ
ろ
う
。

例
え
ば
年
金
問
題
が
あ
る
。
1
9
9
0

年
代
ま
で
は
大
人
数
で
一
人
の
高
齢
者

を
支
え
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
一
人

の
高
齢
者
を
支
え
る
の
は
一
人
か
ら
二

人
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
人
口

が
減
る
と
い
う
こ
と
は
、
労
働
者
も
減

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
今
ま
で
は
、

人
を
雇
え
ば
よ
か
�
た
時
代
だ
�
た
が
、

子
ど
も
た
ち
が
現
役
世
代
を
迎

え
る
と
き
に
、
ど
ん
な
力
が
必

要
な
の
か



調
査
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
タ
イ
ピ
ン

グ
の
速
さ
が
極
め
て
遅
い
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
る
。
2
0
1
8
年
に
行
わ
れ
た

O
E
C
D
の
P
I
S
A
調
査
で
も
子
ど

も
た
ち
は
学
習
に
I
C
T
を
ほ
と
ん
ど

使
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

か
つ
て
、リ
テ
ラ
シ
�
︵
読
み
書
き
計
算
︶

が
重
要
視
さ
れ
た
よ
う
に
、
デ
ジ
タ
ル

や
メ
デ
�
ア
の
リ
テ
ラ
シ
�
は
、
現
在

の
社
会
活
動
、
経
済
活
動
に
お
い
て
必

要
不
可
欠
で
あ
る
。

大
変
厳
し
い
状
況
に
お
い
て
も
、
い

ま
だ
に
I
C
T
を
活
用
す
る
こ
と
に
否

定
的
だ
っ
た
り
懐
疑
的
だ
っ
た
り
す
る

人
が
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
直
接
体
験
、

教
員
経
験
に
依
存
し
す
ぎ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
将
来
が
危
う
い

も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

学
校
で
研
修
や
助
言
を
し
て
い
た
り
、

大
学
で
授
業
を
し
て
い
た
り
す
る
と
、

よ
く
感
想
に
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は｢

I
C
T
を
活
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
が
体
験
す
る
時

間
が
減
る
の
で
は
な
い
か
、
奪
わ
れ
る

の
で
は
な
い
か｣

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

一
見
、
今
ま
で
の
授
業
の
中
に
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I
C
T
が
入
っ
て
く
る
と
、
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
増
え
る

よ
う
に
見
え
、
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
実
際
、
わ
れ

わ
れ
は
生
活
を
よ
り
よ
く
す
る
た
め
に

I
C
T
を
活
用
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
。
例
え
ば
、
旅
行
に
行
く
際
、

旅
行
雑
誌
や
イ
ン
タ
�
ネ
�
ト
で
、
旅

行
先
の
こ
と
を
よ
く
調
べ
、
ス
ケ
ジ
�

�
ル
を
立
て
、
宿
泊
先
を
予
約
し
、
そ

し
て
現
地
に
向
か
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
。
一
方
、
ほ
ぼ
調
べ
な
い
で
旅

行
に
行
っ
た
ら
、
何
が
見
ど
こ
ろ
な
の

か
、
ど
の
順
番
で
観
光
地
を
回
れ
ば
効

率
的
に
移
動
で
き
る
の
か
、
こ
う
い
う

こ
と
が
わ
か
ら
ず
、
非
効
率
で
ポ
イ
ン

ト
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
た
だ
た
だ
時
間

が
過
ぎ
去
っ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
こ

の
場
合
、
I
C
T
を
駆
使
し
て
、
事
前

に
調
べ
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
情
報
を
収

集
し
、
観
光
を
し
た
ほ
う
が
、
豊
か
な

旅
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ

う
に
私
た
ち
は
I
C
T
を
使
っ
て
メ
デ

�
ア
か
ら
の
情
報
を
得
て
生
活
を
よ
り

よ
く
し
て
い
る
。
学
校
の
授
業
場
面
に

お
い
て
も
、
子
ど
も
た
ち
が
体
験
的
に

学
ぶ
上
で
、
そ
の
体
験
を
よ
り
豊
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
ツ
�
ル
が
I
C
T

で
あ
る
。

昨
日
、
あ
る
小
学
校
で
1
年
生
の
生

活
科
の
授
業
を
参
観
し
た
。
子
ど
も
た

ち
は
ク
ラ
ウ
ド
上
に
、
拾
っ
て
き
た
ど

ん
ぐ
り
で
作
っ
た
お
も
ち
�
の
写
真
を

共
有
し
、
タ
イ
ピ
ン
グ
を
し
て
紹
介
し

て
い
た
。
そ
の
紹
介
を
、
ク
ラ
ス
の
子

ど
も
た
ち
が
見
て
、
工
夫
を
し
て
い
る

と
こ
ろ
を
褒
め
た
り
、
自
分
の
お
も
ち

�
に
取
り
入
れ
た
り
工
夫
を
見
つ
け
た

り
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
友
達
の
作
品

か
ら
学
べ
た
こ
と
を
活
か
し
、
自

分
の
作
品
に
一
工
夫
を
入
れ
る
活

動
に
取
り
組
ん
だ
。

こ
の
授
業
の
あ
と
、
授
業
を
実

施
し
た
ベ
テ
ラ
ン
教
師
に｢

今
日

の
情
報
端
末
の
活
用
で
、
子
ど
も

た
ち
の
体
験
は
よ
り
豊
か
に
な
っ

た
と
思
い
ま
す
か｣

｢

情
報
端
末

を
活
用
す
る
こ
と
で
、
体
験
は
少

な
く
な
る
と
思
い
ま
す
か｣

と
お

聞
き
し
た
。
先
生
は｢

自
分
の
作

品
を
見
せ
る
こ
と
、
友
達
の
よ
さ

を
見
つ
け
る
こ
と
、
そ
れ
を
自
分

の
作
品
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
て

い
た
こ
と
が
、
子
ど
も
た
ち
の
作

品
や
言
葉
か
ら
よ
く
わ
か
り
ま

し
た｣

｢

体
験
は
減
っ
て
も
い
ま

せ
ん
し
、
豊
か
な
学
習
活
動
に
な

っ
た
と
思
い
ま
し
た｣

と
答
え
た

こ
と
が
印
象
的
だ
っ
た
。

I
C
T
は
一
見
、
子
ど
も
た
ち

の
体
験
を
奪
っ
て
い
る
か
の
よ
う

に
見
え
る
が
、
私
た
ち
の
生
活
場

面
を
考
え
て
み
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
の

生
活
は
よ
り
豊
か
に
な
っ
て
い
く
は
ず

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
体
験
に
と
ら
わ

れ
ず
、
冷
静
に
な
っ
て
、
時
代
を
捉
え
、

危
機
感
を
も
っ
て
、
I
C
T
の
活
用
が

重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
捉

え
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
で
学
び
や
生
活
を
豊
に

す
る
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る
だ
ろ
う
。

い
つ
も
と
変
わ
ら
な
い
オ
ン
ラ
イ
ン
学

習
を
支
え
た
も
の
は
、
ク
ラ
ウ
ド
を
活
用

し
た
学
び
だ
っ
た
。
ま
ず
、
W
e
b
会

議
シ
ス
テ
ム
︵Zoom

等
︶
を
使
い
児
童

と
教
師
が
つ
な
が
る
。
こ
れ
は
教
室
に
集

ま
る
感
覚
に
近
い
。
そ
し
て
、
各
教
科

等
の
学
習
は Google W

orkspace for 

Education 

の
ツ
�
ル
を｢
文
房
具｣

的

に
使
っ
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
学
習
で
考
え
や

成
果
物
を
ノ
�
ト
に
書
く
と
、
教
師
は
各

自
が
書
い
た
も
の
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、 Google 

ス
ラ
イ
ド
な
ど
ク
ラ
ウ
ド
型
ツ
�
ル
に
書

け
ば
、
教
師
は
も
と
よ
り
児
童
同
士
も
、

誰
が
ど
ん
な
学
習
を
し
て
い
る
の
か
が
わ

か
る
。
教
師
は
共
有
さ
れ
た
ス
ラ
イ
ド
を

も
と
に
学
習
状
況
を
把
握
し
、
必
要
に
応

じ
て
W
e
b
会
議
シ
ス
テ
ム
上
で
、
あ

る
い
は
コ
メ
ン
ト
機
能
な
ど
を
用
い
て
ア

｢

オ
ン
ラ
イ
ン
学
習
は
ど
う
？｣

と
児

童
に
聞
く
と
、｢

い
つ
も
の
授
業
と
あ
ま

り
変
わ
ら
な
い
で
す
。｣

と
返
っ
て
き
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
臨

時
休
校
で
、
家
庭
に
い
る
児
童
と
教
師
を

つ
な
ぐ
オ
ン
ラ
イ
ン
学
習
を
行
っ
て
い
る

時
の
こ
と
で
あ
る
。

文
部
科
学
省
は
、
疫
病
や
地
震
等
の
災

害
が
発
生
し
た
際
登
校
で
き
な
い
場
合

も
学
び
を
止
め
な
い
た
め
に
、
遠
隔
・
オ

ン
ラ
イ
ン
教
育
を
取
り
入
れ
た
家
庭
学
習

︵
以
下
、
オ
ン
ラ
イ
ン
学
習
︶
が
有
効
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
自
宅
に
い
な
が
ら
も
、

