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子どもの学習活動に熱心な著名美術館
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代表理事 坂野 晶さん

p.12 北から南からInformation

ほっとな出会い p.16

Front Runner p.15

地球となかよしゼミナール p.14
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Interview

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
の
原
点


は
今
、
デ
ザ
イ
ン
の
力
を

っ
て
ク
リ
Τ
イ

ς
ィ
ブ
デ
ィ
レ
ク
γ
ἀ
ン
と
い
う
仕
事
を
し
て

い
ま
す
が
、
そ
の
ク
リ
Τ
イ
γ
ἀ
ン
の
ݪ

と

な
っ
て
い
る
の
は
ֆ
を
ඳ
く
こ
と
で
す
。

小
さ
い
ࠒ
か
ら
ֆ
を
ඳ
く
の
が
大

き
で
、
ほ

う
っ
て
お
く
と
そ
こ
ら
中
に
ඳ
い
て
し
ま
う
子

で
し
た
。

が
߄
て
て｢

待
っ
て
、
待
っ
て
！｣

と
ന
い
ࢴ
を
ࠩ
し
出
す
と
、
ເ
中
で
そ
の
上
に
ඳ

き
ଓ
け
る
な
ん
て
し
ょ
っ
ち
ỵ
う
で
。
༮
い
ࠒ
は

ࢴ
の
こ
と
を｢

マ
ッ
ς｣

と
い
う
名
前
の
も
の
だ

と
思
い
こ
ん
で
い
た
く
ら
い
で
す
。


が
ݐ
築
Ո
で
、
Ո
で
設
計
を
す
る
の
で

図

板
が
あ
っ
た
り
、
画
ࡐ
や
画
集
も
た
く
さ
ん
あ
っ

た
の
で
、
ൺ
ֱ
的
、
ア
ー
ト
や
ク
リ
Τ
イ
ς
ィ
ブ

な
環
境
は
そ
ろ
っ
て
い
ま
し
た
。
ֆ
を
ඳ
く
こ
と

を

は
す
ご
く
Ԡ
援
し
て
く
れ
た
し
、
自
༝
に
さ

せ
て
く
れ
ま
し
た
。
一
度
も
ବ
目
だ
と
言
わ
れ
た

こ
と
は
な
い
で
す
Ͷ
。

༮
ஓ
Ԃ
の
年
長
の
ࠒ
、
ޒ
線
ේ
に
ト
Ի
ه
߸
を

ඳ
く
と
い
う
課
題
が
あ
り
ま
し
て
。

は
ૣ
く
で

き
あ
が
っ
て
し
ま
い
Ջ
だ
っ
た
の
で
、
ޒ
線
ේ
と

ト
Ի
ه
߸
が
重
な
っ
て
ܗ
が
分
か
れ
た
部
分
を

さ
ま
ざ
ま
な
৭
で
ృ
り
分
け
し
て
༡
ん
で
い
た

ん
で
す
。
先
生
が
や
っ
て
き
て
ࢴ
を
取
り
上
͛
ら

れ
た
の
で
、
ౖ
ら
れ
る
か
と
思
い
き
や
ଞ
の
先
生

方
も
集
ま
っ
て｢

す
ご
い
、
す
ご
い｣
と
ほ
め
ら

れ
、
そ
の
ま
ま
࿓
Լ
に
ష
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
自

分
の
思
う
と
お
り
に
ඳ
け
ば
い
い
の
だ
と
最
初

に
実
ײ
し
た
き
っ
か
け
で
す
。

小
学
校
̐
年
に
な
る
と
、
図
工
は
専
科
の
先
生

か
ら
教
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。｢

ピ
カ
ι｣

と
い
う
あ
だ
名
の
そ
の
先
生
は
、

が
っ
た
Ϟ

ジ
ャ
Ϟ
ジ
ャ
の
長

に
、
ߥ
ೄ
を
ϕ
ル
ト
代
わ

り
に
ר
い
て
い
る
よ
う
な
Ϣ
ニ
ー
ク
な
風

で
。

め
っ
た
に
স
わ
な
い
の
で
一
見
ා
そ
う
に
見
え

る
の
で
す
が
、
ඒ
ज़
に
対
し
て
は
と
て
も
真


で
、
た
ま
に｢

う
ん
、
す
ご
く
い
い｣

と
Ϙ
ι
ッ

と
一
言
、
ֆ
を
ほ
め
て
も
ら
っ
た
と
き
は
、
本
当

に
خ
し
か
っ
た
で
す
Ͷ
。
そ
の
ࠒ
す
で
に
、
自
分

に
と
っ
て
ֆ
を
ඳ
く
こ
と

は
ಛ
別
な
行
ҝ
で
、
と
て

も
大
切
な
自
ݾ
表
現
だ
と

自
֮
し
て
い
た
の
で
、
ピ

カ
ι
に
ほ
め
ら
れ
た
ت
び

は
今
も

໌
に
֮
え
て
い

ま
す
。

社
会
に
出
て

突
き
当
た
っ
た
壁

多
ຎ
ඒ
ज़
大
学
を
ଔ
業

後
、
ത
報
ಊ
に
入
ࣾ
す
る

の
で
す
が
、
最
初
の
̑
年

間
く
ら
い
は
本
当
に

み

͵
い
た
時
期
で
し
た
。


告
の
本
質
的
な
こ
と
が
う
ま
く
つ
か
め
な
く
て
、

も
が
い
て
い
ま
し
た
Ͷ
。
や
は
り
、
デ
ザ
イ
ン
や


告
と
い
う
仕
事
を
ਖ਼
確
に
理
解
で
き
て
い
な

か
っ
た
の
が
ݪ
Ҽ
だ
と
思
い
ま
す
。
当
時
は
ま
だ

ඒ
大
生
の
ײ
֮
で
、
大
き
な
Ϗ
ジ
ネ
ス
の
仕
組
み

ま
で
思
い
ࢸ
ら
ず
、
ア
ー
ト
的
な
ଆ
໘
し
か
み
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

き
っ
か
け
が
つ
か
め
た
の
は
、
入
ࣾ
̑
年
め
く

ら
い
で
、
ホ
ン
ダ
の
ス
ς
ッ
プ
ワ
ΰ
ン
の
仕
事
を

し
た
と
き
。
一
度
自
分
の
Τ
ΰ
を
全
部
ࣺ
て
て
、

本
当
の
意
味
で

品
に
向
き
合
お
う
と
思
っ
た

の
で
す
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
か
ら
す
れ
ば
そ
ん
な
こ

と
は
当
た
り
前
で
す
が
、
当
時
の

は
す
ご
く
一

生
ݒ
໋
仕
事
す
る
あ
ま
り
、
か
え
っ
て
自
分
の
Τ

ΰ
が
ࣺ
て
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

す
で
に
ϛ
ニ
ό
ン
を
ച
り
出
し
て
い
た
ଞ
ࣾ
は

み
ん
な
、
荷
物
が
た
く
さ
ん
ੵ
め
る
と
か
ϑ
ラ
ッ

ト
γ
ー
ト
に
な
る
と
か
、
ス
ペ
ッ
ク
に
つ
い
て
ア

ピ
ー
ル
し
て
い
ま
し
た
が
、
同
じ
こ
と
を
し
て
も


目
さ
れ
な
い
の
で
、｢

Ո

の
ク
ル
マ
と
は
何

だ
ろ
う
ʁ｣
と
か
、｢

ク
ル
マ
で
出
か
け
る
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か｣
と
い
う
本
質
か
ら
考
え
ま
し

た
。当

時
は
ま
だ
イ
ク
メ
ン
と
い
う
言
༿
も
な
く
、

ٳ
日
に
お

さ
ん
が
Ո

サ
ー
Ϗ
ス
な
ん
て

ち
ょ
っ
と
か
っ
こ
ѱ
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、｢

こ
ど
も

と
い
っ
し
ょ
に
ど
こ
い
こ
う
。｣

と
い
う
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
を
ク
レ
Ϥ
ン
で
ඳ
い
た
ֆ
本
の
ੈ
ք

に
ඈ
び
こ
ん
だ
よ
う
な
ੈ
ք
؍
の

告
を
デ
ザ

イ
ン
し
て
、｢

子
ど
も
と
一
緒
に
ク
ル
マ
で
出
か

け
る
の
は
、
と
て
も
ૉ
ఢ
な
こ
と
な
ん
で
す
よ｣

と
体
験
自
体
を
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
す
る
よ
う
な

ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
っ
た
の
で
す
。
結
Ռ
、

告

は
す
ご
く
ධ

に
な
っ
て
、
ं
の
ൢ
ച
台

も

年
間
日
本
一
に
な
り
、
ず
っ
と
ಌ
れ
て
い
た
デ

ザ
イ
ン
の

も
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
仕
事
を
経
て
、
໌
ら
か
に
自
స
ं
に
す
っ

と

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ײ
֮
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
は
、

告
と
は
ク
リ
Τ
イ
タ
ー
が

品

に
イ
メ
ー
ジ
を

加
し
て
、
ੈ
の
中
に
出
す
仕
事

だ
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
で
も
、実
は｢

ٯ
だ
っ

た
ん
だ｣

と
実
ײ
し
ま
し
た
。

が
何
か
を

す

の
で
は
な
く
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
か
ら
Ҿ
き
出
す
。


が
イ
メ
ー
ジ
を
つ
け
る
必
要
は
全
く
な
い
。


品
の
本
質
を
つ
か
ん
で
、
そ
れ
を
Ҿ
き
出
せ
ば
い

い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。

え
は
最

初
か
ら
目
の
前
に
あ
っ
た
の
で
す
。
目
の
前
に
あ

る
の
に
な
か
な
か
う
ま
く
見
え
な
か
っ
た
り
、
う

ま
く
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
を
ਖ਼
確
に
つ

か
ん
で
、
ੈ
の
中
に
最
も
効
Ռ
的
な
か
た
ち
で
ಧ

け
れ
ば
い
い
。

ΫϦΤΠςΟϒσΟϨΫλʔ
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そ
れ
が
わ
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
も
う
こ
れ
は
、

何
が
来
て
も
対
Ԡ
で
き
る
な
と
思
い
ま
し
た
。

目
の
前
に
い
る
૬
ख
の
中
に
ア
イ
デ
ア
が
あ
る

の
で
す
か
ら
。
も
ち
ろ
ん
、
す
ぐ
に
本
質
を
ਖ਼

確
に
つ
か
め
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

経
験
を
ੵ
む
中
で
ਫ਼
度
が
上
が
っ
て
い
っ
た
の

で
す
が
、
大
き
な
น
を

り
ӽ
え
た
ײ
֮
は
そ

の
仕
事
で
得
ら
れ
ま
し
た
。
対
象
さ
え
見
つ
め

て
い
れ
ば
必
ず
ア
イ
デ
ア
は
出
る
。
こ
れ
か
ら

は
ア
イ
デ
ア
が
出
な
い
こ
と
も
き
っ
と
な
い
だ

ろ
う
。
方
向
を
見
失
っ
た
り
、

え
が
出
な
い

と
い
う
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
確

信
し
ま
し
た
。

好
き
な｢

感
覚｣

を
追
求
し
よ
う


は
た
ま
た
ま
ֆ
を
ඳ
く
の
が
大

き
な
子

ど
も
で
、

き
な
こ
と
を
生
か
し
た
仕
事
を
現

在
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
子

ど
も
の
ࠒ
に
何
か
に
ਂ
く

頭
し
て
、
৸
৯
を

忘
れ
て
集
中
す
る
と
い
う
経
験
は
と
て
も
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
ス
ポ
ー
π
で
も
ֆ
で

も
ษ
ڧ
で
も
何
で
も
い
い
の
で
。
そ
の
集
中
し


頭
す
る
ײ
֮
を
知
ら
な
い
と
、
大
人
に
な
っ

て
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
デ
ィ
ー
プ
に
入
り

こ
む
の
は
、
な
か
な
か

し
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
ເ
中
に
な
れ
る
も
の
と
い
っ
て
も
、
そ

