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【連載第2回】
地域の実践からこどもの貧困に立ち向かう

【連載第1回】
『草枕』脱線雑談①
こんな時だからこそ、芸術

知っておきたい教育 NOW p.4

p.10

① 各教科等の学習の基盤となる言語能力について
②VUCA時代を生きる子どもたちのためにまずは
私たち教師が予定調和な授業を脱しませんか？

p.8きょういく見聞録

地球となかよしトピックス
地域に支えられ、愛されて35年
～天城連峰太鼓の取組～

「不易流行」を教育基本に
「産官学民の知のリソース」を活用した教育の創造

バイオリニスト 式町 水晶さんp.12 北から南からInformation

ほっとな出会い p.20

Front Runner p.19

地球となかよしゼミナール p.18

p.14第20回　地球となかよしメッセージ入賞作品発表



PROFILE
1966年、狂言師・野村万作の長男として東京都に生まれ
る。東京藝術大学音楽学部卒業。重要無形文化財総合指定
者。芸術祭新人賞、芸術選奨文部科学大臣新人賞、朝日舞台
芸術賞、紀伊國屋演劇賞、芸術祭優秀賞等、他受賞多数。演
出・主演舞台『子午線の祀り』で毎日芸術賞千田是也賞、読
売演劇大賞最優秀作品賞受賞。21年、観世寿夫記念法政大
学能楽賞、22年、松尾芸能賞・大賞受賞。2022年3月まで
20年間、世田谷パブリックシアター芸術監督を務めた。東
京藝術大学客員教授。2021年4月より石川県立音楽堂邦楽監
督、公益社団法人全国公立文化施設協会会長。

時代も国も軽々と飛び越えて
～狂言の普遍性と可能性～　　

野村 萬斎さん

Educo  2

Interview

「
普
通
」に
な
り
た
か
っ
た
子
ど
も
時
代

小
さ
い
頃
は
近
所
の
池
で
ザ
リ
ガ
ニ
や
オ
タ
マ

ジ
ャ
ク
シ
を
す
く
っ
た
り
、
友
だ
ち
と
メ
ン
コ
や

ベ
ー
ゴ
マ
、
ヨ
ー
ヨ
ー
で
遊
ん
だ
り
、
の
び
の
び

し
た
幼
少
期
で
し
た
ね
。

初
舞
台
を
経
験
し
た
の
は
三
歳
の
時
、
猿
回
し

の
子
猿
の
役
で
す
。
そ
の
頃
か
ら
稽
古
が
始
ま
っ

て
、
以
来
ず
っ
と
学
校
か
ら
帰
っ
て
き
た
あ
と
や

休
み
の
日
に
は
父
か
ら
稽
古
を
受
け
て
き
ま
し

た
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
特
殊
だ
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

父
か
ら
は
狂
言
師
に
な
れ
と
直
接
言
わ
れ
た
こ

と
は
な
い
の
で
す
が
、
何
と
な
く
そ
う
し
向
け
ら

れ
て
い
る
と
は
感
じ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
母
親

が
わ
り
と
新
し
も
の
好
き
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

そ
の
影
響
で
ビ
ー
ト
ル
ズ
や
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
ズ

を
聞
い
て
い
ま
し
た
し
、
バ
ン
ド
を
結
成
し
て
ギ

タ
ー
を
弾
い
た
り
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
に
夢
中

に
な
っ
た
り
、
狂
言
と
は
関
係
の
な
い
活
動
に
も

打
ち
込
ん
で
い
ま
し
た
。

成
長
す
る
に
つ
れ
て
稽
古
も
だ
ん
だ
ん
厳
し
く

な
っ
て
き
て
、
舞
台
が
あ
る
時
に
は
林
間
学
校
に

行
け
な
か
っ
た
り
、
運
動
会
を
早
退
し
た
り
、
部

活
の
試
合
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
も
。

自
分
が
普
通
と
は
違
う
ん
だ
と
お
の
ず
と
自
覚

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
は
人
と
違
っ
て

い
る
こ
と
が
す
ご
く
嫌
で
、
自
分
が
狂
言
を
し
て

い
る
こ
と
は
学
校
の
友
人
に
も
全
く
話
し
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。