普
段
の
授
業
に
近
い
い
つ
も
通
り
の
学
び

が
で
き
る
こ
と
は
、
児
童
生
徒
や
保
護
者
、

教
師
に
と
っ
て
、
大
き
な
安
心
に
つ
な
が

ド
バ
イ
ス
す
る
。
児
童
は
悩
ん
だ
ら
テ
キ

ス
ト
で
相
談
し
た
り
、
友
達
の
作
品
を
参

考
に
し
た
り
す
る
︵
写
真
１
︶。
い
ず
れ

も
ク
ラ
ウ
ド
に
よ
っ
て
可
能
な
こ
と
で
あ

り
、
児
童
は
ま
る
で
教
室
に
い
る
か
の
よ

う
に
、
教
師
や
友
達
と
協
働
し
な
が
ら
学

習
を
進

め
る
こ

と
が
で

き
た
。

だ
か
ら
、

｢

い
つ
も

の
授
業

と
あ
ま

り
変
わ

ら
な
い｣

の
だ
ろ

う
。

こ
う
し
た
学
習
が｢

い
つ
も
と
変
わ
ら

な
い｣

と
い
う
こ
と
は
、
教
室
で
の
普
段

の
授
業
で
も
ク
ラ
ウ
ド
が
基
盤
と
な
っ
て

い
る
。
臨
時
休
校
に
な
っ
て
か
ら
、
あ
る

い
は
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
か
ら
、
急
い

で
端
末
を
使
い
始
め
て
行
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
普
段
の
授
業
で
文
房
具
と
し
て
端

末
を
使
う
。
ク
ラ
ウ
ド
で
ど
ん
な
こ
と
が

で
き
る
か
を
、
教
師
も
児
童
も
体
験
的
に

理
解
す
る
。
そ
う
し
た
段
階
が
必
要
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
休
み
時
間
や
家
庭
な
ど
、

授
業
以
外
の
場
で
も
端
末
に
触
れ
る
こ
と

で
、
操
作
に
慣
れ
た
り
使
い
方
を
覚
え
た

り
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
︵
写
真
２
︶。

教
師
が
指
示
し
た
と
き
に
だ
け
使
う
よ
う

だ
と
、
い
つ
も
使
う｢

文
房
具｣

に
は
な

ら
な
い
。
ノ
�
ト
や
鉛
筆
、
辞
書
な
ど
を

休
み
時
間
や
自
主
学
習
で
使
っ
て
い
い
よ

う
に
、
端
末
も
ま
た
、
児
童
が
文
房
具
と

し
て
普
段
づ
か
い
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。
そ
う
し

た
経
験
が
、

い
ざ
と
い
う

と
き
も
学
び

を
止
め
ず
に

協
働
的
に
学

び
合
え
る
児

童
を
育
て
る

こ
と
に
つ
な

が
る
。

知っておきたい教育NOW❷

栃木県壬生町立睦
むつみ

小学校　教諭

　稲木 健太郎

学
び
を
止
め
な
い

遠
隔
・
オ
ン
ラ
イ
ン
教
育

の
力

「
普
段
づ
か
い
」が
つ
な
が
る

「
い
つ
も
と
変
わ
ら
な
い
」

オ
ン
ラ
イ
ン
学
習



本
校
で
はChrom

ebook

が
全
校
生
徒

に
配
付
さ
れ
、
９
か
月
が
経
と
う
と
し
て

い
る
。
各
教
科
で
の
実
践
や
校
務
で
の
活

用
、
委
員
会
や
部
活
動
で
の
活
用
等
が
進

み
つ
つ
あ
る
。
学
校
に
よ
っ
て
は
先
の
稲

木
学
級
の
よ
う
に
、
い
つ
で
も
子
ど
も
が

選
択
し
て
活
用
す
る
段
階
ま
で
進
ん
で
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
一
方
、
よ
う
や
く
整
備

が
整
い
、
活
用
が
始
ま
っ
た
学
校
も
多
い
。

今
回
、
本
校
で
の
活
用
を
振
り
返
り
な
が

ら
、
事
例
と
し
て
２
つ
紹
介
す
る
。

端
末
の
活
用
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
く
た
め

に
は
、
い
つ
で
も
子
ど
も
の
手
元
に
あ

り
、
使
い
た
い
時
に
す
ぐ
に
使
え
る
環
境

を
作
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
子
ど
も

が
勝
手
に
学
習
に
関
係
の
な
い
こ
と
を
し
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た
り
、
不
適
切
な
使
い
方
を
し
て
人
間
関