う
؆
୯
に
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
΅
ん
や
り
待
っ

て
い
て
も
何
も
来
な
い
の
で
、
や
は
り
自
分
か

ら
୳
し
に
い
か
な
い
と
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
の
୳

し
方
が
わ
か
ら
な
い
子
は
多
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

や
学
校
か
ら｢

あ
れ
だ
め
、
こ
れ
だ
め｣

と
言
わ
れ
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
自
分
で
㆝
㇓

度㆟
ㆎ

し
て
し
ま
っ
て
、
ド
ア
を
ͽ
っ
た
り
ด
ざ
し
て
し

ま
っ
て
い
る
子
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。｢

い
や

い
や
、
い
い
ん
だ
よ
、
そ
れ
で｣

と
、
ど
う
チ
ャ

ン
ネ
ル
を
開
放
し
て
あ
͛
ら
れ
る
の
か
が
、

や

教
師
に
課
せ
ら
れ
た
重
要
な
役
ׂ
だ
と

は
ײ

じ
て
い
ま
す
。


き
な
こ
と
を
見
つ
け
な
さ
い
と
い
う
の
も
、


は
ち
ょ
っ
と
違
う
か
な
と
思
っ
て
い
て
。

き

な｢

こ
と｣

や｢

も
の｣

よ
り
も
、

き
な｢

ײ

֮｣

の
ほ
う
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ಛ
に

子
ど
も
に
は
、
自
分
の

き
な
ײ
֮
を
す
ご
く
大

事
に
し
て
ほ
し
い
。


は
少
年
時
代
か
ら
、

ಓ
を
長
年
や
っ
て
い

た
の
で
す
が
、

ಓ
が

き
か
と
問
わ
れ
る
と
ਖ਼


よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
大
人
に
な
っ
て
か
ら

整
理
で
き
た
の
で
す
が
、

ಓ
の
ਫ਼
ਆ
的
な
考
え

方
と
か
、

ಓ
と
い
う
ဣ
㆟
㆟
㆚

ま
い
が
す
ご
く

き

だ
っ
た
の
で
す
。
で
も
運
動
的
な
ଆ
໘
と
い
う

か
、
࿅
श
は
あ
ま
り

き
で
は
な
か
っ
た
。

同
༷
に
、一
ޱ
に｢
ス
ポ
ー
π
が

き｣

と
言
っ

て
も
、
そ
こ
に
は
多
く
の
ଆ
໘
が
あ
り
ま
す
。
࿅

श
し
て
結
Ռ
を
出
す
、
そ
の
達
成
ײ
が

き
な
子

も
い
れ
ば
、
࿅
श
は
ݏ
い
だ
け
ど
試
合
が

き
な

子
も
い
る
。
ઓ
っ
た
り
ڝ
い
あ
う
の
が

き
な
子

も
い
れ
ば
、
み
ん
な
で
楽
し
く
活
動
す
る
の
が


き
な
子
も
い
た
り
、
ٕ
ज़
を
研
͗

ま
せ
て
い
く

ײ
֮
が

き
な
子
も
い
た
り
と
。一
֓
に｢

ス
ポ
ー

π
が

き｣

だ
と
大
ࡶ

す
͗
ま
す
が
、｢

自

分
は
こ
の
ײ
֮
が

き｣

と
い
う
こ
と
が
わ
か
れ

ば
、
そ
の
ಛ
性
を
ス
ポ
ー
π
じ
Ỵ
な
く
て
も
、
ক

来
仕
事
に
生
か
せ
ま
す
し
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に

స
用
で
き
る
で
し
ょ
う
。

｢


き
な
こ
と｣

や｢


き
な
も
の｣

と
い
う

切
り
ޱ
で
は
な
く
、
違
う
֯
度
で
切
っ
た
と
き
、

ど
の｢

ײ
じ｣

が

き
な
の
か
、
ど
の
ଆ
໘
が


き
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
ϑ
Ỽ
ー
カ
ス
で
き
る

と
、
だ
い
ぶ
ଊ
え
方
が
変
わ
る
の
か
な
と
思
い
ま

す
。

幼
い
う
ち
か
ら
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
の
授
業
を

今
年
の
࢛
月
か
ら
ژ

大
学
の
大
学
Ӄ
の
ಛ
໋

教
授
と
し
て
、｢

ク
リ
Τ
イ
ς
ィ
ブ
人
ࡐ
の
育
成｣

と
い
う
ς
ー
マ
の
授
業
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
日

本
の
人
ޱ
は
ݮ
り
ଓ
け
て
い
る
上
に
、
資
源
も
๛


と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
何
ら
か
の
イ
ノ

ϕ
ー
γ
ἀ
ン
を
ى
こ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ

れ
か
ら
の
日
本
ࣾ
会
で
必
要
に
な
っ
て
く
る
の

は
、
ク
リ
Τ
イ
ς
ィ
ブ
人
ࡐ
で
あ
る
と
確
信
し
て

い
ま
す
。

む
し
ろ
大
学
Ӄ
よ
り
も
っ
と
前
の
段
階
、
༮
ஓ

Ԃ
や
小
学
校
な
ど
の
༮
い
ࠒ
か
ら
ඒ
ज़
の
科
目

と
は
別
に
、
ク
リ
Τ
イ
ς
ィ
Ϗ
ς
ィ
を
育
む
授
業

が
あ
れ
ば
い
い
な
と
か
Ͷ
て
か
ら
思
っ
て
い
ま

す
。
ク
リ
Τ
イ
ς
ィ
ブ
は
新
し
い
Ձ

を
創
造
し

て
い
く
こ
と
な
の
で
、
ֆ
を
ඳ
く
だ
け
と
は
ݶ
り

ま
せ
ん
。
ඒ
ज़
の
時
間
に
ֆ
を
ඳ
か
さ
れ
て
、
ֆ

が
ݏ
い
に
な
っ
て
し
ま
う
子
も
い
る
で
し
ょ
う
。

｢

自
分
は
ඳ
く
よ
り
も
見
る
ほ
う
が

き
な
ん
だ

け
ど
な
ộ
ộ｣

と
い
う
子
が
、｢

自
分
は
ඒ
ज़
が

ෆ
得
意
だ｣

と
思
い
こ
ん
で
し
ま
っ
た
り
す
る
の

は
も
っ
た
い
な
い
で
す
Ͷ
。

学
校
の
授
業
だ
と
ど
う
し
て
も｢

ඒ
ज़｣

と
か

｢

図
画
工
作｣

と
い
っ
た
型
に
は
ま
っ
た
も
の
に

な
り
、
ク
ラ
ϑ
ト
的
な
ス
キ
ル
や
知
識
を
教
え
が

ち
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
も
っ
と

義
の
意

味
で
の
ク
リ
Τ
イ
ς
ィ
ブ
、｢

創
造
的
思
考｣

と

で
も
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。｢

つ
く
る
ت
び｣

そ

の
も
の
を
教
え
て
あ
͛
ら
れ
た
ら
い
い
で
す
Ͷ
。

デ
ザ
イ
ン
の
力
で
社
会
に
貢
献
す
る

ࡢ
年
、
国
立
新
ඒ
ज़
ؗ
で｢

ࠤ
౻
可
࢜
和
ల｣

を
開
催
し
、
こ
の
仕
事
を
࢝
め
て
か
ら
約
30
年
分

の
活
動
を
ৼ
り
ฦ
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
も
と

も
と

告
か
ら
キ
ャ
リ
ア
を
ス
タ
ー
ト
し
て
い

る
の
で
、
こ
れ
ま
で
は
企
業
の
課
題
を
解
決
す
る

こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
後
は
よ
り
大
き

な
ࣾ
会
課
題
の
解
決
の
ࢳ
ޱ
に
な
れ
る
よ
う
に
、

ク
リ
Τ
イ
ς
ィ
Ϗ
ς
ィ
を
生
か
し
て
い
き
た
い

で
す
Ͷ
。

そ
う
し
た
想
い
の
一
環
と
し
て
、
現
在
ブ
ラ
ン

デ
ィ
ン
グ
を
ख
が
け
て
い
る
の
が
、
6
3

市

機
構
の
ஂ

࠶
活
性
事
業｢

ஂ

の
ະ
来
プ
ロ

ジ
ỻ
ク
ト｣

で
す
。
日
本
に
は
ݐ
設
後
40
～
50
年

経
ա
し
た
߫
֎
型
の
ஂ

が
50
万
ށ
ほ
ど
存
在

し
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
ஂ

を
࠶
整
備
、
࠶
活

性
化
し
、

Ҭ
全
体
の
活
性
化
や
新
し
い
ॅ
ま
い

方
の
提
Ҋ
を
目
ざ
す
取
組
で
す
。

デ
ザ
イ
ン
の
力
を

っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ྖ
Ҭ

で
ࣾ
会
に
ߩ
ݙ
し
、
ੈ
の
中
が
少
し
で
も
よ
い
方

向
に
進
ん
で
い
く
一
ॿ
と
な
れ
れ
ば
と
ئ
っ
て

い
ま
す
。
何
ら
か
の
か
た
ち
で
人
の
心
が

え
る

よ
う
な
も
の
を
つ
く
れ
な
け
れ
ば
双
方
向
の
コ

ϛ
ュ
ニ
έ
ー
γ
ἀ
ン
も
成
立
し
ま
せ
ん
。
人
の
心

を
動
か
す
ύ
ワ
ー
の
あ
る
も
の
を
つ
く
る
の
が

ク
リ
Τ
イ
ς
ィ
ブ
の
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
し
、
そ

も
そ
も
ク
リ
Τ
イ
ς
ィ
ブ
と
は
そ
う
い
う
風
に


え
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
次
ੈ
代
の
子
ど

も
た
ち
に
も
伝
わ
れ
ば
خ
し
い
で
す
Ͷ
。

先
生
が
生
徒
に
与
え
る｢

生
き
る
力｣

先
生
と
い
う
仕
事
は
本
当
に
大
変
だ
ろ
う
な
と

ഈ
察
し
ま
す
。
学
校
全
体
、
ク
ラ
ス
全
体
を
見
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
中
で
、
子
ど
も
一
人
一

人
、
そ
れ
ͧ
れ
の
ಛ
性
や
個
性
を
ޫ
ら
せ
て
い
く

環
境
づ
く
り
が
本
当
に
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。


も
༮
ஓ
Ԃ
の
と
き
に
ト
Ի
ه
߸
の
ֆ
を
ほ
め

ら
れ
た
こ
と
や
、
小
学
生
の
と
き
に
ピ
カ
ι
が

｢

そ
れ
で
い
い
ん
だ
よ｣

と
Ϙ
ι
ッ
と
言
っ
て
く

れ
た
、
あ
の
一
言
が
な
か
っ
た
ら
、
今
の
自
分
は

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

先
生
に
と
っ
て
は
日
常
の
中
の
何
気
な
い
一
言

で
も
、
子
ど
も
の
心
に
は
ず
っ
と
ڹ
き
ଓ
け
ま

す
。
そ
う
思
う
と
、
先
生
が
一
人
の
児
童
の
人

֨
や
人
生
に
ٴ
΅
す
Ө
ڹ
は
、
と
て
つ
も
な
く
大

き
い
と
ײ
じ
ま
す
Ͷ
。
ษ
ڧ
で
も
、
༡
び
で
あ
っ

て
も
、
子
ど
も
自

が
楽
し
ん
で
や
っ
て
い
く
中

で
、
自
分
の
ಛ
性
や
個
性
に
気
づ
け
る
子
ど
も
が

一
人
で
も
多
く
い
れ
ば
、
本
当
に
خ
し
く
思
い
ま

す
。
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一
人
一
台
端
末
に
つ
い
て
は
、
教
師