忘
れ
ら
れ
な
い
先
生

小
学
校
１
年
生
・
３
年
生
の
時
の
担
任
は
国
語

の
先
生
で
、
ご
自
身
も
句
集
を
出
さ
れ
た
り
、
俳

人
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
非
常
に

ユ
ニ
ー
ク
な
方
で
し
た
。
私
は
狂
言
を
や
っ
て
る

せ
い
か
、
文
章
を
書
く
時
は
ど
う
し
て
も
音
読
し

て
お
も
し
ろ
い
文
章
を
志
向
す
る
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
。
自
分
で
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で

す
が
、
私
の
文
章
の
リ
ズ
ム
感
と
か
、
音
読
し
た

時
の
お
も
し
ろ
さ
を
す
ご
く
褒
め
て
く
れ
ま
し

た
。
そ
れ
以
来
、
文
章
を
書
く
こ
と
を
そ
ん
な
に

嫌
が
ら
な
く
な
っ
た

か
な
。
や
は
り
褒
め

ら
れ
る
と
人
間
う
れ

し
く
な
り
ま
す
か
ら

ね
。４

年
生
か
ら
６
年

生
の
時
の
担
任
は
道

徳
の
先
生
で
し
た
。

先
人
か
ら
多
く
を
学

ぶ
と
い
う
教
育
方
針

で
、
偉
人
の
本
を
た

く
さ
ん
読
ま
さ
れ
ま

し
た
。
あ
る
時
、
友

だ
ち
が
失
敗
し
た
の

を
見
た
私
は
大
笑
い
し
て
し
ま
い
、
先
生
に
厳
し

く
叱
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
の
私
は
運
動
も
割
合

で
き
た
し
、
成
績
も
か
な
り
上
の
ほ
う
だ
っ
た
の

で
、
あ
る
種
ク
ラ
ス
の
人
気
者
と
い
う
か
、
周
り

か
ら
ち
や
ほ
や
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
少
し
生

意
気
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。｢

君

は
成
績
も
よ
く
て
人
気
者
な
の
に
、
学
級
委
員
に

な
れ
そ
う
で
な
れ
な
い
の
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ

だ
。
み
ん
な
の
人
望
を
獲
得
し
な
い
と
い
け
な
い｣

と
強
く
言
わ
れ
ま
し
た
。
当
時
は
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
ま
し
た
が
、
人
の
失
敗
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
は
い

け
な
い
と
身
に
し
み
て
理
解
で
き
た
の
は
そ
の

先
生
の
お
か
げ
な
の
で
、
一
番
強
く
心
に
残
っ
て

い
ま
す
。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
に
悩
ん

だ
日
々

狂
言
師
の
家
に
生
ま
れ
、
普
通
の
人
と
違
う
こ

と
を
ど
う
受
け
と
め
た
ら
い
い
の
か
、
随
分
と
悩

ん
だ
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。「
表
現
者
に
な
り
た

い
」
と
い
う
思
い
は
わ
り
と
早
く
か
ら
芽
生
え
て

い
ま
し
た
が
、
型
や
約
束
事
を
押
し
つ
け
ら
れ
る

よ
う
に
感
じ
て
い
た
狂
言
の
世
界
で
は
、
表
現
者

た
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。

そ
ん
な
な
か
、
17
歳
の
時
に
﹃
三
番
叟そ
う

﹄
を
披ひ
ら

い
た
の
は
大
き
な
転
機
と
な
り
ま
し
た
。
一
定
の

格
式
あ
る
曲
を
初
演
す
る
こ
と
を｢
披
く｣

と
い

う
の
で
す
が
、
自
分
の
技
術
が
飛
躍
的
に
伸
び
て

い
く
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
分
な
り

の
成
果
を
感
じ
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
ギ

タ
ー
や
ピ
ア
ノ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
挑
戦

し
て
き
ま
し
た
が
、
自
分
に
と
っ
て
の
ア
ド
バ
ン

テ
ー
ジ
は
や
は
り
狂
言
に
あ
る
と
思
え
ま
し
た
。

最
終
的
に
方
向
が
定
ま
っ
た
と
自
覚
し
た
の

は
、
28
歳
で
イ
ギ
リ
ス
に
1
年
間
留
学
し
た
時

で
す
。
海
外
に
身
を
置
き
、
自
分
を
外
側
か
ら
見

つ
め
る
こ
と
で
、
己
を
相
対
化
す
る
と
い
う
の
で

し
ょ
う
か
。
日
本
人
と
し
て
表
現
す
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
、
日
本
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ど
う
捉
え
て
い
く
べ
き
か
、