係
に
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
り
し
な
い
か
な

ど
、
不
安
を
感
じ
る
教
師
は
多
い
。

そ
こ
で
、
本
校
で
は
図
の
よ
う
な
使
い

方
を
示
し
た
用
紙
を
作
成
、
配
付
し
た
。

こ
れ
は
、
札
幌
の
小
学
校
の
先
生
と
Ｓ
Ｎ

Ｓ
を
通
じ
て
情
報
共
有
し
、
作
成
し
た
心

得
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、｢

朝
学
活
が
始

ま
る
ま
で
に
、Google
フ
�
ー
ム
で
作
成

さ
れ
た
W
e
b
健
康
観
察
を
入
力
し
、
終

わ
っ
た
ら
引
き
出
し
に
し
ま
う
﹂
と
い
っ

た
具
体
的
な
行
動
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ

が
、
慣
れ

て
き
た
頃

に
ル
ー
ル

を
破
る
生

徒
が
出
て

き
た
。
そ

こ
で
、
こ

れ
は
生
徒
と
教
師
が
話
し
合
い
、
活
用
を

見
直
す
よ
い
機
会
と
捉
え
、
生
徒
会
を
中

心
と
し
て
心
得
の
見
直
し
と
再
発
防
止
の

た
め
の
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
生
徒
会
か

ら
出
た
意
見
を
ま
と
め
、
全
校
生
徒
に
提

示
し
た
。
そ
の
後
は
ル
ー
ル
を
守
り
な
が

ら
順
調
に
活
用
が
進
ん
で
い
る
。

今
年
４
月
、
コ
ロ
ナ
禍
で
３
年
生
の
修

学
旅
行
の
行
き
先
が
、
関
西
方
面
か
ら

県
内
へ
変
更
と
な
っ
た
。
そ
の
頃
、
生
徒

は
京
都
の
こ
と
を
調
べ
始
め
て
い
た
た

め
、
こ
の
学
び
を
無
駄
に
し
た
く
な
い
と

考
え
、
新
潟
に
い
な
が
ら
京
都
を
体
験

す
る
バ
ー
チ
�
ル
修
学
旅
行
を
考
え
た
。

Chrom
ebook

か
らGoogle Earth

に
ア

ク
セ
ス
し
、
3
6
0
度
画
像
を
活
用
し
て
、

京
都
一
日
研
修
プ

ラ
ン
を
作
成
す
る

授
業
で
あ
る
。
生

徒
は
個
人
で
京
都

一
日
研
修
ル
ー

ト
を
考
え
た
後
、

Google Earth

の

｢

プ
ロ
ジ
�
ク
ト｣

モ
ー
ド
を
活
用

し
、
リ
ア
ル
な

3
6
0
度
画
像
を
見
な
が
ら
、
行
程
を

紹
介
す
る
プ
レ
ゼ
ン
を
作
成
し
た
。
そ
の

後
、
グ
ル
ー
プ
内
で
プ
ラ
ン
を
見
せ
な
が

ら
発
表
会
を
行
っ
た
。｢

バ
ー
チ
�
ル
だ

っ
た
が
、
調
べ
な
が
ら
楽
し
め
た
。
ま

た
、
実
際
に
自
分
で
も
行
っ
て
み
た
い
と

思
っ
た｣

と
い
う
生
徒
の
感
想
か
ら
、
１

人
１
台
端
末
が
手
元
に
あ
る
こ
と
で
、
教

室
に
い
な
が
ら
に
し
て
リ
ア
ル
な
体
験
に

つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
活
動
後
、

J
T
B
社
に
よ
る｢

バ
ー
チ
�
ル
修
学

旅
行
3
6
0｣

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
、

V
R
技
術
を
用
い
た
修
学
旅
行
を
行
い
、

学
年
全
体
で
旅
行
気
分
を
味
わ
い
な
が
ら

学
び
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

１
人
１
台
端
末
を
活
用
す
る
こ
と
で
、

生
徒
が
主
体
的
に
学
習
に
臨
ん
だ
り
、
教

師
が
生
徒
の
資
質
・
能
力
を
最
大
限
に
発

揮
す
る
取
組
が
増
え
た
り
す
る
こ
と
を
願

い
な
が
ら
、
今
後
も
活
用
の
工
夫
を
図
っ

て
い
き
た
い
。

知っておきたい教育NOW❸

新潟県三条市立大島中学校
　　教諭

山﨑　寛
の り

山
た か

中
学
校
に
お
け
る
１
人

１
台
端
末
の
積
極
的
な

活
用
を
目
ざ
し
た
取
組

端
末
を
使
っ
て
デ
ジ
タ
ル
の

メ
リ
ッ
ト
を
活
用
し
た
授
業

端
末
を
授
業
で
す
ぐ
に

活
用
で
き
る
環
境
作
り



Educo  8

【学校支援活動】
★通学合宿
　平成 17 年度から始めている 3泊 4日の通学合宿。3区の
公民館を宿泊場所として、地域ぐるみで宿泊体験を見守っ
ています。地域と学校の連携・協働活動として、地域の教
育力も高まっていき、大きな成果をあげています。
★きらめき学習
町内の 35 か所あるすべての分館で実施する「きらめき
学習」は、町の「ひと、もの、こと」を生かした地域学習
に取り組み、地域と子どもたちのつながりを深めることに
重要な役割を果たしています。
★読書リーダー養成講座
町の図書館職員を活用して小中学生の読書リーダーを育成する講座を開催し、講座修了後、参加者に修了証
を渡しています。受講した読書リーダーは、それぞれの学校の図書委員等として、読書活動をけん引していま
す。その他、町の図書館の蔵書を活用した授業、読み聞かせ等の取り組みが認められ、図書館は令和 2年文部
科学大臣賞を受賞しました。

★その他
隔週の土曜日に区の公民館で、昔遊びや地域の文化等を
学ぶ「土曜ネット活動」、小中学生が自分の考えや意見を
広く町民に発表する「小中学生意見発表会」、親子が一緒
に学ぶ「教育講演会」、小中 9か年を見通したキャリア教
育の一環として、地域の著名な方から夢や職業に関する話
を聞く「持とう私の夢講演会」、国指定史跡文化財の石人
山古墳、弘化谷古墳等を活用した「地域学習」等があります。

【学校支援活動】
★広川中学校放課後「学び道場」
広川中学校において、学力向上を目的として、火・金曜日の
放課後に各 1時間、基礎・基本の習得や発展的内容を学習する
「学び道場」は、地域学校協働活動推進員を核に実施しています。
今年度、この「学び道場」には、総勢 18 名の地域住民、近隣
の大学生が学習支援スタッフとして、58 名の生徒の学習支援に
当たっています。
★夏休み学力向上講座
夏季休業中、小学校 5・6 年生、中学校１年生を対象として、
各学校の課題に応じて5日間の学力向上講座を実施しています。
この講座には、地域住民のみならず、高校生や大学生もボラン
ティアとして指導に当たっています。
【体験活動】
★乳幼児触れ合い体験学習
広川中学校では、「乳幼児触れ合い体験学習、命の授業」を実施しています。この学習は、学校と保護者、地域、
行政が役割分担をし、それぞれができることを出し合い、連携して行っているものです。学習を終え、指導の
中心となった主幹教諭は、「生徒たちは、体験活動やいろいろな方から、話を聞くことで、自分自身の家族・
家庭を見つめ、将来の自分の生活を考え、工夫しようとする力がついてきているようです。」と語っています。
★その他
親子で広川町の企業を見学する「親子で工業団地見学会」や、高

こう

良
ら

大
たい

社
しゃ

（1600 年以上の歴史をもつ久留米
市の神社）と広川町のつながりを学びながら 19 時から翌日未明まで歩く「親子ふれあいナイトハイキング」、
大自然の中で実施する「子ども会リーダー研修」などがあります。
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　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県八女郡広川町では、教師やＳＳＷ※などの専門スタッフだけではなく、地域住
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民や保護者なども「チーム学校」の一員として協力し、子どもを育てる「協育」を進め
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ています。特に、「広川町学校運営協議会」や「広川町地域学校協働本部」は、「学校を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核とした地域づくり」を目ざした「地方創生」の一環として、位置づけられています。

　　　　　　　　　　　　地域とともにある学校づくりの推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広川町では、地域と学校と行政が一つになって、子ども一人一人に「生きる力」
　　　　　　　　　　　　　　　を育むために、「地域とともにある学校づくり」を推進しています。その推進の両輪となるの
　　　　　　　　　　　　が、広川町学校運営協議会と広川町地域学校協働本部です。
　　　　　　特に広川町の地域学校協働本部の各活動は、「ひと・もの・こと」を生かして地域全体で次代を担う
　　　子どもたちを育成するために、地域・保護者と学校、行政が連携・協働している取り組みです。平成元年度
にはこの協働本部の前身である教育力向上本部協議会が、また、令和２年度には町の図書館および職員を
活用した事業が、さらに、本年度は町の人材を活用した上広川小学校が学校図書館コンクールで、それぞ
れ文部科学大臣賞を受賞しました。
　これからも地域・保護者、学校、行政が連携・協働して、地域とともにある学校づくり
を推進します。　　　　広川町教育委員会　教育長 冨山　拓二郎

広川町学校運営協議会（コミュニティ・スクール）
広川町は人口 2万人弱の小さな町です。そのため、これまでも町立

の 3小学校と１中学校は、さまざまな取組を連携して行ってきました。
平成 30 年 3 月に地教行法の改定により、複数校で学校運営協議会を設
置することが可能になったため、それまでの「広川町版コミュニティ・
スクール」から「広川町コミュニティ・スクール」と改名し、地域と学校、
行政が連携・協働して地域とともにある学校づくりに取り組んでいま
す。年間 4回の定例協議会では、学校運営協議会委員と学校、教育委
員会が熟議を重ね、学校運営の改善を図っています。協議会の主な内
容は右のとおりです。

※ ２月最終日までに、委
員は各学校の自己評価
を評価します。記入済
の評価表は教育委員会
事務局を経て、学校に
渡ります。各学校は、
３月上旬までに「学校
評価報告書」を教育委
員会事務局に提出する
とともに、ＨＰ等によ
り公表します。

広川町では、地域と学校が連携・協働し、地域の教育力向上を図り、社会総がかりでの教育の実現を目ざす
ことを目的に、幅広い地域住民等の参画により、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支え、地方創生の
実現を図る諸活動を実施しています。
子どもたちの学びに多くの町民が関わる「町民総がかりの共同体制を展開する活動」を総括するのが、広川
町地域学校協働本部です。各協働活動は次の3つに分類されます。その1つは「学校支援活動」で、専門スタッフ、
地域住民や保護者が「チーム広川」の一員として子どもを育てる教育をしています。2つめは「学習支援活動」
で、放課後、土曜日・休日に地域住民や高校生・大学生ボランティアが学習活動を支援しています。3つめは「体
験活動」で、地域の行事や公民館分館等を活用した体験活動を実施しています。これら広川町の取組内容が他
の地域学校協働活動の模範であると認められ、令和元年度に文部科学大臣賞を受賞しました。