が
授
業
で
活
用
す
る｢

教
具｣

と
し
て

よ
り
も
、
子
ど
も
が
日
常
的
に
学
び
に

お
い
て
活
用
す
る｢
文
具｣
と
し
て
用

い
る
べ
き
だ
と
言
わ
れ
る
が
、
電
子
黒

板
の
よ
う
に
、
主
に
教
師
が
情
報
提
ࣔ

に

う
ಓ
具
と
し
て
よ
り
も
、
授
業
支

援
ク
ラ
ウ
ド
の
よ
う
に
、
主
に
子
ど
も

た
ち
が
ޓ
い
の
学
び
の
共
有
や
情
報
ฤ

集
に

う
ಓ
具
を
重
視
す
る
と
い
っ

た
、
ٕ
ज़
的
な
問
題
に
ᛙ
小
化
さ
れ
て

い
る
状
況
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一

人
一
台
端
末
の｢

文
具｣

と
し
て
の
活

用
で
本
質
的
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、

知っておきたい教育NOW⁞

ン
ト
が
あ
れ
ば
ど
の
端
末
か
ら
で
も
自

༝
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
ク
ラ
ウ
ド
活
用

で
あ
っ
て
、
端
末
の
先
の
ウ
ỻ
ブ
上
の


大
な
情
報
や
つ
な
が
り
に
ア
ク
セ
ス

す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
が
自
分
で

学
べ
る
こ
と
や
で
き
る
こ
と
の
෯
が


が
り
、
教
師
を
学
び
超
え
て
い
く
可
能

性
も

が
る
。
一
方
で
、
切
れ
す
͗
る

ਕ
物
の
よ
う
に
、
保
ޢ
ບ
な
く
ウ
ỻ
ブ

上
の
ࣾ
会
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
の
リ
ス

ク
も
考
え
て
お
か
Ͷ
ば
な
ら
な
い
。

ஞ
一
ࢦ
ࣔ
を
༩
え
る
の
で
も
放

で

も
な
く
、
子
ど
も
た
ち
に
学
び
の
主
ಋ

ݖ
を
ゆ
だ
Ͷ
て
み
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、

教
師
に
よ
る
ࢦ
ಋ
的
な
管
理
を
学
श
者

に
よ
る
自
ݾ
管
理
・
自
治
へ
と
発
ల
的

に
解
消
さ
せ
る
よ
う
な

場
か
け
が
重

要
と
な
る
。
一
人
一
台
端
末
と
そ
の
先

に

が
る
ク
ラ
ウ
ド
や
ウ
ỻ
ブ
上
の
ੈ

ք
と
の
ؔ
わ
り
を
自
分
で
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
き
る
よ
う
、
子
ど
も
た
ち
を
Τ
ン

ύ
ワ
メ
ン
ト
す
る
ಓ
具
と
し
て
、
そ
し

て
、
学
श
・
生
活
環
境
と
自
ら
の
学
び

を
自
ら
創
っ
て
い
く
Τ
ー
ジ
ỻ
ン
γ
ー

を
育
て
る
た
め
の
ಓ
具
と
し
て
、
一
人

一
台
端
末
を
ଊ
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

①
Ұ
人
Ұ
台
端
末
を

͏

͖


໘


͍
方
を
ࢠ
Ͳ

ͨ
ͪ
が
ࣗ


で

அ
で
͖
る
Α
͏
に
͠
ͯ
͍

く
。

②
Ұ
人
Ұ
台
端
末
を
、
Ұ
ର
Ұ
の

ख
ް
͍
ݸ
ผ
ࢦ
ಋ
Α
り

、
ࢠ
Ͳ


Ͳ
͏
͠
の
学
び
߹
͍
に
つ
な
͛

る
。

③
教
ҭ
ҕ
員
ձ
が
ݱ

の
主
体
性
を

ଚ
ॏ
す
る
こ
と
と
、
教
ࢣ
が
ࢠ
Ͳ


ͨ
ͪ
の
主
体
性
を
ଚ
ॏ
す
る
こ

と
は
૬
ࣅ
ܗ
で
あ
る
。

ポ
イ
ン
ト
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子
ど
も
主
語｣

で
ଊ
え
ら
れ
る
か
ど

う
か
と
い
う
、
教
師
や
学
校
の
教
育
؍

や
学
श
؍
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
個
人
作
業
で
ύ
ι
コ
ン

を
開
い
て
い
て
も
、
ク
ラ
ス
全
体
で
話

し
合
う
場
໘
で
は
ด
じ
る
と
い
う
ル
ー

ル
が
設
定
さ
れ
て
い
る
教
室
を
ど
う
見

る
か
。
小
学
校

学
年
で
お
は
じ
き
な

ど
を
必
要
な
時
以
֎
は
し
ま
わ
せ
る
の

と
同
じ
よ
う
に
、
発
達
段
階
に
よ
っ
て

ル
ー
ル
が
必
要
な
状
況
も
あ
る
が
、
学

年
が
上
が
っ
て
も
ಓ
具
の
出
し
入
れ
を

ஞ
一
ࢦ
ࣔ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
最
終

的
に
は
ಓ
具
を

う
べ
き
場
໘
や

い

方
を
自
分
自

で

அ
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。

一
人
一
台
端
末
の
֩
心
は
、
ア
カ
ウ

Ұ
人
Ұ
台
端
末
Λ
ủ
ࢠ
Ͳ

ओ

ޠ
Ứ
の
ֶ
ͼ
ʹ
ͭ
ͳ
͛
Δ



授
業
の
組
み
立
て
や
ల
開
に
ؔ
わ
っ

て
、
I
C
T
活
用
で
大
き
く
変
わ
る
の

は
、
画
໘
上
で
全
員
の
ノ
ー
ト
の
ه
ड़

や
考
え
や
作
品
を
教
師
の
み
な
ら
ず
子

ど
も
ど
う
し
で
も
一
ཡ
で
き
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
ࡍ
、日
本
の
教
室
が｢

一

੪
授
業｣

の
よ
う
に
見
え
て
、
実
ଶ
は
、

ӏ
ࣂ
（
ӏ
ঊ
が
ෳ

の
ӏ
た
ち
に
個
別

に
ඥ
を
つ
け
て
操
っ
て
い
る
）
の
よ
う

に
、
教
師
と
学
श
者
の
一
対
一
の
ؔ


の
ଋ
で
あ
る
と
い
う
ଊ
え
が
重
要
で
あ

る
。（
図
）
さ
ら
に
、
学
校
֎
で
の
॓

題
は
、
ド
リ
ル
や
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
と
学

श
者
が
個
別
に
対
ቂ
し
ύ
ッ
έ
ー
ジ
化

さ
れ
た
知
識
・
ٕ
能
に
श
ख़
し
て
い
く

個
人
作
業
で
あ
る
。
I
C
T
活
用
を
、

教
師
に
よ
る
一
対
一
の
ख
ް
い
個
人
ࢦ

ಋ
の
実
現
と
い
う
発
想
で
ड
け
ࢭ
め
て

し
ま
う
と
、
個
人
端
末
で
子
ど
も
た
ち

の
回

が
確
認
し
や
す
く
な
る
の
で
、

一
対
一
の
ص
間
ࢦ
ಋ
を
効

化
し
、｢

ӏ

ࣂ
の
構
造｣

を
ڧ
化
す
る
こ
と
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
し
、
॓
題
で
や
っ
て
い

た
個
人
作
業
が
授
業
に
入
り
込
み
、
機

ց
的
ド
リ
ル
学
श
で
効

化
す
る
こ
と

に
よ
り
、
学
び
を
ݽ
立
化
さ
せ
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ӏ
ࣂ
の
構
造
を
解

き
ほ
ぐ
し
て
学
び
合
い
を
促
し
、
教
室

の
ؔ

に
Ϥ
コ
ࢳ
を
通
す
こ
と
、
子
ど

も
ど
う
し
の
学
び
合
い
を
活
性
化
さ
せ

る
方
向
で
I
C
T
を
活
用
し
て
い
く

こ
と
が
؊
要
で
あ
る
。
教
師
が
子
ど
も

の
意
見
を
取
り
上
͛
つ
な
ぐ
の
み
な
ら

ず
、
ص
間
ࢦ
ಋ
を
子
ど
も
に
ゆ
だ
Ͷ
る

心
持
ち
で
、
子
ど
も
た
ち
自

が
ฉ
い

て
み
た
い
意
見
を
選
ん
で
た
ず
Ͷ
合
っ

た
り
と
、
リ
ア
ル
に
あ
る
い
は
ό
ー
チ

ャ
ル
に
ྡ
に
い
る
人
た
ち
と
自
વ
な
学

び
合
い
や
対
話
が
生
ま
れ
る
よ
う
促
し

て
い
く
の
で
あ
る
。

各
学
校
を
Ҥ
ॖ
さ
せ
る
か
挑
ઓ
に
ಋ

く
か
は
、
教
育
ҕ
員
会
の
主
体
性
や
挑

ઓ
の
有
ແ
が
ݤ
を
Ѳ
っ
て
い
る
。
ྲྀ
動

的
で
ま
さ
に
先
行
き
が
見
え
な
い
状
況

に
お
い
て
は
、
決
め
て
Լ
ろ
す
ਨ

軸

の
ϕ
ク
ト
ル
よ
り
も
、
現
場
の
Τ
ン
ύ

ワ
メ
ン
ト
と
挑
ઓ
と
自

を
促
す
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
伝
達
型
の
一
੪
研
修

重
視
か
ら
、
学
校
現
場
で
い
ろ
い
ろ
と

試
し
て
み
て
そ
の
経
験
を
現
場
レ
ϕ

ル
で
ޓ
い
に
ਫ
ฏ
的
に
学
び
合
う
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
創
出
し
な
が
ら
、
現
場

か
ら
行

が
学
ん
で
い
く
構
造
へ
の

స

が
ٻ
め
ら
れ
て
い
る
。
放
課
後
に

ຖ
ि
30
分
ず
つ
で
も
オ
ン
ラ
イ
ン
で
気

ܰ
に
参
加
で
き
て
、

み
や
知
ܙ
を
学

校
を
超
え
て
タ
イ
ム
リ
ー
に
共
有
す
る

場
を
設
け
る
こ
と
も
有
効
だ
ろ
う
。

教
育
ҕ
員
会
が
現
場
の
主
体
性
を
ଚ

重
す
る
こ
と
と
、
教
師
が
子
ど
も
た
ち

の
主
体
性
を
ଚ
重
す
る
こ
と
は
૬
ࣅ
ܗ

で
あ
る
。
ٳ
校
期
間
中
に
多
く
の
学
校

で

動
き
が
取
れ
な
か
っ
た
機
動
力
に

ܽ
け
る
状
況
を
変
え
て
い
く
上
で
、
上

や
ԣ
を
見
な
い
と

அ
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
当
事
者
の
学
校
現

場
に
必
要
な
情
報
や
知
識
を
ち
Ỵ
ん
と

共
有
し
た
り
、
学
校
間
で
学
び
合
え
る

場
を
つ
く
っ
て
知
ܙ
の
共
有
を
促
す
な

ど
、
機
動
力
を
も
っ
て
自
分
た
ち
で


அ
し
て
決
め
て
、
学
校
を
自

的
に
動

か
し
て
い
く
た
め
の
支
援
が
重
要
で
あ

る
。
教
育
ҕ
員
会
の
、
方

提
ࣔ
や


݅
整
備
໘
で
の
役
ׂ
の
み
な
ら
ず
、
時

に
現
場
の
ෆ
҆
に
寄
り
ఴ
い
Թ
か
く
ྭ

ま
し
、
そ
の
先
を
ࢦ
し
ࣔ
す


者
的

な
役
ׂ
が
大
事
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
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知っておきたい教育NOW❷