固
ま
っ
て
い
っ
た
気
が
し
ま
す
。

狂
言
師
が
存
在
す
る
意
義

狂
言
は｢

こ
の
辺
り
の
者
で
ご
ざ
る｣

と
い
う

第
一
声
で
始
ま
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
多
様
性
を
表

す
言
葉
そ
の
も
の
と
も
言
え
ま
す
。
狂
言
に
は
茸
き
の
こ

も
蚊
も
登
場
し
ま
す
が
、
人
間
だ
け
で
は
な
く
犬

や
猫
や
猿
も
、
み
ん
な
あ
る
種｢

こ
の
辺
り
の
者｣

と
し
て
、
同
等
の
権
利
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
。

私
た
ち
誰
も
が｢

こ
の
辺
り
の
者｣

と
し
て
等
し

く
あ
る
と
い
う
発
想
が
狂
言
に
は
あ
る
の
で
す
。

近
年
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
や
多
様
性
と
い
う
言
葉

が
さ
か
ん
に
叫
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
人
は

八
百
万
の
神
々
の
時
代
か
ら
多
様
性
を
意
識
し

狂言師
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て
い
て
、
狂
言
が
生
ま
れ
た
七
百
年
前
に
は
す

で
に
共
通
の
認
識
だ
っ
た
の
で
す
。

狂
言
の
登
場
人
物
は
観
客
の
欲
求
を
代
弁
し

て
く
れ
る
よ
う
な
存
在
で
、
有
名
な
﹃
附ぶ

子す

﹄

で
し
た
ら
、
主
人
に
桶
の
中
を｢

見
て
は
い
け

な
い｣

と
命
じ
ら
れ
て
い
た
の
に
好
奇
心
や
食

欲
に
負
け
て
盗
み
食
い
し
て
し
ま
い
、
結
局
怒

ら
れ
る
。
観
客
の
代
わ
り
に
失
敗
し
た
り
、
お

い
た
を
し
て
叱
ら
れ
て
く
れ
る
こ
と
で
、
観
る

側
に
と
っ
て
代
償
行
為
に
な
る
と
い
う
か
、
カ

タ
ル
シ
ス
を
感
じ
る
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
精

神
の
浄
化
作
用
み
た
い
な
役
割
が
文
化
や
芸
術

に
は
本
来
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
私
た
ち
狂
言

師
は
い
る
ん
だ
な
と
感
じ
ま
す
。
私
が
狂
言
を

す
る
こ
と
で
、
皆
さ
ん
の
ス
ト
レ
ス
や
鬱
屈
し

て
い
る
も
の
を
多
少
な
り
と
も
軽
減
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

狂
言
に
み
ら
れ
る
多
様
性
や
、
自
然
に
寄
り

添
っ
て
生
き
て
い
く
日
本
特
有
の
考
え
方
も
、

日
本
人
に
と
っ
て
は
当
然
で
も
海
外
に
お
い
て

は
決
し
て
当
た
り
前
で
は
な
い
。
そ
こ
に
、
日

本
人
が
世
界
の
役
に
立
て
る
こ
と
が
あ
る
よ
う

な
気
が
す
る
の
で
す
。

教
育
現
場
に
生
か
せ
る「
型
」の
教
え

も
う
30
年
く
ら
い
前
、｢

キ
レ
る｣

子
ど
も
が

い
る
と
初
め
て
聞
い
た
時
、
自
己
表
現
や
発
散

の
仕
方
が
わ
か
ら
な
く
て
、
た
ま
っ
て
い
た
も
の

が
堰せ
き

を
切
っ
て
し
ま
う
の
か
と
想
像
し
ま
し
た
。

狂
言
に
は｢

型｣

が
あ
る
の
で
、
師
匠
は
弟
子

に
型
を
教
え
る
な
か
で
、
自
己
を
表
現
す
る
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
き
ま
す
。
鷹
や