●学校視察

広川町地域学校協働本部
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「
バ
ス
パ
」
の
誕
生

2
0
1
7
年
春
、
若
者
た
ち
の
「
居
場
所

づ
く
り
」
の
た
め
、
地
域
の
協
力
を
得
て
、

公
園
内
に
あ
っ
た
バ
ス
ケ
ッ
ト
ゴ
ー
ル
を
活

用
し
、
フ
ル
コ
ー
ト
2
面
に
整
備
。
ま
た
、

命
名
権
売
却
に
よ
る
協
賛
金
で
運
営
費
を
捻

出
。
モ
ル
テ
ン
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
パ
ー
ク
、

通
称
「
バ
ス
パ
」
が
誕
生
し
た
。

そ
の
コ
ー
ト
の
管
理
に
手
を
挙
げ
た
の
が

こ
れ
ま
で
深
夜
に
集
ま
っ
て
い
た
若
者
た
ち

だ
。「
居
場
所
」
を
得
た
彼
ら
が
清
掃
活
動
や

適
正
利
用
を
呼
び
か
け
た
。
当
初
は
ル
ー
ル

を
守
ら
な
い
利
用
者
も
い
た
が
、
徐
々
に
不

適
正
利
用
は
減
っ
て
い
く
。
現
在
で
は
、
深

夜
の
時
間
外
利
用
者
は
皆
無
。
同
時
に
、
若

者
た
ち
の
徘
徊
も
減
っ
て
い
っ
た
。

ト
ラ
ブ
ル
続
き
の
公
園

2
0
1
5
年
頃
、
深
夜
に
な
る
と
、
若
者

た
ち
が
公
園
に
集
ま
り
、
バ
イ
ク
に
よ
る
暴

走
、
器
物
破
壊
、
放
火
等
の
事
件
を
頻
繁
に

起
こ
し
て
い
た
。
警
察
が
介
入
す
る
も
治
ま

ら
な
い
。
そ
こ
で
、
近
隣
公
民
会
、
教
員
、

P
T
A
に
よ
る
連
日
の
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
、

若
者
へ
の
直
接
の
働
き
か
け
が
始
ま
る
。
い
っ

た
ん
沈
静
化
す
る
も
、
暫
く
す
る
と
ま
た
問

題
行
動
の
情
報
が
入
る
よ
う
に
な
る
。

2
0
1
6
年
夏
、
P
T
A
パ
ト
ロ
ー
ル
隊

と
し
て
夜
間
の
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
を
開
始
。

当
初
は
、
早
く
帰
る
よ
う
声
を
か
け
る
こ
と

か
ら
始
め
る
。
不
審
が
る
若
者
も
い
た
が
、

何
度
も
顔
を
合
わ
せ
る
う
ち
に
一
つ
二
つ
と

本
音
を
聴
け
る
よ
う
に
。
公
園
に
集
ま
る
理

由
が
「
居
場
所
づ
く
り
」「
仲
間
探
し
」
で
あ

る
こ
と
を
理
解
す
る
。

愛
知
県
名
古
屋
市
南
区
に
あ
る
道
徳
公
園
で
は
以
前
、
中
学
生
、
高
校
生
を
中
心
と
し
た
若
者
た
ち
に
よ
る
ト

ラ
ブ
ル
が
続
い
て
い
た
。
近
隣
2
つ
の
中
学
校
、
4
つ
の
小
学
校
の
P
T
A
会
長
・
副
会
長
・
会
長
O
B
ら
が

集
ま
り
「
大
江
・
明
豊
中
学
校
ブ
ロ
ッ
ク
P
T
A
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
」（
以
下
、
P
T
A
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
）
を
結
成
。

公
園
で
の
問
題
行
動
の
沈
静
化
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
コ
ー
ト
を
活
用
し
た
若
者
た
ち
の
居
場
所
づ
く
り
と
、
学
区

を
越
え
た
P
T
A
活
動
の
連
携
へ
の
取
組
を
紹
介
す
る
。

～
公
園
が
つ
な
げ
る
若
者
た
ち
と
地
域
の
未
来
～

名
古
屋
市
南
区
で
の
活
動

●第一回バスパ大会（小中学生対象）開会式

地球となかよし　 トピックス

大
江
・
明
豊
中
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　隊
長

林

賢
二

ブ
ロ
ッ
ク
P
T
A

パ
ト
ロ
ー
ル
隊
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●大人による大会イベントの様子

現
在
と
「
こ
れ
か
ら
」

「
バ
ス
パ
」
で
は
、
P
T
A
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
と

管
理
を
担
う
若
者
た
ち
が
中
心
と
な
り
、
年

に
1
回
小
中
学
生
を
対
象
と
し
た
大
会
を
開

催
し
て
い
る
。
ま
た
、
来
年
度
末
に
は
全
面

改
修
さ
れ
、
全
国
に
類
を
見
な
い
バ
ス
ケ
ッ

ト
ボ
ー
ル
パ
ー
ク
（
左
写
真
参
照
）
に
生
ま

れ
変
わ
る
予
定
で
あ
る
。

現
在
も
毎
週
金
曜
日
に
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動

を
続
け
て
い
る
。
こ
の
活
動
は
、
迷
惑
行
為

を
行
う
若
者
た
ち
を
「
排
除
」
す
る
こ
と
が

目
的
で
は
な
い
。
彼
ら
一
人
一
人
に
寄
り
添

い
、
意
見
を
聴
い
た
り

し
な
が
ら
、若
者
の
「
居

場
所
」
を
認
め
る
こ
と

だ
と
感
じ
て
い
る
。
学

区
を
越
え
た
P
T
A

の
つ
な
が
り
や
、
同
じ

世
代
の
子
を
も
つ
親
た

ち
の
情
報
交
換
も
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
全

国
各
地
で
も
地
域
に
お

け
る
若
者
た
ち
と
の
連

携
や
、
ま
た
、
P
T
A

活
動
の
課
題
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
活
動
が
若
者
た
ち

と
地
域
の
未
来
を
つ
な

げ
る
一
助
と
な
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

●パトロール隊

●若者たち
による使用

後の清掃活
動



　湧別町は人口約 8,400 人の農業、水産業を中心
とした第一次産業の町です。町内には、小学校 5
校（265 名）、中学校２校（156 名）、義務教育学
校１校（35名）が設置されており、８校のうち４
校が複式校です。
　湧別町全体の学力向上を目ざすため、令和２年度
より４年度までの３か年において湧別町独自の取組
として、学力向上と学校の組織力向上のための施策
として湧別町型学校力向上事業を実践しています。
「主体的・対話的で深い学び」の充実した授業形態
として町内での統一した授業づくりのポイントとし
て（１）児童生徒のアウトプットのある授業（２）
協働的な学びの充実した授業、の２点を設定しまし
た。また、校内研修のポイントとして「子どもたち
に着目した研修」としました。湧別小学校を実践校
として公開授業や校内研修への参加を通して町内す
べての先生方の指導力向上を図り、町内全体の学力
向上を目ざしています。この事業を通して湧別町が
目ざす授業のモデルを湧別小学校が実践していま
す。公開研究会においては、大学と連携し、質の高
い教育が行うことができるよう大学の先生を招聘し
指導助言をいただいています。
　この取組の成果として１年で全国学力・学習状況
調査等において大きな成果をあげることができまし
た。今後は、GIGAスクール構想によるタブレット
端末（iPad）、デジタル教科書、教師用デジタル指
導書等を有効活用し、子どもたちどうしが学び合い
ながら、学ぶことの楽しさを授業を通じて子どもた
ちに伝えていけるように取り組んでいきたいと考え
ています。また、湧別町では、町内の学校を三つの
義務教育学校へと再編しようとしています。小中の
連携を深め、９年間の学びが連続するよう子どもた
ちの発達段階に応じた学びに取り組んでいきます。

湧別町教育委員会　指導室長 佐藤　大
ひろし

湧
ゆう

別
べつ

町全体での学力向上の
取組

越谷市立新
にい

方
がた

小学校　校長 田畑　栄一

コロナ禍２年めの今年、教育目標を ｢自律・相互
承認・表現｣ に変更。不透明な時代をたくましく生
きる資質・能力を育成したいという願いからだ。
その中核が総合的な学習の時間。３年生以上の異

年齢集団で体育館をベース基地にSDGsをテーマに
取り組んでいる。各自が17項目から探究したい内
容を選択。個人や協働でタブレットや図書で探究し、
地域の達人から学び、地球への関心を高めている。
今後はプロジェクトを立ち上げ、自分事として捉え、
学習内容を発表予定であるが、課題は堂々と伝えら
れるか。
そこで１学期は表現力の育成に取り組んだ。それ

が教育漫才。教育漫才とはマイナス言葉（死ね、消え
ろ等）や暴力（叩く、蹴る等）を使わないで、温か
いコミュニケーションで観客を安心して笑わせ、い
じめはつまらないという心を育てる対話文化である。
一回めは学級でくじを引き、コンビ・トリオ（以

後コンビ）を組んだ。流れは①自己紹介・ネタ創り②
演技練習　③兄弟ペアでの学び合い　④学級教育漫
才大会　⑤学級代表による教育漫才大会　⑥笑いの
とれたコンビの分析。この過程で表現力を鍛え、同
時にくじの意図を伝えて互いに認め合う心を育んだ。
二回めは異年齢コンビで教育漫才に挑戦。例えば、

３年と６年の凸凹コンビを始め、ユニークなコンビ
が誕生。異年齢コンビは同質集団にはない上級生の
自覚醸成や下級生からの憧れが和やかな雰囲気を醸
し出す。一回め同様に①～③を経て、くじで割り振
られた異年齢チーム毎に予選を経て投票し、チーム
代表12コンビが舞台へ登場。下級生がツッコミ、上
級生がボケるという日常では見られない演技等で観
客から拍手と温かい笑いを引き出した。
教育漫才は表現力、人間関係形成能力を育て、い