端
末
）
を
活
用
し
た
実
践
報
告
で
埋
め
尽
く

さ
れ
た
。
た
っ
た
一
年
で
、
こ
れ
ほ
ど
変
わ

る
の
か
と
い
う
驚
き
と
、
従
来
の
I
C
T

活
用
に
甘
ん
じ
る
こ
と
な
く
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

た
中
堅
教
諭
の
存
在
に
心
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
。

報
告
書
を
さ
ら
に
分
析
す
る
と
、
主
語

が
教
師
か
ら
児
童
生
徒
に
な
っ
て
い
る
も
の

が
多
か
っ
た
。
電
子
黒
板
を
活
用
し
た
実
践

の
場
合
、｢

教
師
が
主
語｣

の
報
告
が
多
く
、

児
童
生
徒
の
存
在
が
薄
れ
る
傾
向
に
あ
っ

た
。
し
か
し
、
１
人
１
台
の
端
末
を
活
用
し

た
実
践
で
は
、
児
童
生
徒
が
活
用
す
る
こ
と

を
念
頭
に
置
く
こ
と
に
な
り
、｢

子
ど
も
が

主
語｣

で
語
ら
れ
る
報
告
が
多
く
み
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
構

想
に
お
け
る
１
人
１
台
端
末
は
、
活
用
方
法

だ
け
で
な
く
、
教
師
の
意
識
、
見
方
・
考
え

方
を
変
え
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
改
め
て

教
え
ら
れ
た
。

先
日
、
中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修
会
に

お
い
て
、
I
C
T
機
器
を
活
用
し
た
授
業

実
践
報
告
が
あ
っ
た
。
前
年
度
の
同
報
告
で

は
、
電
子
黒
板
を
活
用
し
た
も
の
が
多
か
っ

た
が
、本
年
度
は
１
人
１
台
端
末（
G
I
G
A

こ
の
よ
う
な
教
育
環
境
の
劇
的
な
変
化

は
、
G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
構
想
の
実
現
に

向
け
た
整
備
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
令

和
4
年
2
月
の
国
の
調
査
報
告
※
１
で
は
、

令
和
3
年
度
末
ま
で
に
全
自
治
体
等
の
う
ち

98.

5
％
が
整
備
完
了
予
定
と
な
っ
て
お
り
、

全
国
の
自
治
体
（
担
当
部
署
や
担
当
者
）
の

汗
と
涙
の
結
晶
と
も
い
え
る
歴
史
的
大
事
業

で
あ
る
。
ま
し
て
、
コ
ロ
ナ
禍
で
進
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
状
況
だ
。

本
市
で
あ
れ
ば
、
小
中
71
校
、
児
童
生

徒
約
3
4
0

  

0
0
人
に
対
し
て
整
備
を
進

め
て
き
た
。
各
学
校
内
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

学
校
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
抜
け
る
環
境

の
構
築
、
１
人
１
台
端
末
と
電
源
保
管
庫
、

端
末
内
の
ア
プ
リ
や
教
職
員
と
児
童
生
徒
の

ア
カ
ウ
ン
ト
の
整
備
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。

一
つ
の
整
備
を
取
り
出
し
て
も
、
予
算

を
獲
得
し（
議
会
の
承
認
）、入
札
等
を
行
い
、

契
約
。
そ
し
て
、
各
学
校
へ
の
搬
入
、
設
置
、

運
用
サ
ポ
ー
ト
と
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
れ
を
同
時

並
行
し
て
大
量
に
行
う
の
だ
。
全
国
で
ノ
ウ

ハ
ウ
を
共
有
し
な
が
ら
進
め
る
こ
と
が
で
き

る
よ
さ
も
あ
る
が
、
物
品
の
調
達
や
業
者
の

確
保
な
ど
、
短
期
間
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ

る
デ
メ
リ
ッ
ト
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
舞
台

裏
は
、通
常
表
に
出
に
く
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、

多
く
の
人
の
尽
力
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ト
ラ
イ

ン
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
た
く
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

整
備
を
す
れ
ば
終
わ
り
で
は
な
い
。
ど
の

よ
う
に
教
員
や
児
童
生
徒
が
学
び
を
拡
張
し

て
い
け
る
よ
う
に
し
て
い
く
か
が
問
わ
れ
て

い
る
。
活
用
方
法
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
だ

が
、ま
ず
大
切
な
の
は
理
念
の
共
有
で
あ
る
。

G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
構
想
は｢

そ
も
そ
も

何
の
た
め
に
あ
り
、
何
を
目
ざ
し
て
い
る
の

か｣

、
文
部
科
学
大
臣
メ
ッ
セ
ー
ジ
※
２
を
中

心
に
校
長
会
や
メ
デ
ィ
ア
担
当
者
会
、
法
定

研
修
な
ど
の
機
会
を
生
か
し
、
共
有
を
図
っ

た
。次

に
、
活
用
す
る
た
め
に
は
、
基
礎
的

ス
キ
ル
（
ア
カ
ウ
ン
ト
の
管
理
、
タ
イ
ピ
ン

グ
な
ど
）
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
常

的
な
活
用
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
肉
体
化
し
て

い
く
も
の
で
あ
る
。
子
ど
も
と
一
緒
に
試
し

な
が
ら
学
び
、
上
達
し
よ
う
と
す
る
教
員
の

姿
こ
そ
、
最
良
の
教
育
環
境
と
言
え
る
の
で

　高松市総合教育センター
研修係長　河田　祥司

w
i
t
h
コ
ロ
ナ
の
舞
台
裏

G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
構
想
に

お
け
る
高
松
市
の
取
組

１
人
１
台
端
末
導
入
の
舞
台
裏

①
１
人
１
台
端
末
は
、
児
童
生
徒

が
主
語
の
学
び
を
生
み
だ
す
。

②
理
念
の
共
有
と
I
C
T
活
用
の

日
常
化
を
セ
ッ
ト
で
進
め
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。

③
双
方
向
に
つ
な
が
る
仕
組
み
を

つ
く
り
、
教
職
員
の
主
体
性
と

同
僚
性
を
高
め
る
。

ポ
イ
ン
ト
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は
な
い
か
。
本
市
で
は
、
I
C
T
活
用
の

日
常
化｢

教
具
か
ら
文
具
へ｣

を
軸
と
し
て
、

｢

高
松
市
I
C
T
教
育
推
進
計
画｣

を
改
定

し
、
取
組
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

学
校
や
学
級
に
よ
っ
て
抱
え
て
い
る
課

題
は
違
う
。す
べ
て
に
効
く
万
能
薬
は
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
最
前
線
で
向
き
合
う
教
職
員

や
子
ど
も
の
情
報
を
キ
ャ
ッ
チ
し
、
支
援
す

る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り
と
、
教
職

員
自
ら
が
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
け
る
よ
う

な｢

主
体
性
と
同
僚
性
を
発
揮
で
き
る
環
境

づ
く
り｣

が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
取

組
を
、
二
つ
紹
介
す
る
。

（
１
）
内
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
構
築

写
真
は
、
教
職
員
用
端
末
の
ブ
ラ
ウ
ザ

を
開
く
と
最
初
に
出
て
く
る
教
職
員
専
用
の

内
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
こ
で
最
新

の
情
報
を
即
時
的
に
提
供
し
、
全
員
で
共
有

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
操
作
動
画
や

実
践
事
例
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
を
掲
載
し
、

自
分
の
ペ
ー
ス
で
問
題
解
決
を
図
る
こ
と
が

で
き
る
環
境
づ
く
り
を
目
ざ
し
て
い
る
。

電
話
や
メ
ー
ル
で
寄
せ
ら
れ
た
質
問
は
、

即
F
A
Q
に
反
映
さ
せ
、
共
有
。
情
報
を

順
番
に
伝
達
し
て
い
く
従
来
の
方
法
に
、
双

方
向
型
を
加
え
る
こ
と
で
、
誰
も
が
情
報
の

発
信
源
（
主
役
）
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
部
の
教
員
に

負
荷
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
工

夫
で
も
あ
る
。

（
２
）｢
放
課
後
ち
ょ
い
ス
ク
ー
ル｣

の
実
施

教
職
員
を
対
象
と
し
た
、
放
課
後
30
分

の
ち
ょ
っ
と
し
た
ス
ク
ー
ル
を
月
２
回
程
度

開
催
。
名
前
に
は
、｢Choice,Cool！

｣

の

意
味
も
あ
り
、
教
職
員
が
自
ら
希
望
し
て
選

ぶ
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。

同
時
双
方
向
の
オ
ン
ラ
イ
ン
で
実
施
す

る
こ
と
で
、｢

ど
こ
で
も｣

｢

誰
と
で
も｣
参

加
で
き
る
よ
う
に
し
、
移
動
時
間
や
空
間
の

制
約
な
ど
も
解
消
し
た
。

申
し
込
み
は
、
内
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
個
人
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
学
校

で
取
り
ま
と
め
て
申
し
込
む
必
要
も
な
く
、

主
体
的
な
思
い
を
す
ぐ
に
行
動
に
移
す
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
同
僚
を
誘
い
、
放
課
後

の
教
室
か
ら
ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
持
ち
で
参

加
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

｢

放
課
後
ち
ょ
い
ス
ク
ー
ル｣

で
は
、
必

ず
Q
＆
A
の
時
間
を
確
保
し
、
現
場
の
先

生
方
の
困
り
ご
と
や
ニ
ー
ズ
を
察
知
す
る
と

と
も
に
、
次
回
以
降
の
企
画
な
ど
に
柔
軟
に

生
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

30
分
で
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
も
大
切
で

あ
る
が
、一
緒
に
参
加
し
た
教
職
員
が
教
え

合
う
な
ど
、学
校
内
だ
け
で
は
な
く
、学
校
間

の
つ
な
が
り
を
生
み
だ
し
、
O
J
T
を
促

進
す
る
き
っ
か
け
の
時
間
と
な
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
る
。
令
和
3
年
度
は
、34
回
実
施
。

参
加
者
は
の
べ
7
5
0
名
を
超
え
た
※
３
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

経
験
し
た
こ
と
が
な
い
課
題
が
次
々
に
生

ま
れ
る
今
、
従
来
の
伝
達
型
だ
け
に
頼
る
こ

と
な
く
、
ど
こ
か
ら
で
も
課
題
解
決
を
図
れ

る
仕
組
み
づ
く
り
を
通
し
て
、
失
敗
に
寛
容

で
、
楽
し
み
な
が
ら
と
も
に
挑
ん
で
い
け
る

風
土
を
、
高
松
の
小
中
学
校
全
体
で
醸
成
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

主体性と同僚性を育む ｢放課後ちょいスクール｣伝達型＋双方向型

※
1

義
務
教
育
段
階
に
お
け
る
１
人
１
台
端

末
の
整
備
状
況
（
文
部
科
学
省

2
0
2
2

年
2
月
）

※
2

子
供
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
個
別
最
適
化

さ
れ
、
創
造
性
を
育
む
教
育
I
C
T
環
境
の

実
現
に
向
け
て
～
令
和
時
代
の
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
と
し
て
の
１
人
１
台
端
末
環
境
～
文
部
科

学
大
臣
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
2
0
1
9
年
12
月
）

※
3

石
井
英
真
・
河
田
祥
司
﹃
G
I
G
A
ス

ク
ー
ル
の
な
か
で
教
育
の
本
質
を
問
う
﹄
日

本
標
準
（
2
0
2
2
年
4
月
）
に
詳
し
い
。
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5・6年生対象「おたる案内人ジュニア」の育成に挑む手宮中央小学校

　　

　　　　
　　