ラ
イ
オ
ン
が
狩
り
を
見
せ
て
子
ど
も
が
覚
え
る

よ
う
に
、
師
匠
で
あ
る
父
や
お
祖
父
さ
ん
が
型
を

や
っ
て
み
せ
て
、
子
ど
も
は
そ
れ
を
真
似
す
る
。

学
ぶ
の
語
源
は｢

ま
ね
ぶ｣

、
つ
ま
り
真
似
る
こ

と
だ
と
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
ま
さ
し
く
実
践
し

て
い
る
の
が
狂
言
の
世
界
な
の
で
す
。

い
き
な
り
表
現
し
な
さ
い
と
言
っ
て
も
子
ど
も

は
で
き
る
わ
け
が
な
い
の
で
、
や
り
方
を
ま
ず
教

え
て
あ
げ
る
。｢

型
の
文
化｣

、｢

型
に
は
め
る｣

と
い
う
の
は
決
し
て
悪
い
意
味
で
は
な
く
、
そ
う

し
た
回
路
を
作
っ
て
あ
げ
る
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

し
て
あ
げ
る
と
い
う
意
味
で
重
要
で
す
。
そ
の
回

路
さ
え
習
得
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
か
ら
先
の
発

散
す
る
段
階
は
お
の
お
の
の
個
性
で
や
っ
て
い

け
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
は
ち
ゃ
ん
と

型
に
も
反
映
さ
れ
る
も
の
で
す
。
型
が
行
き
す
ぎ

れ
ば
自
由
教
育
も
必
要
だ
し
、
自
由
教
育
も
行
き

す
ぎ
れ
ば
型
が
必
要
。
私
は
車
の
両
輪
の
よ
う
に

両
方
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

伝
統
芸
能
出
身
の
役
者
と
違
っ
て
、
現
代
劇
の

役
者
さ
ん
は
あ
ま
り｢

型｣
を
も
っ
て
な
い
の
で

す
が
、
そ
れ
で
も
う
ま
い
役
者
さ
ん
は
自
分
の
方

程
式
と
い
う
か
、
演
技
の
方
法
論
を
ち
ゃ
ん
と
身

に
付
け
て
い
る
も
の
で
す
。
ご
自
分
で
型
を
編
み

出
し
た
の
か
、
ど
こ
か
で
勉
強
し
て
身
に
付
け
ら

れ
た
の
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
言
う
と
、
や
は
り

学
校
の
先
生
も
生
徒
た
ち
に｢

型｣

の
身
に
付
け

方
を
自
ら
実
践
し
て
見
せ
て
や
り
、
実
際
に
使
っ

て
見
せ
る
こ
と
が
大
事
か
と
思
い
ま
す
。
先
生
た

ち
が
自
信
を
も
っ
て
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
や
れ
る
よ

う
、
環
境
を
整
え
て
あ
げ
る
の
も
重
要
で
す
ね
。

時
代
も
国
も
超
越
す
る
狂
言
の
懐
の
深
さ

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
演
出
な
ど
に
携
わ
っ
て
実
感

し
た
の
で
す
が
、
親
か
ら
子
、
子
か
ら
孫
と
い
う

継
承
の
文
化
が
、
今
の
時
代
は
非
常
に
希
薄
に

な
っ
た
と
感
じ
ま
す
。
個
の
文
化
が
進
む
の
は
悪

い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
多
く

の
失
敗
を
経
て
き
た
経
験
者
が
身
近
に
い
て
く

れ
る
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
生
き
方
を
教
え
て
も
ら

え
る
点
で
得
る
も
の
が
す
ご
く
多
い
。
歴
史
か
ら

学
ぶ
、
伝
統
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
き

た
今
の
世
の
中
で
、
戦
争
は
い
け
な
い
と
わ
か
っ

て
い
る
の
に
繰
り
返
す
人
は
、
ど
う
も
歴
史
を
振

り
返
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

気
候
変
動
な
ど
環
境
問
題
に
お
い
て
も
、
受
け
継

が
れ
て
き
た
も
の
か
ら
謙
虚
に
学
ぶ
、
先
人
の
叡

智
を
振
り
返
る
姿
勢
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