じめの元凶である ｢マイナス言葉と暴力｣ を封印し、
安心して表現し合える土壌を耕す。すると児童一人
一人が安心して自律
に向かって歩み出す。

教育漫才で楽しみながら
心を育てる

メロンパン（コンビ名）が漫才を披露 湧別町内合同研修会の風景
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全国各地のさまざまな取組を紹介します。



大人でも難しいエシカル消費の概念は子どもたち
にとってもなお、難しい。一言で言い表せないとこ
ろがあるが、それに関する活動をしっかり体験させ
ることで、児童の心に変化をもたせることにつなが
る。
本校のある地域は、一次産業に携わる方も多く、
野菜農家、畜産農家などが大規模に事業を展開して
いる地域である。近年の６次産業化も相まって、農
畜産物の差別化を意識した生産も増えてきている。
校区にそのような “ネタ ” が多く広がっている。
2018 年からの活動で着目したのは、食品ロスの
問題。３年生が校区探検で広大なニンジン畑の前を
通ったとき、収穫されず山積みになっているニンジ
ンを発見する。そして、規格外野菜という言葉を知
ることとなる。子どもなりに ｢もったいない｣ と感
じ、自分たちの食生活に関係することであると認識
し、それらを活かすにはどうしたらいいのかを考え
はじめた。
規格外であっても、品質に問題はない。それらを
活かすために、給食センターとの連携がはじまった。
地産地消のよさ、食品ロスを意識した買い物行動な
どだけでなく、結果的に食べ残さない給食献立の開
発や、調理時の残

ざん
渣
さ
（野菜くず）の減少など、多く

の改善につながり、町全体での取組となった。
３年がたった今でも、給食センターの協力体制は
継続され、学校からのさまざまな提案を柔軟に受け
入れてくれるだけでなく、食育指導のために頻繁に
町内の学校に出向いてくれ、生活・総合学習等の授
業支援を積極的に行ってくれている。
人事が頻繁に変化する公立校において、これらの
活動を継続するには、学校カリキュラムに位置づけ、
各担任が学年はじめにカリキュラムマネジメントを
行うことが重要となってくる。まさに、地域に根ざ
した活動を、“持続可
能な状態 ” にするこ
とが今一番必要なこ
とかも知れない。

本校は 1947 年に千葉市立第七中学校として開
校し、2017 年には 70周年を迎えました。現在の
花園中学校に改称するのは 1951 年 4 月ですが、
その年の 3月 30 日に植物学者の大賀一郎博士と
本校生徒によって古代ハスの種子が見つかります。
｢大賀ハス｣ と名付けられたこのハスは 2000 年の
眠りから覚め、その後、見事に開花しました。そ
うした縁から、ここ花園地区では、各学校や各所
に蓮池があり、夏になると大輪の花を咲かせてい
ます。
本校では、ハスの育成と観察、蓮池の管理などを
｢大賀ハス育成委員会｣ が担当しています。具体的
な活動内容は、藻をとったり草むしりをしたりし
て蓮池を管理するとともに、ハスの栽培記録を作
成し記録として残すことです。この委員会は、委
員長・副委員長こそ生徒会本部役員や専門委員長
が兼任しますが、活動の中心となる委員は全校か
ら募集したボランティアで構成されています。
大賀ハス育成委員会の活動は、地域にある ｢大賀
ハスのふるさとの会｣ の皆様と連携し、多くの助
力をいただいています。こうした地域の方々と連
携しボランティア活動を行うことで、地域を大切
にしていく気持ちや地域に対する誇りを養うこと
を目ざしています。
ほかにも、地域の方が作成された ｢ねぷた｣ に、
地域の方のご指導を仰ぎながら、毎年美術部が絵
付けをしています。こちらは、作品が地域の JR新
検見川駅に展示され、地域の皆さんにも親しまれ
ています。
1951 年に大賀博士と本校生徒により、古代ハス
の種子が発見されて 70年。花園中学校の名にふさ
わしく、今年もたくさんの大輪のハスの花が開花
しました。その花に負けじと、本校の生徒は地域
の方々と連携し、ともに歩みを進めながら、学ぶ
姿勢を開花させ、成長する姿を結実させています。
これからも地域とともに歩む学校として、歴史を
重ねていきたいと思っています。

千葉市立花園中学校　校長 保田　裕介上板町立高志小学校　校長　中川　斉
ひと

史
し

持続可能な社会に向けて
地域社会との連携

地域とともに歩む

給食センターの栄養教諭と栄養士に対して、規格外野菜を使っ
たメニューを提案する４年生

来年の開花のために、11月・12月にも蓮池の手入れを行っ
ています。
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学校賞：千葉県　市川市立大柏小学校
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｢フクロウのヒナがいるよ。｣ ７月７日七夕の日の朝、おじ
さんから電話が来ました。私は急いで、ランドセルを背負っ
ておにぎり片手に森川公園にかけつけました。
行ってみると、目の前の石の上にかわいいフクロウのヒナ

が２羽、立っていました。毛は、とてもふわふわしてそうで
かわいかったです。
ここには拝所（うがんじゅ）があり、人があまり立ち入ら

ないので、自然が守られてきました。戦争の時には拝所の奥
のガマ（どうくつ）に身を隠して、たくさんの人も守ってく
れたそうです。
私がフクロウのヒナを見ることができたのも、自然がずっ

と守られてきたからだと思います。だから、私がこの場所を
守っていかないといけないと思いました。

◎後援／環境省、 日本環境教育学会、日本環境協会、 全国小中学校環境教育研究会、 毎日新聞社、 毎日小学生新聞

メッセージ

◎後援／環境省、 日本環境教育学会、日本環境協会、 全国小中学校環境教育研究会、 毎日新聞社、 毎日小学生新聞

入賞作品発表

はだの色は自分の宝です。神様からもらった大切な色で
す。私は、ちがうはだの色で生まれればよかったと思う人
を見ると、一回しかもらわないのにと思い、おちこみます。
地球に生まれてきたからこそ、私たちはちがう顔、ちが
うはだがあってそれでよいのです。
今の世界で起きている問題、はだの色でその人が決めつ
けられてしまうことです。はだは、ただ外から見える自分
です。はだの色はその人の ｢中身｣ ｢行動｣ ｢ふるまい｣ に
関係ありません。
私の理想は、地球にいる一人一人が笑顔で暮らし、自分
のはだの色は自分の宝だと知ってもらうことです。今は、
人の中身を見て地球と平和に仲よくすることだと思います。

       私が守りたい場所
  仲
なか

間
ま

笑
えみ

花
か

沖縄県　宜野湾市立
                                                はごろも小学校　5年

はだの色は自分の宝
田
た

中
なか

董
とう

子
こ

シンガポール日本人学校
　　　　　　　クレメンティ校　6年

地球となかよし大賞

環境大臣賞

評「肌の色は自分の宝、大切な宝。」そこから、何より自分を
大事にする心が生まれ、お互いの尊敬、信頼、平和が生まれて
くる。

評  「開発」が進む中、拝所や鎮守の森は、昔からの「自然」がそのまま残された孤島になりました。あなたと同じ「保護」が大事です。

第19回

コロナ禍の中の環境や生活を見つめ、しっかりと受けとめ、「こうありたい」と
いう主張や提言がよく表現されていました。それも言葉の上だけでなく、根拠
や証拠が数字や映像で裏うちされ、「深い考察」の作品が多かったのが、今回の
特徴でした。                                                     評：審査委員長　児島邦宏

※顕彰碑は拝所に隣接した場所にあります。
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ぼくは、ゆうえんちで、きょうりゅうとくさとかざんのにおいをかいだ。
きょうりゅうはもういきていませんけれど、ぼくはちきゅうできょうりゅう
とおなじくうきをすうことができてうれしいです。
むかしは、きょうりゅうがすんでいたちきゅうでした。いまは、ぼくがすん
でいるちきゅうです。
ちきゅうとなかよし、にんげんときょうりゅうのちきゅうを、そうじとごみ
をわけることでまもりつづけたいです。

わたしはしょうらい、じゅういになりたいです。その理由は、ぜつめつきぐ
しゅをまもりたいからです。
今、世界には三万七千四百しゅ以上ぜつめつきぐしゅがいます。原因は、地