　石造りの美しい運河や倉庫群（写真 3）、レトロな建築物で有名な北海道小樽市
にも優れた観光教育の実践校があります。YouTube でも紹介され子ども観光ガイ
ド（おたる案内人ジュニア）で知られる小樽市立手宮中央小学校です。年 32 回も
の総合的な学習の時間を使ったガイド育成が、実施されています。地元のNPOや
ボランティアガイドさんが担当講師になり 5・6年生全員に小樽市の観光ガイド（小
樽発展史や防波堤を築港した広井勇博士や倉庫群についての解説）ができる資質・
能力の育成を図っています。コロナ禍の中、観光客との対面でのガイドデビュー
は不十分でしたが、ユニフォームや養成テキスト（冊子）も準備されています。
観光ガイドを通してふるさとの知識だけでなく対人関係スキルも格段に向上し、
地元の観光振興に自分が貢献できている効力感も味わえることでしょう。

魅力度第一位の北海道でこそ
　毎年、株式会社ブランド総合研究所が公表している都道
府県魅力度ランキングで長年第一位を獲得し続けているの
は北海道です。都市ランキングでも道内の都市が 10 位以
内に複数入っていて、観光や移住に熱いまなざしが注がれ
ています。一方で、道内の児童生徒自身が北海道の魅力を
紋切型でしか捉えておらず、案外語れない実態もあります。
観光客という他者から北海道がどのようにみられている
か、地元で当たり前となっている事柄（例えば、畑の風景
やホタテ漁、雪や流氷、寿司や豚丼）に観光客が興味を抱
いて訪れている理由を類推する学びは、次世代にとり大事
な視点です。単に「ふるさと」の事象に詳しくなる、誇り
や愛着を培うだけで満足せず、地域の魅力を価値にかえる
多角的な思考力と提案力が求められます。道教育委員会義
務教育課では、公的機関では初の『観光教育ガイドブック』
（カラー 8頁、写真 4）を作成し、指定校へ啓発資料として
配布し始めました。実に画期的な試みです。コロナ禍で傷
ついた観光地ですが、それを救うのも観光という交流です。
さらに、SDGs（持続可能な開発目標）教育が求められる
時代にあって、観光題材は探究的な学びにぴったりです。

探究の学びに変革する教育旅行
　今や、教育旅行（修学旅行）にも変革の波が押し寄せています。思い出づくりの物見遊山的な見学だけでは
教育効果が薄いと指摘されています。事前学習で「問い」を明確化した上で旅行先に出向き、現地で探究的な
調査を行い、事後、レポート作成や発表会で振り返る「探究の学び」が推賞されています。北海道内の小中学
校では札幌や小樽、ニセコ、白老、函館、青森等が修学旅行先として選ばれていますが、単に観光名所めぐり
を楽しむだけでなく、地元と旅行先との産業や文化、観光開発などを題材にした比較研究や訪問先で地元の魅
力紹介を試みるなどの学習型旅行も模索されています。北海道の小中学校で推進されている「ふるさと教育・
観光教育」の動向に今後とも注目したいと考えています。
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ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ

　　　　　　　　　　　　「ふるさと」の魅力を
　　　　　　　　　　　　　　価値にかえる観光教育への期待　　
　　　　　　　　　　　～北海道の小中学校で推進される次世代育成の学び～
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹւಓڭҭҕһձͰɺ;Δ͞ͱڭҭɾڭޫ؍ҭਪਐࣄ業͕ઃ͚ΒΕɺຖ ߍ��
ɹɹɹɹɹɹɹఔͷখதֶߍͷࢦఆ͕ߦΘΕ͍ͯ·͢ɻ༁Ͱ ｢ΞΠψͷਓͨͪͷྺ࢙ɾจԽ｣ɹɹɹ
｢ํྖ｣ ｢ޫ؍｣ ͷͭࡾͷબςʔϚ͕ઃఆ͞Εɺ｢૯߹తͳֶशͷؒ࣌｣ʢ֤ߍ ��ʙ �� ؒ࣌
ఔΛʣಓಙɺಛผ׆ಈͳͲΛ༻͍࣮ͯફ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

　　　　　　　　　౦ژ成ಙେֶಛ教तɾۄେֶ໊༪教त 　　　　　　　　　　　　　　ܿ　ຊࣉ

世界自然遺産「知床」における持続可能な観光を考え合う学習
　「知床五湖」（写真 1）や「フレべの滝」
「ヒグマやエゾシカ」で著名な知床半島の
観光地ウトロにある小中一貫の斜里町立知
床ウトロ義務教育学校では、3～ 9 学年で
毎年「知床学習」と呼ばれる体験的な総合
学習が展開されています。知床の生活・歴
史、産業から見た知床、観光地としての知
床、ヒグマとの共生、半島東側にある羅臼
小との交流、産業とキャリア教育、知床の
未来などをテーマに多彩で実践的なプログ
ラム（各学年 70 時間程度）が開発されて
います。私は、2年にわたり当校を訪問し、
環境と観光を題材にした出前授業を実施さ
せていただきました。各学年の学級規模は
10 名前後ですが、実に多角的で実感的な発言が子どもたちの口から飛び出してきました（写真 2）。知床の観
光の魅力を分類する「観光の花びら」や知床観光の「強み」と「弱み」「チャンス」「怖れ」の 4つのアングル
から考え合う SWOT分析などの思考ツールを用いて学習のグレードを上げていくお手伝いをしました。児童
生徒は地元で漁師やホテル、土産物店で働いている親からも聞いているのでしょう。持続可能な観光の振興に

は強い関心を示しました。また、知床
自然センターによるユニークな環境教
育も受けているため、環境との調和に
関しても敏感です。その意味で、当校
において、今後の学校教育で大事とな
る「持続可能な開発のための教育」や
「責任ある観光」を自分に引き寄せて
考え合う学びが実現できています。詳
しくは当校のホームページや『玉川大
学教師教育リサーチセンター年報』第
11 号（2021）に書いた拙論を検索し
ていただけたら幸いです。

˔ࣸਅ �ɿচޫ؍ͷັྗΛൃද͢Δࣇಐ
ʢচτϩֶߍ �ֶڃʹͯɻஶऀࡱӨʣ



Educo  10

ス
ク
ー
ル
コ
ラ
ボ
フ
ァ
ン
ド
の

願
いا

ۀ
ʹ
͓
͍
ͯ

ỏủ
ઈ
ର
ʹ
ച
Ε

Δ
ʂ
Ứ


Λ
ࢥ
͍
ͭ
͍
ͨ
ͱ
͖
ỏ
ଞ
ࣾ

͔
Β
෦

Λ
ങ
ỳ
ͨ
Γ
ỏ


ҕ
ୗ
͠
ͨ

Γ
ỏ
͞
·
͟
·
ͳ
ࣄ
ۀ
ऀ
ͱ
ڠ
ྗ
͠
ͯ



Λ
࡞
Γ
·
͢
Ố

ֶ
ߍ
ʹ
͓
͍
ͯ

ಉ
༷
ʹ
ỏ
ະ
དྷ

Λ
ੜ
͖
ൈ
͘
ྗ
Λ
ҭ
Ή
ڭ
ҭ
׆
ಈ
Λ
ỏ

N
P
O
ɾ
ا
ۀ
ɾ
େ
ֶ

ͱ
ͷ
ڠ
ಇ
ớ
ί

ϥ
Ϙ
Ờ
Λ
௨
͡
ͯ
࣮
ݱ
͠
ͨ
͍
Ố
ͦ
Ε
Β

Λ
࣋
ଓ
Մ

ͳ
ܗ
Ͱ

͑
Δ
ͨ
Ί
ỏ
ח


ࢢ
ڭ
ҭ
ҕ
һ
ձ

ỏ
͜
͏
͠
ͨ
ί
ϥ
Ϙ
ʹ

ඞ
ཁ
ͳ
ର
Ձ
Λ
ࢧ

͏


Έ
ͱ
͠
ͯ
ח


ε
Ϋ
ồ
ϧ
ί
ϥ
Ϙ
ϑ
Ỹ
ϯ
υ
ớ
Ҏ
Լ

ủ
S
$
'
ỨỜ
Λ
ཱ
ͪ
্
͛
·
͠
ͨ
Ốớ
ਤ

1
ࢀ
র
Ờ

課
題
解
決
型
学
習
（
P
B
L
）、
S
D
G
s
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
…
激
し
い
時
代
の
変
化
の
中
、

社
会
の
要
請
に
応
え
た
教
育
の
実
現
と
、
現
実
に
あ
る
リ
ソ
ー
ス
と
の
間
で
板
挟
み
に
な
り
、
多

く
の
学
校
が
苦
し
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
謳う
た

う
「
社
会

に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」
を
実
現
し
た
い
け
れ
ど
、
よ
り
よ
い
社
会
づ
く
り
に
向
け
た
教
育
課
程

を
編
成
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、知
恵
や
リ
ソ
ー
ス
の
不
足
に
直
面
し
ま
す
。
鎌
倉
市
で
は
、

こ
の
リ
ソ
ー
ス
不
足
を
解
消
し
「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」
を
持
続
可
能
な
形
で
実
現
す
る

べ
く
、「
鎌
倉
ス
ク
ー
ル
コ
ラ
ボ
フ
ァ
ン
ド
」
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

Ỗ
ח

ε
Ϋ
ồ
ϧ
ί
ϥ
Ϙ
ϑ
Ỹ
ϯ
υ
ͷ

ઓ
Ỗ

˔ҬのΧフΣと一ॹにରࡦを構͢Δ
ɹフードロスグループ

˔ຽとして日本にདྷͨํと学Ϳຽグループ

˛ਤ 1ɹSC'のΈ

地球となかよし　 トピックス

「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」
を
持
続
可
能
に

神
奈
川
県
鎌
倉
市
　
　
　
　
　
教
育
長

岩
岡
寛
人



Educo  11

˔学生ஂମ͕͢Δプラグループ

˔ライフイズテッ
クとڠಇしͨັྗ

తͳプログラミン
グ教ҭ

ɹ˔;Δ͞とνョイスの)1でクラドフΝンディング

S
$
'

ỏ
ະ
དྷ
ͷ
ࣾ
ձ
Λ
ݟ
ਾ
͑

͜
Μ
ͳ
ڭ
ҭ
Λ
͠
ͯ
΄
͠
͍
ͱ
͍
͏
ࣾ
ձ

ͷ
ئ
͍
ͱ
ỏ
͜
͏
͍
͏
ڭ
ҭ
Λ
͠
ͨ
͍

ͱ
͍
͏
ֶ
ߍ
ͷ
ئ
͍
Λ
ͭ
ͳ
͙

ͷ
Ͱ

͢
͔
Β
ỏ
ͦ
ͷ
Ϛ
ỽ
ν
ϯ
ά
͕
ॏ
ཁ
Ͱ

͢
Ố
ͦ
͜
Ͱ
ỏủ
;
Δ
͞
ͱ
ν
ἀ
Π
ε
Ứ

ͱ
࿈
ܞ
Λ
͠
ỏủ
;
Δ
͞
ͱ
ೲ
੫
ͷ



Έ
Λ
׆
༻
͠
ͨ
Ϋ
ϥ

υ
ϑ
Ỹ
ϯ
σ
ỹ
ϯ

ά
Ứ
Ͱ
ͦ
ͷ
ݪ
ࢿ
Λ
ื
Γ
·
͠
ͨ
Ố
ͦ
͠

ͯ
ỏ
S
$
'
Ͱ
࣮
ݱ
͠
ͨ
ڭ
ҭ
ΛOoUe

ͱ
͍
͏
S
N
S
Ͱ
ൃ
৴
͢
Δ
͜
ͱ
Ͱ
ỏ

S
$
'
Ͱ
ࣾ
ձ
ͷ
ཁ

ʹ
Ԡ
͑
ͨ
ڭ
ҭ

Λ
࣮
ݱ
͢
Ε

͢
Δ
΄
Ͳ
ỏ
ࣾ
ձ
ͷ
ཧ
ղ

Λ
ू
Ί
ࢧ
ԉ
ͷ
ྠ
͕

͕
Δ
ͱ
͍
͏
ܗ
Λ


͟
͠
ͯ
͍
·
͢
Ố

開
始
初
年
度
か
ら
さ
ま
ざ
ま

な
教
育
実
践
が
実
現

ྩ

2

ʹ
ε
λ
ồ
τ
͠
ͨ
S
$
'

Ͱ
͢
͕
ỏ
ط
ʹ
ૉ

Β
͠
͍
࣮
ફ
͕
ੜ
·

Ε
ͯ
͍
·
͢
Ố

ྫ
͑

ỏ
S
D
Gs
Λ

ࡐ
ʹ
͠
ͨ
՝


ղ
ܾ
ܕ
ֶ
श
ớ
P
#
-
Ờ
Λ
ֶ
ߍ
͕
࣮

ࢪ
͠
ͨ
͘
ͱ

ỏ
ࢠ
Ͳ

ͷ
ؔ
৺

ଟ
༷

ớ
ϑ
ồ
υ
ϩ
ε
ɾ
֩
ɾ

ٿ

ڥ
ɾ

ຽ

ͳ
Ͳ
Ờ
Ͱ
ỏ
୲

͕
͢

ͯ
ͷ
ؔ
৺
ʹ
ର

͠
ઐ

త

ݟ
Λ

ỳ
ͯ


͢
Δ
͜
ͱ


ࠔ

Ͱ
͢
Ốɹ
ɹ

ͦ
͜
Ͱ
ỏ
S
$
'
Λ
׆
༻
͠
ͯ
େ
ֶ


N
P
O
ͱ
ڠ
ಇ
͠
ỏ
֤
ؔ
৺
ά
ϧ
ồ

ϓ
ʹ


͠
ͯ

Β
͏
ମ
੍
Λ
ߏ
ங
͠
·

͠
ͨ
Ố
͜
Ε
ʹ
Α
Γ
ỏ
ࢠ
Ͳ

ͨ
ͪ
͕
ࣾ

ձ
՝

Λ
ࣗ

͝
ͱ
ͱ
͠
ͯ
ଊ
͑
ỏ
ղ
ܾ

ࡦ
Λ
ߏ

͢
Δ
࣭
ͷ
ߴ
͍
P
#
-
͕
࣮

ݱ
Ͱ
͖
·
͠
ͨ
Ố

·
ͨ
ỏ
ς
Ϋ
ϊ
ϩ
δ
ồ
Λ
௨
͡
ͯ
Ξ
Π

σ
Ξ

ࢥ
͍
Λ
ܗ
ʹ
͢
Δ
ྗ
Λ
ҭ
Ή
ͨ

Ί
ỏ
ϕ
ϯ
ν
Ỿ
ồ
ا
ۀ
ớ-JGe�Js�T

eDI

ג
ࣜ
ձ
ࣾ
Ờ
ͱ
࿈
ܞ
͠
ͯ
ỏ
ϓ
ϩ
ά
ϥ
ϛ

ϯ
ά
Λ
ֶ
Μ
ͩ
͜
ͱ
ͷ
ͳ
͍
ઌ
ੜ
Ͱ

ັ

ྗ
త
ͳ
ς
Ω
ε
τ
ί
ồ
σ
ỹ
ϯ
ά
ͷ
त
ۀ

͕
Ͱ
͖
Δ

ڥ
Λ

͑
·
͠
ͨ
Ố

͜
Ε
͔
Β

S
$
'
Λ
௨
͡
ͯ
ڭ
ҭ

ݱ

ͷ
ủ
ເ
Ứ
Λ

͑
ỏ
ڭ
ࢣ

ࢠ
ڙ


อ
ޢ
ऀ

ϫ
Ϋ
ϫ
Ϋ
͢
Δ
Α
͏
ͳ
ֶ
ߍ
ڭ

ҭ
Λ
࡞
ỳ
ͯ
͍
͖
ͨ
͍
ͱ
ߟ
͑
ͯ
͍
·

͢
Ố



本園では、中国の故事ʮ珠磨かざれば光なし、人
学ばざれば道を知らず｣ のごとく、限りない可能性
を秘めた小さい石、すなわち子どもたちが、学び磨
かれていくことにより、自ら光を放ち巡らせること
を願い、また、小さい石も集まれば岩となり、大き
な力を発揮することが可能になるという協調の意味
を込め、建学の精神としています。
特色ある取組として、音楽活動を通した表現活動
による、豊かな感性と知性の育成があげられます。
園内研究では、｢子どもたちの豊かな感性を育む～
教師や友達と音楽にかかわる活動を通して～｣ を研
究主題とし、歌やリトミック、楽器を用いた活動を
意図的・継続的に実践し、音楽への興味関心や表現
力を高め、教師や友達とのかかわりを通して、共同
的、言葉で伝え合う力、豊かな感性と表現を育んで
まいりました。年少では、リトミック活動を取り入
れ、楽器にもふれる機会を多くしております。年中
では、メロディオン演奏に取り組み、年長組から刺
激を受けさまざまな演奏活動を進めております。年
長では、運動会でのマーチングを行いみんなで合わ
せる経験から、協調性や最後までやり遂げる根気強
さを身につけることができたと感じています。クリ
スマスお遊戯会のベル合奏を披露することで、達成
感や充実感を味わい、演奏の楽しさを感じたのでは
ないかと思っています。
特に、学年としてベル合奏をどのように発表した
いのかを話し合う場面を設定し、子どもの意見を聞
いたり共感したりすることで、子どもたち自身で方
向性を見つけだし、それに進もうとする姿がみられ
るようになりました。実際の演奏も、観客に大きな
感動と音楽の力を伝え、幼稚園での音楽の可能性を
高めました。今後も音楽活動に力を入れ、子どもた
ちの豊かな感性を育
んでいきたいと思い
ます。

๏ਓੴֶًԂɹߍֶ
ຊͳͿ͞༮ஓԂɹԂ ݩɹాࢁ
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子どもたちの豊かな感性を育む
～教師や友達と音楽にかかわる活動を
　通して～

ߍɹߍখֶཱ߳ࢢϲ࡚כ ᅳ
㆓ㆎ


ㆶ

ɹҰ࠸

私たちは学期末、子ども一人一人に思いを込めて
所見欄を書き、膨大な時間をかけて通知表を作成し
てきた。しかし、保護者に真意が伝わらないばかりか、
子どもの育ちへうまくつながっていない現状がある
と感じていた。
そこで、本校では、｢これまでの総括的評価を表し

た通知表は、本当に子どものためになっているのか。
保護者に伝える子どもの情報としてわかりやすいも
のなのか。｣ ということを考え、教育評価の仕方や伝
え方を抜本的に改革することとした。そのためには、
教員全員が納得いくところまで対話を重ねることが
大切であると考え、学習評価勉強会を何度も行い、同
僚との対話を積み重ねた。結果、本校では、｢学期末
の通知表（観点別3段階）ではない形で、保護者に
子どもの教育評価を伝えていくこと｣ を決めた。
通知表がなくなることで、今まで以上に、授業で

生き生きと活躍する子どもの姿を評価して認め、励
ますようになってきている。また、成績処理に左右
されることなく、学期末であっても、柔軟に学習や
行事を編成することができるようになった。評価の
ための授業やテストがなくなり、子どもが学ぶ文脈
の中に評価活動を入れるようになってきた。
子どもたちは、他者の評価ではなく、以前の自分

と比べてどうだったかを振り返ることで、自己肯定
感を高めている。以前よく聞かれた ｢このテストは、
成績に関係ありますか｣ という声は聞かれなくなっ
た。学級数32、児童数1,000名を超える過大規模校
の本校であるが、学習に対する意識改革は進んでい
る。
本実践は、単なる通知表廃止にとどまらない。教

育課程全体が、｢子どもを主語とした教育活動｣ へと
原点回帰することにつながっていると考える。

通知表のない教育評価への挑戦
～子どもを主語にした学校への
　原点回帰～

｢楽しもう・楽しんでもらおう・そしてみんなで楽しんじゃお
う｣ と取り組んだ香小祭の一場面
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　　全国各地のさまざまな取組を紹介します。



池坊短期大学の ｢国際経営情報コース｣ につい
てご紹介します。華道を基軸とした ｢和と美｣ を
建学の精神とする本学は、今年創立 70周年を迎え
ました。地球規模の環境変化やさまざまな分断へ
の危機感から、その意義があらためて注目される
建学の志をベースに、グローバル化する社会で創
造的に活躍する人材を輩出するべく ｢国際経営情
報コース｣ を開設いたしました。
大学としての教養教育と職業に結びつく専門教
育の双方が求められる短期大学にあって、①ビジ
ネス（経営学）②情報（ICT）③地域文化創生④実
践英語を中心として、社会人基礎力を高め、多様
な地域や職場で個々の力を発揮し協働できる人材
を育成することを目ざしています。
本コースは主に次のような特徴をもち、ビジネ
ス界や地域活性化や起業など、多彩な将来を描く
学生の可能性を拡げます。①企業での実務経験豊
富な講師陣（日立製作所、電通など）による臨場
感あふれる指導。②全員が PCを保有し ICT の基
礎を修得、プログラミング演習やオンライン授業
を実施。③プレゼンテーションや意思疎通を有効
にする実践的な英語学習。④産学連携による企業
におけるインターンシップ（単位認定）。⑤池坊な
らではのホスピタリティ（共感・共創）マインド
の醸成と華道・茶道の資格取得。
その他に、観光論や日本三大祭の一つである祇
園祭への参加など、京都で学ぶ価値を最大化する
カリキュラムとなっています。また、TOEIC や簿
記検定などの資格取得をサポートする科目もあり、
自信と実績をもって社会に出られるよう学生を支
援してまいります。
2022年４月、海外からの留学生を含む意欲に満
ちた学生が集い、初年度をスタートしました。将
来的には、ICTなど汎用的な分野について学内の他
学科・コースの学生へも提供し、大学全体のレベ
ル向上を図ることも見据えています。

本校は、平成 13年度に文部科学省 ｢英語教育｣
研究開発学校の指定を受けて以来これまで、継続し
て小学校英語の研究に取り組んでいます。子ども
たちが、将来、世界中のさまざまな国の方々と交流
し合い、国際社会の中で活躍する人になってほし
いとの願いを込めて、研究のキャッチフレーズを
「はばたけ平佐から！ 未来の国際人」としています。
また、３つのＣ｢Challenge（挑戦）、Confi dence（自
信）、Communication Strategy（伝達方略）｣ を
大事にしており、毎年、小学校英語の研究公開を
実施しています。令和3年度は、｢自分の思いや考え
を伝え、進んでコミュニケーションを図ろうとする
子どもの育成～コミュニケーション能力の基礎を
養う小学校英語の授業づくり～｣ を研究テーマに
研究実践しました。研究内容は主に次の２点です。

①　ＣＳ（コミュニケーション・ストラテジー）
　　を意識したコミュニケーション能力の育成
　　を目ざした系統的な指導
②　学校生活の中で英語にふれる機会を意図
　　的・計画的に設定した英語の日常化

｢ＣＳ｣ とは、英語でのコミュニケーションを継
続させたり、活性化させたりするための方略・手
段のことです。聞き返しや確認、繰り返し、相づち、
身振りなど 10のＣＳについて、活用する場面ごと
に整理し、学年に応じて重点となるＣＳを意識した
授業をしています。
英語の日常化では、毎週金曜日をイングリッ

シュデーとし、登校時の朝の挨拶から ｢Good 
morning｣ で始まり、学級でも朝の会などを英語
で行っています。子どもの校内放送や給食時間も
英語を使い、英語の曲をかけ、自然と英語にふれ
合えるようにしています。
このように、英語によるコミュニケーションへ