球温だん化、らんかく、生そく地のおせん、外来しゅの持ちこみなどがあります。
森林はかいもその一つです。森林がはかいされると、動物のしゅるいが少な

くなってしまいます。すると、全体のバランスが悪くなってしまいます。
だから、しょうらいじゅういになって、動物を助けたり、森を作ってあげた

りして、少しでも、動物を守りたいです。

お父さんと庭のお花のお世話をしていると、近所の人が話
しかけてきてくれます。
家のカギがなくて中に入れなかった時に家の前で困ってい
たら ｢どうしたの？｣と、近所のおばあさんが話しかけてくれ、
おばあさんの家でおやつをごちそうになりながら、家族が帰っ
てくるまでの少しの時間、待たせてもらいました。
私には、おじいちゃんもおばあちゃんももういないので、
本当のおばあちゃんができたみたいでうれしかったです。
コロナがおちついたら、また遊びに行きたいです。
お花のお世話をすることで、近所の人と仲よくなれてよ
かったです。これからも、お花のお世話を続けていきます。

にんげんときょうりゅう
妙
たえ

治
じ

優
ゆう

大
た

海外　上海日本人学校虹橋校　1年

動物となかよし
福
ふく

島
しま

由
ゆ

依
い

東京都　日野市立夢が丘小学校　3年

「いっしょに歩こう！」
目の不自由な人と平和な町を歩くために～

永
なが

澤
さわ

晴
はる

翔
と

　埼玉県　富士見市立水谷小学校　5年

　　　 近所のおばあちゃん
齋
さい

藤
とう

由
ゆ

衣
い

東京都　板橋区立前野小学校　4年 

評 昔、きょうりゅうがすっていた空気を、今、私がすっている。その同じちきゅうを守るためのそうじ。その大きな心がけ、りっぱです。

日本環境
教育学会賞

評 こんなに多くのぜつめつきぐしゅがいるとは。
原因もまた多いですね。ぜひ、じゅういになって、
動物たちの森を作ってください。

評 近所の人と仲よくなれて、おばあちゃんもともだちになり、「近
所」が広くなり楽しみですね。おばあちゃんも、きっと待ってい
ますよ。

全国小中学校
環境教育研究会賞

毎日新聞社賞

評
い
つ
も
目
に
し
て
い
る｢

点
字
ブ
ロ
ッ
ク｣

に
つ
い
て
、｢

お
や
っ
？｣

と
問
い

か
け
、
よ
く
調
べ
ま
し
た
。
二
つ
の
調
べ
方
で
追
っ
た
こ
と
も
す
ば
ら
し
い
。

毎日小学生
新聞賞
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第19回 メッセージ

ぼくのかわいいチロル
美
み

間
ま

春
はす

澄
み

徳島県　藍住町立藍住西小学校　1年

ぼくとカブトムシ
岩
いわ

脇
わき

龍
りゆう

真
しん

徳島県　藍住町立藍住西小学校　3年

ちろるは、あいごセンターからぼくのいえにきました。
とってもこわがりだけど、かぞくとは、なかよくできるよう
になりました。
これからもずっといっしょにいます。 

この夏、ぼくの家のまどに
カブトムシがとんできまし
た。ぼくの家には近所のおじ
ちゃんからもらったカブトム
シもいます。地きゅうから緑
がどんどんへっていますが、
虫とかが生きていく上でひつ
ような緑を大切にしたいと思
います。
ぼくのおじいちゃんお父さ

んも、むかし、かっていたこ
とがあるカブトムシ。
黒くてツヤツヤしていてと

てもカッコイイです。これか
らも、カブトムシがずっと生きのこっていけるような、かんきょ
うであってほしいと思います。

み ま

入賞作品
いわわき りゆう

入賞作品

　　 　　　　ありとおさんぽ
黒
くろ

川
かわ

陽
ひ

向
なた

千葉県　市川市立大柏小学校　1年

　　        

ありといっしょのおおきさになって、おさんぽをしているところ
です。
たのしくおさんぽしてる。

　　 　　　　
くろかわ

入賞作品入賞作品かんきょうを大切に
松
まつ

原
ばら

菜
な

月
つき

東京都　日野市立夢が丘小学校 　4年

私はかんきょうに
ついていろいろ知り
たかったので、イン
ターネットで調べて
みることにしました。
インターネットで

調べたら、ビニール
ぶくろが手に引っか
かっているウミガメ

の画ぞうが出てきました。とても悲しい気もちになりました。
私たち人間のせいで生き物が大変な思いをしているのです。
ゴミがふえると、川や海にすむ生き物がすみづらくなります。
なので私は、ゴミをふやさないために、むだな物を買わない
ようにしたいと思いました。
それと、マイバックの使用やゴミの分べつをしっかり行い、
今すぐできることからせっきょく的に取り組んでいきます。

◎審査委員（敬称略）
児島　邦宏 東京学芸大学名誉教授
角屋　重樹 日本体育大学教授
井上由美子　　 環境省　大臣官房総合政策課
　　　　　　　　　　　　環境教育推進室室長補佐
太刀川みなみ 日本環境教育学会理事
　　　　　　　　NPO法人ビーグッドカフェ

藤森　克彦 　　全国小中学校環境教育研究会会長
　　　　　　　東京都品川区立大井第一小学校長
大矢　伸一　　毎日新聞社　教育事業室プロデューサー
伊東　千尋 　　教育出版　代表取締役社長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同・敬称略）

まつばら

入賞作品
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造った物・こわす人
五
ご

寶
ほう

晶
あき

東京都　日野市立夢が丘小学校　5年

ひみつの散歩道
永
なが

井
い

遙
はる

夏
か

東京都　日野市立夢が丘小学校　5年

みなさんは、｢作
る｣ か、｢こわす｣。
どちらが楽ですか？
ぼくは、間違い
なく後者だと思い
ます。例えば、パズ
ルを一時間かけて
｢ 作った ｣ なら、
｢こわす｣ のにはせ

いぜい５分しかかかりません。
これは、人類でも同じです。地球が四十六億年かけて ｢造っ
た｣ ものを、人類は簡単にこわし続けています。それは、自然
です。
こわれたものを直すとすると、それ相応の時間を要します。
しかし、われわれ人類には、こわした自然を時間をかけてでも、
元にもどす ｢ぎむ｣ があるのです。 

私にはひみつの散
歩道があります。そ
こには木がたくさん
植えてあって、真夏
でもすずしいです。
そこからは、町が

見わたせます。けれ
ど、町の中には木が
あまり植えられてい

ません。理由はすぐわかりました。家を作るために木を切って
しまったんです。
私は、このままでは私のひみつの散歩道も無くなってしまう
のではないかと思いました。
だから私は、もう少し大きくなったら、植林体験をしようと
思います。今やったら、何十年後かは、緑あふれるような町が
できるといいです。

ご ほう

入賞作品
なが い

入賞作品

　　 　　高齢者も暮らしやすい町
大
おお

野
の

真
ま

音
り

愛
あ

東京都　日野市立夢が丘小学校　6年

誰も得しない水の無駄！
三
みつ

井
い

稜
り

久
く

東京都　台東区立柏葉中学校　2年

私には、おじい
ちゃんとおばあちゃ
んがいて、おじい
ちゃんは、家の階段
の手すりを自分で
作ったり、こわれた
かさや鏡を直した
り、おばあちゃんは、

太極拳のおどりがおどれるなど、二人とも元気です。
しかし、いくら元気でも、高齢者です。おじいちゃんは、も
うすぐで、車の運転免許を返納するかもしれません。さらに、
こしも少しだけまがりかけています。このままだと、気軽に買
い物もできなくなるという人も多いと思います。
なので、階段に手すりをつけたり、スロープを作ったり、バ
スの本数を増やすなどの工夫をして、高齢者も暮らしやすい町
にしていきたいと思います。

皆さんは、水の流しっぱなしをした
経験はありませんか？　僕は時々あり
ますが、常習犯の人はどれぐらいもっ
たいないか学んでください！
自分の生活の中で水を多く使ってい
る場所を考えたとき、浴室だと思った
ので、シャワーの時間を調べた結果５
分６秒もの間、水を流していることが
わかりました。約 55リットルです。
自分でも思ったより使っていて、
びっくりしました。皆さんも計ってみ

ると意外と自分が水を使っているのがわかり、節約しようとい
う気持ちになると思います。
世の中には、きれいな水を自由に使えない国のほうが多いで
す。一人一人の積み重ねが大事だと僕は思います。自分たちが
すんでいる地球を大切にし、守っていきましょう。

　　 　　
おお の

入賞作品

みつ い

入賞作品

入賞作品　　　　縄ないしよてぇ（魚沼弁　縄ないしようよ）
       　　　 星

ほし

万
ま

潤
うる

私の環境保全活動の記事を
読んだ市内のおばあちゃんが
連らくをくれ、｢一緒に縄ない
をしないか？｣ とさそってく
れました。
道のわきにはえている『あ

かそ』という植物をとって、
かわかして一緒に縄ないをし
ました。
初めてでむずかしかったけ

ど、声をかけてもらい、昔の
話を聞きながら、草のにおい
をかぎながら、シソジュース

を飲んだり、よい時間を過ごしました。
知らないおばあちゃんだったけど、今は身近なステキな先パ
イです。

　　　　縄ないしよてぇ　　　　縄ないしよてぇ入賞作品

新潟県　三ツ星エコクラブ　6年
　　　　（魚沼市立湯之谷小学校）
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（
昭
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か
ら
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の
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、
大
学
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交
換
留
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と
し
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オ
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あ
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ooster