の積極性や主体性を身につけさせるために、英語
が楽しくなる授業づくり、英語を身近に感じる環
境づくりを行っています。

ظେֶɹڭत Ԙ୩ɹ͔͓ΓḈຎཱࢢฏࠤখֶߍɹߍ ాɹߒ

グローバルに活躍する
ビジネスパーソンを京都から

｢はばたけ平佐から！
未来の国際人｣ の育成
～CSを活用したコミュニケーション能力の育
　成と英語の日常化を通して～

Educo  13



       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

       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撃̶̶半世紀前アメリカの美術館で見た衝撃̶
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けい
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　　　　建築家 原田敬
けい

美
み

　 　子どもの学習活動に熱心な
　 　著名美術館［連載第 2回］

世
界
の
著
名
な
美
術
館
（
博
物
館
）
を
調
べ

る
と
市
民
学
習
、
と
り
わ
け
子
ど
も
の
た
め
の

美
術
教
室
、
そ
し
て
出
前
学
習
が
盛
ん
で
す
。

パ
リ
の
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
は
、
筆
者
の
東
京

都
港
区
長
時
代
、
区
内
の
廃
校
を
活
用
し
ル
ー

ヴ
ル
美
術
館
方
式
の
絵
画
学
習
を
開
催
し
ま
し

た
。
本
物
の
絵
を
見
な
が
ら
正
確
な
複
写
を
す

る
と
い
う
学
習
方
法
で
す
。
世
界
の
ル
ー
ヴ
ル

美
術
館
が
日
本
、
港
区
に
ま
で
出
前
学
習
を
す

る
の
か
と
い
う
驚
き
と
、
一
方
で
、
さ
す
が
と

い
う
気
持
ち
で
し
た
。
2
0
0
2
年
フ
ラ
ン
ス

外
務
大
臣
か
ら
港
区
に
あ
る
フ
ラ
ン
ス
大
使
館

設
計
者
選
定
の
審
査
員
を
仰
せ
つ
か
り
パ
リ
を

訪
問
し
た
際
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
館
長
ア
ン
リ
・

ロ
ワ
レ
ッ
ト
氏
を
表
敬
訪
問
し
、
ル
ー
ヴ
ル
美

術
館
の
積
極
的
な
姿
勢
に
敬
意
を
表
し
ま
し
た
。

最
近
の
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
の
子
ど
も
向
け
学

習
を
ネ
ッ
ト
で
見
る
と
、
著
名
な
美
術
作
品
の

解
説
を
ア
ニ
メ
に
し
子
ど
も
が
美
術
に
関
心
を

も
つ
き
っ
か
け
と
し
、
美
術
の
学
び
の
機
会
を

提
供
し
て
い
ま
す
。
モ
ナ
リ
ザ
、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
、

エ
ジ
プ
ト
の
美
術
な
ど
が
ア
ニ
メ
の
テ
ー
マ
で

す
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館

が
あ
り
ま
す
。
世
界
の
指
導
的
役
割
を
果
た
し

て
い
る
美
術
館
の
一
つ
で
、
子
ど
も
の
美
術
学

習
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
６
歳
以
下
の
子
ど
も

が
い
る
家
族
が
対
象
で
、
平
日
の
午
前
を
使
い
、

理
屈
抜
き
で
の
美
術
の
鑑
賞
を
し
て
も
ら
い
、

易
し
い
解
説
、
さ
ら
に
、
美
術
館
内
の
探
検
な

ど
子
ど
も
が
ワ
ク
ワ
ク
す
る
内
容
が
用
意
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
も
入
場
無
料
で
す
。
子
ど
も

た
ち
は
、
美
術
品
を
眺
め
、
そ
の
背
景
に
あ
る

物
語
を
語
り
合
い
、
ス
ケ
ッ
チ
し
、
皆
で
歌
を

歌
い
楽
し
み
ま
す
。
12
歳
か
ら
1�
歳
の
中
高
生

に
対
し
て
は
、
週
末
ス
ケ
ッ
チ
教
室
を
開
催
し
、

自
信
が
湧
き
出
た
生
徒
に
対
し
高
校
や
大
学
で

美
術
を
専
攻
す
る
よ
う
激
励
し
ま
す
。
ま
た
、

高
校
生
向
け
に
美
術
館
で
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
も
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

パ
リ
の
ラ
ヴ
ィ
レ
ッ
ト
公
園
内
に
あ
る
シ
テ

科
学
技
術
博
物
館
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
科
学
技

術
の
発
展
史
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
学
習

が
で
き
ま
す
。
特
に
子
ど
も
の
学
習
に
力
点
を

置
い
て
い
ま
す
。
I
M
A
9
シ
ア
タ
ー
、
プ
ラ

ネ
タ
リ
ウ
ム
も
あ
り
ま
す
。

同
様
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
は

科
学
技
術
博
物
館
が
あ
り
ま
す
。
市
内
中
心
部

の
運
河
に
面
し
、
出
帆
す
る
大
型
船
の
よ
う
な

フ
ォ
ル
ム
で
す
。
設
計
は
関
西
空
港
を
設
計
し

た
イ
タ
リ
ア
人
建
築
家
レ
ン
ゾ
・
ピ
ア
ノ
。
科

学
技
術
を
体
験
し
な
が
ら
学
習
す
る
と
い
う
考

え
方
の
展
示
で
す
。
１
階
は
D
/
A
、
２
階
は

水
の
サ
イ
ク
ル
、
電
気
、
金
属
、
建
物
、
３
階

は
子
ど
も
が
参
加
す
る
実
験
室
、
４
階
は
空
間

や
美
術
を
ど
う
認
識
す
る
か
の
心
理
学
を
学
び

ま
す
。

世
界
の
著
名
な
美
術
館
（
博
物
館
）
は
、
子

ど
も
た
ち
に
美
術
と
接
す
る
機
会
、
学
び
の
機

会
を
積
極
的
に
用
意
し
、
さ
ら
に
、
イ
ン
タ
ー

ン
と
し
て
美
術
館
の
運
営
に
接
す
る
機
会
も
与

え
る
努
力
を
し
て
い
ま
す
。
日
本
で
も
大
い
に

参
考
に
す
べ
き
と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

˛アϜステルμϜ科学ٕ術博ؗɿචऀのスケッν

˛ルーϰル美術ؗؗと
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本に込められた著者の
思い

元筑波大学学長
新潟産業大学名誉学長　
北原　保雄

ࢲ ����ʢྩ̏ʣ݄̍ʹɺh యʱࣙޠࠃڸ໌
ͷୈ̏൛Λͨ͠ߦץɻখܕͷࣙޠࠃయɺ�� ʹ
̍ճվగΛ͜͏ߦͱ͕ී௨Ͱɺh ץʱॳ൛ͷڸ໌
͕ߦ ����ʢฏ ��ʣ �� ݄Ͱɺୈ̎൛ͷߦץ
͕ ����ʢฏ ��ʣ �� ݄͔ͩΒɺ΄΅ �� 
͝ͱʹվగΛ͖ͯͨ͜͠ͱʹͳΔɻ

ୈ̏൛ɺ৽͍͠͏ҰͷࣙॻΛฤू͢ΔΑ͏
ͳͪ࣋ؾͰվగͨ͠ɻୈ̎൛ͷվగͷ࣌ɺ৽ޠ
ଏޠɺಛʹएऀݴ༿͕ͯ͠૿ٸɺͦͷ࠾ʹۤ࿑͠
͕ͨɺࠓճͷୈ̏൛վగͰվΊͯɺશମΛஸೡʹ
͢͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻݟ

಄ͷʮฤऀͷ͜ͱʯʹͨ͛ڍ௨Γɺվగୈ̏
൛ͷಛ৭ɺޡ༻ղઆࡏݱͷੜ׆Λө͢Δ৽ޠ
ͷॆ࣮ͱΑΓɺʹԠͨ͡ݴ༿͔͍ͮදهɺ
༿ͷݴڧኮྗ૿ޠͱͷؔ࿈ͳͲɺ࡞ɺจܳޠྨ
Δͷ͕ͩɺίϩφՒͰ֎ग़͢͢ࢿʹ্ͷྗ༺׆
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͣɺͦͷɺ֤߲ͷ༰Λஸೡʹݟ
͢͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ

Ұ͚ͭͩྫΛ͛ڍΑ͏ɻʮ͍ݴग़ͬ͠ʯͰ͋Δɻ
ୈ̎൛Ͱɺʮh ष͍ʱͱ͍ݴग़ͨ͠ਓ͕͓ͳΒΛ͠
ͨਓͰ͋Δͱ͍͏͜ͱ͔Βɺͦͷਓ͕ઌͯ͠
Λ͖ͩ͢ͱ͍͏ؚΈͰ͍͏ɻʯͱઆ໌͍ͯͨ͠ɻࣄ
ͦͯ͠ɺࣈදهʹɺʮ͍ݴग़ͬ͠ሪʯΛͯͯ
͍ͨɻಡΈͯ͠ɺ͜Εมͩͱͨ͠ײɻʮ͍ݴ
ग़͠ʯͷ෦ʹͳ͍͕ɺʮϖʯʹʮሪʯΛ
ͯΔͷ͋·Γʹඈ༂Ͱͳ͍͔ɻ͕ࢲฤूҕһͷ
ҰһͰ͋Δʰຊޠࠃେࣙయʱୈ̎൛Ͱɺղઆ
ͳ͍͕ɺࣈදهʮݴग़ሪʯͱͳ͍ͬͯΔɻखݩ

ʹ͋ΔࣙޠࠃయΛҾ͍ͯΈͯɺ΄΅ಉ͡Ͱ͋Δɻ
ɻhͨ͑ߟҧ͍ͩΖ͏͔ͱ͕ؒࢲ ʱվగதͩڸ໌
͔Βमਖ਼Ͱ͖Δ͕ɺh ࠃʱͤͳ͍ɻຊʹ͜
ͷݴ༿ʮ์ሪʯͱ͕ؔ͋ΔͷͩΖ͏͔ɻʮฌӴʯ
Ͱ͍͍ͷͰͳ͍͔ɻͦ͏ͯͬࢥɺh ࠃʱΛ͏
ҰݟΔͱɺ߲̏͋ͱʹʮ͍͍ͩ͠ʵ͑ʲݴग़
ฌӴ ʯrͱ͍͏߲͕͍ͯͬࡌΔɻ͜Εͩɻh ࠃʱ
ͷվగͷͨݟʹ࣌ͣͳͷʹɺ͔ͮؾͳ͔ͬͨͷͩ
Ζ͏͔ɻ·さʹҰͯ͠تҰ༕ͨ͠ɻʮా͍ࣷͬʯʮҿ
ん͍ʯʮॿ͍ʯʮ໊ແ͠ͷݖ͍ʯͳͲɺʮʜʜ
ฌӴʯͷྨྫ͍͔ͭ͋͘Δɻࣗͷࣙॻ͕ؒҧͬ
͍ͯΔͷʹɺଞͷࣙॻͷ͜ͱΛ͍͏֨ࢿͳ͍͕ɺ
ͦΕʹͯ͠ɺُ͚ͨ͜ΒԿͱΒͰɺ΄ͱんͲ
ͷࣙॻ͕ؒҧ͍ͬͯΔɻݯޠͷઆ໌ͰɺԿ͕ຊ͔
Θ͔Βͳ͍ͱ͜Ζ͋Δ͠ɺ͋·Γʹଟ͘ͷࣙॻ
ͷղઆΛ൱ఆ͢Δ͜ͱ ᪳

ㆡ㇅ㆄ


ㆡ㇇

さΕΔͷͰɺࠓճͷ
վగͰɺʮh ʱΛʰሪʱͱݟΔઆ͕Ұൠతɻͨͩ
͠ʰ͍ݴग़͠ฌӴʱͷޠ͋ΓɺਓͷҙΛද͢ʰฌ
Ӵʱʹ ༝དྷ͢Δͱ͑ߟΒΕΔɻʯͱԕྀ͓͍ͯͨ͠ɻ