で
学
ぶ
機
会
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ま
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。

私
の
専
門
は
建
築
計
画
、
留
学
先
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大
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取
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ま
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。

授
業
の
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で
、
比
較
的
近
い
ク
リ
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ブ
ラ
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美
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フ
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。
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、
春
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・
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し
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ニ
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イ
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術
館
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ー

美
術
館
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ブ
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設
計
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シ

カ
ゴ
美
術
館
、
ヒ
ュ
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ス
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ン
近
代
美
術
館
（
新

館
は
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
設
計
）

な
ど
建
築
作
品
と
し
て
も
有
名
な
美
術
館
を
訪

問
し
ま
し
た
。
そ
の
後
現
在
に
至
る
ま
で
多
く

の
美
術
館
を
訪
問
し
ま
し
た
。

�
�
�
�
年
、
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
を

訪
問
し
て
驚
き
ま
し
た
。
ま
ず
、
曜
日
に
よ
っ

て
は
夜
10
時
ま
で
開
館
し
て
い
ま
す
。
日
本
の

美
術
館
は
、
現
在
も
多
く
の
場
合
�
時
ま
で
で

す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
最
近
の
開
館
時
間
を
調

べ
ま
し
た
。
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
は
水
曜
、

金
曜
は
夜
�
時
ま
で
開
館
。
休
館
日
は
�
月

�
日
、
�
月
�
日
（
独
立
記
念
日
）、
感
謝
祭
、

12
月
25
日
の
年
�
日
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術

館
は
金
曜
日
�
時
ま
で
開
館
。
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン

市
の
近
代
美
術
館
は
木
曜
日
�
時
ま
で
開
館
。

し
か
も
木
曜
日
は
入
場
無
料
。
特
に
美
術
分
野

の
学
生
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
特
権
が
与
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
多
く
の
美
術
館
は
写
真
撮
影
、
ス
ケ
ッ

チ
が
自
由
に
で
き
ま
す
。

床
に
寝
っ
転
が
り

学
芸
員
の
話
を
聞
く
小
学
生
た
ち

�
�
�
�
年
、
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
で

の
小
学
生
の
鑑
賞
風
景
に
驚
き
ま
し
た
。
多
く

の
児
童
が
床
に
座
り
、
一
部
の
児
童
は
寝
そ
べ
っ

て
学
芸
員
の
話
に
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。
堅

苦
し
い
学
校
教
育
と
い
う
雰
囲
気
で
な
く
、
リ

ラ
ッ
ク
ス
し
絵
画
や
彫
刻
を
鑑
賞
し
て
い
ま
し

た
。最

近
の
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
で
は
子
ど
も
の
た

め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
美

術
鑑
賞
の
手
助
け
に
ア
ニ
メ
で
美
術
の
学
習
教

材
が
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
少

し
で
も
美
術
に
関
心
を
も
っ
て
も
ら
お
う
と
す

る
努
力
が
う
か
が
え
ま
す
。

欧
米
の
美
術
館
を
訪
問
し
感
じ
る
こ
と
は
、

日
本
の
美
術
館
は
堅
苦
し
く
、
閉
鎖
的
で
す
。

日
本
の
美
術
館
も
、
子
ど
も
で
も
楽
し
め
る
よ

う
運
営
に
配
慮
す
べ
き
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も

の
時
か
ら
美
術
に
関
心
を
も
た
せ
る
学
習
方
法

が
必
要
で
す
。
美
術
は
世
界
共
通
の
言
語
で
す
。

子
ど
も
に
必
須
の
学
習
内
容
で
す
。

原
田
敬
美
︵H

arada K
eim

i

︶

建
築
家
、
工
学
博
士
、
技
術
士(

建
設)

、
前
東
京
都
港

区
長
。
川
口
市
文
化
芸
術
審
議
会
会
長
。

1
9
7
4
年
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
建
設
工
学
専
攻
修

士
課
程
修
了
。1
9
8
0
年
、S
E
C
計
画
事
務
所
設
立
。

1
9
8
3
年
か
ら
、
港
区
の
街
づ
く
り
懇
談
会
、
都
市

計
画
審
議
会
、
住
宅
と
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
策
定
、
環
境
調

査
審
議
会
委
員
な
ど
を
委
嘱
。
2
0
0
5
年
、イ
タ
リ
ア
・

コ
メ
ン
ダ
ッ
ト
ー
レ
叙
勲
。

       子どもと美術館［連載第 1回］
̶半世紀前アメリカの美術館で見た衝撃̶

　　　　建築家 原田敬
けい

美
み

夜

時
ま
で
の
開
館
に
驚
き

10
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しているのだが、学校の現場にはなかなか届かな
かった。先生方は文節文法に慣れていて（おそらく
文法は文節文法しかないと信じていて）、他の文法
的な考え方を受け入れようとしない。文部科学省も、
学校現場の状況に配慮しているからか、文節文法を
改めようとしない。そして、教科書を編集する側も、
今の文法が定着しているとしてそのままにしてい
る。そういう状況下にあって私自身も教科書の編集
委員の一人でありながら、それに従わざるを得な
かった。
学校文法では、主語と述語を大事にする。その主
語と述語がまず大問題なのだ。学校で教えられてい
る連用修飾語も、補充成分と修飾成分とに二分され
なければならない。
これまでは教科書編集にあたって、文節文法中心
の学校文法に我慢して従ってきたが、このままでよ
いのかという気持ちがだんだん強くなってきた。学
校文法のすべてでなくてもよい。大事なところだけ
でもよい。まず、そういうところから取りあげよう
と思ったのだった。そういうことで、最近、『改め
たい文法の非常識』（教育出版刊）という本を書い
た。
詳しいことは著書に譲るが、間違っていることは
一刻も早く改めなければならない。刊行されたら是
非、読者諸氏のご意見をいただければ幸いである。

パソコンが出回り始めた頃、書写の先生の集まり
で、文字を書く道具の変遷について、毛筆から鉛筆、
万年筆、ボールペン、そしてパソコンと移り変わっ
たことを話したことがあった。もともと書くこと
は、石や木を引っ掻くことから始まったと言われて
いるが、パソコンの出現によって、それまでの文字
を「書く」時代から、文字を「打つ」時代に変わっ
たことが言いたかったのだ。これは、まさに画期的
なことだった。最近では、「書き言葉」に対して「打
ち言葉」という用語さえ出てきている。
パソコンの利用は書く（打つ）ためだけではない。
文章を書くためだけにパソコンを利用する人は今や
むしろ少数派だろう。パソコンには、年配者はつい
て行けない、いろいろな使い方がある。聞いたこと
のない専門用語がいろいろ出てくる。それを子ども
たちはみな知っている。ICT（情報通信技術）は子
どもたちにとっては常識だ。紙での伝達しかできな
い頭の古い老人には、現在の学校の教員は務まらな
い。
しかし、新しいことだけがよいわけではない。古
くから教えられてきた教育内容にもよいことがたく
さんある。それだけの価値があるからこそ残ってき
たのだ。それを忘れてはならない。一方、長く教え
られてきたものにも、誤りのあることがある。それ
は早く改めなければならない。
小中学校の国語教科書、そして高校の国語教科書
までがまちがっているのだ。学校文法で教えられて
いることの問題点を、私は、ずいぶん以前から力説

元筑波大学学長
新潟産業大学名誉学長　
北原　保雄

【連載第 2回】

学校文法を改める

改めたい文法の非常識
　　主語の解体と文の構造
北原保雄　著　　発行：教育出版　四六判・上製・184頁　定価：1,980 円（本体 1,800 円＋税）
｢私がプリンが食べられます。｣ この文の“主語 "は？
……主語と述語、文の構造、連用修飾語の問題を取り上げ、学校で教えられて多く
の人たちが信じている文法の「非常識」について考える。

⦿
書
籍
の
ご
紹
介
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東日本大震災から10年
—命の教訓を次世代に伝えたい 国土交通省　東北地方整備局 企画部　

震災伝承推進官 　　　　

ほ・っ・と・な・出・会・い

佐野 智樹さん

◆巻頭インタビュー、ヤマザキマリさんの言葉には、強さと説得力があり、楽しく読んだ。非認
知能力の育成（体得）の大切さが体験から語られており、広く周知されたらよい警句であると
思った。（千葉県H.M）
◆ ICT 支援員の充実は喫緊の課題です。タブレット導入で現場ではトライ＆エラーが繰り返さ
れていますが、トラブルが起きた時、「やっぱり紙の方がいい」と先生が諦めてしまわないか危
惧します。4校に一人ではなく、各校に一人は ICT支援員が配置されないと、ICT活用の勢いが
鈍化してしまいます。（愛知県T.S）
◆北原先生の「Front Runner」は、GIGAスクール構想に対するご自身のためらいが本音とし
て感じられ、共感いたしました。（岩手県H.T）

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

なかよし宣言

録
し
て
い
ま
す
。「
震
災
伝
承
施
設
」
を
効
率
的
に

回
れ
る
よ
う
3.

11
伝
承
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
作
成
し

た
り
、
カ
ー
ナ
ビ
で
検
索
で
き
る
よ
う
に
す
る
取
組

も
進
行
中
で
す
。

国
内
外
の
多
く
の
方
に
被
災
地
に
来
て
い
た
だ

き
、
震
災
の
教
訓
を
体
系
的
に
学
ぶ
こ
と
で
防
災
力

の
向
上
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
、
地
域
交
流
の
活
性

化
も
目
ざ
し
て
い
ま
す
。

貴
重
な
教
訓
を
次
世
代
に
生
か
す

昨
今
、
日
本
で
は
大
規
模
な
自
然
災
害
が
頻
発
し

て
お
り
、
家
族
・
職
場
・
友
人
間
で
き
ち
ん
と
教
訓

の
伝
承
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
、
悲
劇
が
繰
り
返
さ

れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

一
例
と
し
て
2
0
1
8
年
の
西
日
本
豪
雨
災
害

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
広
島
県
で
土
砂
災
害
が
起
き
、

レ
ス
キ
ュ
ー
隊
が
行
方
不
明
者
を
捜
索
し
た
の
で
す

が
、
現
場
に
は
明
治
時
代
の
水
害
碑
が
立
っ
て
い
ま

し
た
。
1
1
1
年
前
、
ま
さ
に
同
じ
場
所
で
土
砂

災
害
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
残

念
な
が
ら
、
先
人
の
教
訓
は
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
石
碑
を
い
く
つ
建
て
て
も
、
伝
わ
ら
な
け
れ

ば
意
味
が
な
い
の
で
す
。

こ
う
し
た
反
省
の
も
と
に
、
東
日
本
大
震
災
で
は

伝
承
の
柱
と
し
て
「
震
災
伝
承
施
設
」
と
語
り
部
活

動
を
主
眼
に
置
い
て
い
ま
す
。

学
校
へ
の
出
前
授
業
や
、
中
高
生
が
伝
承
施
設
を

訪
問
し
て
語
り
部
の
か
た
と
交
流
す
る
な
ど
、
防
災

意
識
向
上
の
た
め
の
活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

当
時
の
こ
と
は
学
校
の
先
生
よ
り
語
り
部
に
話
し

て
も
ら
う
の
が
、
生
徒
さ
ん
た
ち
は
一
番
引
き
込
ま

れ
る
よ
う
で
す
。「
今
ま
で
は
津
波
の
映
像
を
見
て

も
何
と
も
思
わ
な
か
っ
た
が
、
説
明
後
は
自
分
事
と

し
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」
な
ど
、
前
向
き
な
感

想
も
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

反
面
、
被
害
の
大
き
さ
や
復
興
状
況
を
知
ら
な
い

地
元
の
生
徒
が
大
勢
い
た
の
も
事
実
で
す
。
当
時
６

〜
８
歳
程
度
だ
っ
た
今
の
高
校
生
が
、
震
災
に
つ
い

て
あ
ま
り
知
ら
な
い
の
は
衝
撃
的
で
し
た
。
こ
の
取

組
は
今
後
も
継
続
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
つ
く
づ

く
反
省
し
ま
し
た
。

災
害
の
裏
に
あ
る
自
然
の
恩
恵
も
伝
え
た
い

大
人
も
そ
う
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
伝
え
方

で
気
を
つ
け
た
い
の
は
、
震
災
の
恐
ろ
し
さ
だ
け
が

生
々
し
く
頭
に
残
っ
て
し
ま
い
、
肝
心
の
教
訓
が
記

憶
に
残
ら
な
い
点
で
す
。

災
害
規
模
が
大
き
い
と
、
ど
う
し
て
も
「
悲
惨
さ
」

に
目
が
行
き
が
ち
で
す
が
、
一
面
的
な
伝
え
方
に
な

ら
な
い
よ
う
な
配
慮
が
必
要
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

元
々
日
本
人
は
災
害
と
長
く
共
存
し
て
き
た
文
化
が

あ
り
ま
し
た
。
日
本
は
災
害
が
多
い
裏
返
し
と
し
て
、

四
季
が
あ
り
、
温
泉
が
あ
り
、
自
然
豊
か
で
、
山
河

か
ら
生
み
出
さ
れ
る
豊
富
な
水
が
あ
る
と
い
う
こ

と
。「
恐
ろ
し
い
」
だ
け
で
な
く
、
恵
み
の
部
分
も

伝
え
た
い
の
で
す
。

何
を
ど
こ
ま
で
伝
え
る
か
は
と
て
も
難
し
い
問
題

で
す
。
震
災
の
記
憶
を
風
化
さ
せ
ず
、
課
外
授
業
や

修
学
旅
行
な
ど
、
学
校
教
育
の
一
環
と
し
て
定
着
さ

せ
る
た
め
に
何
が
必
要
な
の
か
、
教
育
関
係
者
と
話

し
合
い
た
い
で
す
ね
。
3.

11
伝
承
ロ
ー
ド
を
ぜ
ひ

教
育
現
場
で
活
用
し
て
ほ
し
い
で
す
。
こ
の
取
組
が

震
災
直
後
か
ら
献
身
的
に
救
援
の
手
を
差
し
伸
べ
て

い
た
だ
い
た
国
内
外
の
か
た
が
た
へ
の
返
礼
に
な
る

こ
と
を
願
い
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

3.

11
伝
承
ロ
ー
ド
の
意
義
と
取
組

東
北
に
は
数
多
く
の
震
災
遺
構
や
伝
承
施
設
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
被
害
の
実
相
が
わ
か
る
と
同

時
に
、
具
体
的
な
行
動
に
基
づ
い
て
生
き
の
び
た
人

が
い
る
と
い
う
点
で
、
大
き
な
教
訓
を
得
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
被
災
地
に
は
唯
一
無
二
の
教
訓
が
存
在

す
る
、
ま
さ
に
「
教
訓
の
宝
庫
」
と
い
え
ま
す
。

県
を
ま
た
い
で
東
北
沿
岸
に
点
在
す
る
こ
れ
ら
の

震
災
遺
構
や
数
々
の
津
波
石
碑
、
映
像
や
写
真
を
展

示
し
て
い
る
施
設
な
ど
を
「
震
災
伝
承
施
設
」
と
し

て
登
録
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
て
、
教
訓
を
体
系

的
に
伝
え
る
こ
と
を
「
3.

11
伝
承
ロ
ー
ド
」
と
名

づ
け
ま
し
た
。

か
つ
て
俳
聖
芭
蕉
が
「
奥
の
細
道
」
に
よ
っ
て

東
北
の
自
然
観
を
表
現
し
た
よ
う
に
、「
3.
11
伝
承

ロ
ー
ド
」
を
訪
れ
る
こ
と
で
し
か
体
感
で
き
な
い
教

訓
や
学
び
が
必
ず
あ
る
は
ず
で
す
。

こ
の
道
を
震
災
伝
承
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し

て
、
訪
れ
る
人
が
生
き
る
知
恵
や
教
訓
を
学
べ
る
よ

う
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
防
災
研

究
や
伝
承
施
設
の
情
報
発
信
、
学
校
・
企
業
向
け
の

啓
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供
、ツ
ー
リ
ズ
ム
支
援
な
ど
、

取
組
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。

令
和
３
年
10
月
の
時
点
で
、「
震
災
伝
承
施
設
」

は
2
8
9
件
登
録
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も
増
え
続

け
て
い
ま
す
。
登
録
に
あ
た
っ
て
は
、
駐
車
場
の
有

無
や
、
案
内

人
が
配
置
さ

れ
て
い
る
か

な
ど
、
各
施

設
の
訪
問
の

し
や
す
さ
や

理
解
の
し
や

す
さ
に
よ
り

分
類
し
て
登

内
容

に
つ

い
て

　
Tel.03-5579-6554   Fax.03-5579-6574

配
送

に
つ

い
て

　
Tel.03-5579-6546   Fax.03-5579-6548

▼ QR コードから
　詳細な活動内容
　をご覧いただけ
　ます。
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