̏ճʹΘͨͬͯବจΛ௲͖͕ͬͯͨɺޙ࠷ʹɺ͍
͍ຊͳ͔ͳ͔ಡんͰΒ͑ͳ͍ɺങͬͯΒ͑ͳ
͍ͱ͍͏܁ΓݴΛड़さ͍͖͍ͤͯͨͩͨɻڭՊॻ
ͰࣙॻͰಉ༷ͩɻࣙॻ͔͡ʹखʹऔͬͯɺ։
Δͯ͑͘ݟɻͦͷຊͷΑさ͕͍͖͍ͨͩͨͯݟ͍ͯ
ͣͩɻ

【連載第 3回】

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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ごみゼロゲームで
楽しく学ぶ 坂

さ か

野
の

晶
あきら

さん

ほ・っ・と・な・出・会・い

行
動
の
枠
組
み
を
デ
ザ
イ
ン

我
々
ゼ
ロ
・
ウ
ェ
イ
ス
ト
・
ジ
ャ
パ
ン
が
主
軸
と

す
る
活
動
は
、
地
域
や
自
治
体
と
一
緒
に
、
ご
み
を

減
ら
す
た
め
の
仕
組
み
を
作
る
こ
と
で
す
。
仕
組
み

が
で
き
る
と
、
環
境
へ
の
意
識
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な

く
て
も
、
参
加
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
レ
ジ
袋
の
有

料
化
が
よ
い
例
で
す
ね
。
い
か
に
し
て
皆
さ
ん
が
行

動
変
容
で
き
る
仕
組
み
を
作
る
か
が
大
事
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

一
般
廃
棄
物
と
呼
ば
れ
る
家
庭
ご
み
や
事
業
所
の

ご
み
処
理
の
責
任
は
、
県
や
国
で
は
な
く
基
礎
自
治

体
に
あ
り
、
分
別
の
種
類
や
予
算
も
自
治
体
ご
と
に

違
い
ま
す
。
ど
う
す
れ
ば
も
っ
と
ご
み
を
減
ら
す
方

向
に
も
っ
て
行
け
る
か
、
1
7
0
0
の
自
治
体
が

あ
っ
た
ら
1
7
0
0
通
り
の
や
り
方
が
あ
る
の
で
、

そ
の
土
地
に
あ
っ
た
形
を
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
し
な
い
と

い
け
ま
せ
ん
。
大
変
で
す
が
創
意
工
夫
の
余
地
も
あ

る
の
で
、
と
て
も
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。

画
期
的
な
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
教
材

本
来
、
ご
み
問
題
は
日
常
に
密
接
し
て
、
い
ろ
ん

な
テ
ー
マ
に
広
げ
直
せ
る
ト
ピ
ッ
ク
の
は
ず
な
の

に
、
学
校
で
は
教
科
間
の
分
野
横
断
が
う
ま
く
い

か
ず
、
自
分
ご
と
に
な
ら
な
い
ま
ま
「
３
R
（
リ

デ
ュ
ー
ス
・
リ
ユ
ー
ス
・
リ
サ
イ
ク
ル
）」
と
い
う

知
識
だ
け
学
ん
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
ま
ま
あ

り
ま
す
。
も
っ
と
日
常
生
活
で
の
実
践
に
つ
な
げ

た
い
と
思
っ
て

制
作
し
た
教
材

が
「
ご
み
ゼ
ロ

ゲ
ー
ム
」
と
い

う
カ
ー
ド
ゲ
ー

ム
で
す
。

こ
れ
は
、
日

常
で
使
う
「
も

の
」
を
い
か
に

ご
み
に
し
な
い
よ
う
救
え
る
か
、
ポ
イ
ン
ト
制
で
競

い
あ
う
ゲ
ー
ム
で
す
。
基
本
的
に
、
リ
フ
ュ
ー
ズ
す

る
（
ご
み
に
な
り
そ
う
な
も
の
を
そ
も
そ
も
使
わ
な

い
）
方
法
は
な
い
の
か
、と
こ
と
ん
考
え
ま
す
。「
リ

フ
ュ
ー
ズ
」
が
最
も
ポ
イ
ン
ト
が
高
く
て
、「
リ
ユ
ー

ス
」、「
リ
ペ
ア
」
と
続
き
ま
す
。「
リ
サ
イ
ク
ル
」

が
最
も
点
が
低
い
ん
で
す
よ
。
何
で
も
リ
サ
イ
ク
ル

す
れ
ば
い
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
、
と
優
先
度
合
い
が
わ

か
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
燃
や
し
た
り
埋
め
立
て
た
り

す
る
と
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
。

ま
た
「
イ
ベ
ン
ト
カ
ー
ド
」
と
い
っ
て
、
こ
れ
ま

で
リ
サ
イ
ク
ル
資
源
を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
国
が
受

け
入
れ
を
停
止
し
た
か
ら
、
こ
の
タ
ー
ン
は
リ
サ
イ

ク
ル
カ
ー
ド
が
使
え
な
い
、
な
ど
実
際
起
こ
っ
て
い

る
時
事
ネ
タ
も
組
み
込
ん
で
い
ま
す
。

単
純
に
「
こ
れ
買
わ
な
い
」
と
全
部
リ
フ
ュ
ー
ズ

さ
れ
て
も
困
る
の
で
、
本
当
に
使
わ
な
い
の
か
、
買

わ
ず
に
や
っ
て
い
け
る
の
か
、
互
い
に
つ
っ
こ
ん
で

も
ら
い
ま
す
。
み
ん
な
が
「
い
い
」
と
言
っ
て
く
れ

れ
ば
い
い
し
、
逆
に
「
い
い
」
と
言
っ
て
も
ら
う
た

め
、
が
ん
ば
っ
て
方
法
を
考
え
る
と
こ
ろ
に
お
も
し

ろ
み
が
あ
る
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
ミ
ソ
の
ゲ
ー

ム
で
す
。
正
解
が
あ
る
学
び
が
多
す
ぎ
る
の
で
、
あ

え
て
正
解
が
な
い
よ
う
作
り
ま
し
た
。

楽
し
く
学
ん
で
行
動
変
容
に
つ
な
げ
る

お
題
と
な
る
カ
ー
ド
に
は
、
タ
バ
コ
の
吸
い
殻
と

か
、
紙
オ
ム
ツ
と
か
、
ど
う
し
て
も
助
け
ら
れ
な
さ

そ
う
な
も
の
も
出
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
す
ぐ
「
リ

フ
ュ
ー
ズ
で
き
な
い
」と
あ
き
ら
め
る
の
で
は
な
く
、

も
う
一
歩
進
ん
で
考
え
て
ほ
し
い
。
素
材
や
製
品
設

定
、
あ
る
い
は
も
う
少
し
制
度
が
変
わ
れ
ば
何
と
か

な
る
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
最
終
的
に
そ

こ
ま
で
発
想
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
く
れ
れ
ば
嬉
し

い
で
す
ね
。
前
提
と
な
る
現
状
を
信
じ
て
疑
わ
な
い

子
ど
も
も
多
い
の
で
、
そ
こ
は
数
年
や
っ
て
き
て
、

難
し
い
と
感
じ
て
い
る
点
で
す
。

実
際
に
地
域
の
中
で
、
み
ん
な
が
難
し
い
と
思
っ

た
も
の
を
救
え
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
る
企
業
や
お

店
が
な
い
か
、
調
べ
学
習
と
セ
ッ
ト
に
し
て
み
る
な

ど
、
発
想
を
広
げ
て
い
く
と
よ
り
学
び
も
深
ま
り
、

考
え
る
力
が
養
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

家
の
ご
み
箱
か
ら
リ
フ
ュ
ー
ズ
で
き
そ
う
な
も
の

を
見
つ
け
る
と
い
う
宿
題
を
出
す
と
、
必
然
的
に
ご

み
に
つ
い
て
家
族
と
会
話
す
る
こ
と
に
な
り
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
ま
す
。
ご
み
ゼ
ロ

ゲ
ー
ム
で
学
ん
だ
こ
と
を
家
に
帰
っ
て
話
し
て
も
ら

え
る
だ
け
で
、
家
庭
全
体
の
行
動
変
容
に
つ
な
が
る

ん
で
す
。
ご
み
ゼ
ロ
ゲ
ー
ム
が
、
家
庭
に
波
及
す
る

教
育
機
会
に
な
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

人
材
育
成
の
取
組

ご
み
は
暮
ら
し
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
な
の

で
、
地
域
に
住
ん
で
い
る
一
人
一
人
の
暮
ら
し
に
根

ざ
し
た
仕
組
み
を
作
ら
な
い
と
定
着
し
な
い
ん
で
す

ね
。
そ
の
仕
組
み
を
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
し
て
導
入
す
る

専
門
家
が
非
常
に
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
教
育
は

効
果
が
見
え
づ
ら
く
、
短
期
成
果
が
出
に
く
い
側
面

が
あ
り
ま
す
が
、
包
括
的
な
制
度
作
り
を
推
進
で
き

る
若
手
を
育
成
す
る
こ
と
は
ま
さ
に
急
務
で
す
。
今

ど
ん
な
教
育
を
し
て
い
く
か
が
今
後
の
社
会
制
度
を

作
っ
て
い
く
の
で
、
地
道
で
も
続
け
て
い
き
た
い
で

す
ね
。

坂
野
晶
（
さ
か
の
あ
き
ら
）

兵
庫
県
西
宮
市
生
ま
れ
。
関
西
学
院
大
卒
。
海
外
イ
ン
タ
ー

ン
シ
ッ
プ
事
業
を
展
開
す
る
国
際
的
な
学
生
N
P
O
ア
イ

セ
ッ
ク
の
モ
ン
ゴ
ル
代
表
な
ど
を
経
て
、
2
0
1
5
年
に

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ゼ
ロ
・
ウ
ェ
イ
ス
ト
ア
カ
デ
ミ
ー

理
事
長
に
就
任
。
2
0
1
2
年
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
の

G
lobal S

hapers 

に
選
出
さ
れ
、
2
0
1
9
年
世
界

経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
年
次
総
会
（
ダ
ボ
ス
会
議
）
で
は
共
同

議
長
を
務
め
た
。
現
在
は
、
一
般
社
団
法
人
ゼ
ロ
・
ウ
ェ

イ
ス
ト
・
ジ
ャ
パ
ン
代
表
理
事
と
し
て
活
動
す
る
。

◆巻頭の土井善晴さんの言葉。365 日、早朝からぬか床をかきまぜ、たまに怠けようとする私
にとって大きな励みに。振り返ればやり始めてから 20年、風邪一つひいていない。「食＝生き
る原点」。嬉しいエールをいただいた。（大阪府N.N）
◆「地域とともにある学校づくりの推進」の取組には感銘しました。地域・保護者・学校・行政
が連携・協働して子どもたちを育むことが今まさに重要であると存じます。（千葉県Y.H）
◆ほっとな出会い「東日本大震災から 10年」に共感した。私も平成 16年、水害を経験した。
自宅は 90cmの床上浸水。友人や同僚などの支えのありがたさ、普通の生活が幸せなこと。自
然の力の計り知れない恐ろしさを痛感し、それを乗り越える力が人にあることも同時に感じた。
災害の裏にある自然の恩恵、人の強さも伝えたい。（新潟県K.M）

前号について寄せられたご感想です。

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。

ͳ͔Α͠એݴ

/
P�5�ɹ

2022
年
�
݄
�0
日
発
行


༰
に
ͭ
͍
て
ɹ
5FM�0��5579�655����'BY�0��5579�657�


ૹ
に
ͭ
͍
て
ɹ
5FM�0��5579�65�6���'BY�0��5579�65��

発
行
ॴ
ɹ
教
ҭ
ग़
൛
株
式
会
社
ɹ
発
行
ऀ
ɹ
ҏ
東
ઍ
ਘ

˟
1�5�006�

東
京
都
ߐ
東
۠
༗
໌
����10

5'5
ビ
ル

ؗ
ɹ

一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパン　
代表理事　