今
年
の
３
月
に｢

狂
言
ご
ざ
る
の
座｣

で
父
・

万
作
と
息
子
の
裕
基
と
共
演
し
ま
す
。
い
ま
、
息

子
は
教
え
た
型
ど
お
り
忠
実
に
演
じ
ま
す
し
、
私

は
型
を
身
に
付
け
た
上
で
年
齢
と
共
に
だ
ん
だ

ん
経
験
値
を
生
か
す
段
階
に
あ
り
ま
す
が
、
90
歳

を
過
ぎ
た
父
な
ど
は
型
か
ら
一
種
解
脱
す
る
境

地
に
入
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
狂
言
三
代
に
よ
る

芸
の
三
段
階
が
観
ら
れ
る
貴
重
な
機
会
で
す
の

で
、
ぜ
ひ
皆
さ
ん
に
お
越
し
い
た
だ
き
た
い
で

す
。同

じ
３
月
に
は
狂
言
な
ら
で
は
の
手
法
を
取
り

入
れ
た
舞
台｢

ハ
ム
レ
ッ
ト｣

も
控
え
て
い
ま
す
。

実
は
狂
言
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
似
て
い
る
と

こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
て
。
お
互
い
に
セ
ッ

ト
も
何
も
な
い
素
の
舞
台
で
演
じ
て
い
た
の
で
、

省
略
の
文
化
が
共
通
し
て
い
ま
す
。
亡
霊
を
描
く

の
は
能
の
専
門
で
す
し
、
日
本
人
な
り
の
演
出
や

表
現
の
ほ
う
が
、
か
え
っ
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

言
い
た
い
こ
と
を
的
確
に
伝
え
ら
れ
る
気
も
し

ま
す
。
狂
言
師
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

最
大
限
に
生
か
し
た｢

ハ
ム
レ
ッ
ト｣

を
、
今
日

的
に
一
番
刺
さ
る
形
で
お
見
せ
し
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

時
代
の
変
化
に
対
応
し
て
狂
言
も
進
化
し
続

け
るテ

レ
ビ
や
映
像
が
な
い
時
代
か
ら
続
い
て
き
た

狂
言
と
い
う
芸
能
を
先
人
か
ら
受
け
取
っ
て
今

の
時
代
に
演
じ
る
場
合
、
時
代
の
変
化
を
ど
う
捉

え
る
か
、
今
度
ど
う
継
承
す
る
の
か
と
い
う
こ
と

を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

能
・
狂
言
の
伝
統
的
な
裸
舞
台
の
よ
う
な
、
一

種
何
も
な
い
空
間
で
演
じ
る
こ
と
と
、
C
G
で

何
で
も
出
せ
る
環
境
で
演
じ
る
こ
と
は
や
は
り

違
い
が
あ
り
ま
す
。

基
礎
と
な
る
確
固
と
し
た
考
え
方
、｢

型｣

が

自
分
に
あ
っ
た
上
で
、
そ
れ
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し

て
、
時
代
に
即
し
て
進
化
さ
せ
て
い
く
。
そ
れ
が

短
期
的
で
は
な
く
て
中
・
長
期
的
に
受
け
継
げ
る

か
ど
う
か
ま
で
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

古
典
に
新
た
な
試
み
を
加
え
て
い
く
こ
と
は
全

く
問
題
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
古
典
と
い
う
も

の
の
本
質
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
だ
と
確
信
し
て

い
る
の
で
。
時
代
や
場
所
、
セ
ッ
ト
が
ど
れ
ほ
ど

変
わ
っ
て
も
、
見
立
て
に
よ
っ
て
観
客
の
想
像
力

に
訴
え
、
想
起
さ
れ
る
も
の
が
一
緒
で
あ
れ
ば
問

題
な
い
と
思
い
ま
す
。

余
白
の
あ
る
舞
台
の
な
か
で
、
観
客
が
見
立
て

に
よ
り
想
像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
が
本
来
の
狂

言
の
舞
台
の
あ
り
方
な
の
で
す
が
、
現
代
は
想

像
を
膨
ら
ま
せ
る
余
地
も
な
く
何
も
か
も
が
具

体
的
に
な
っ
て
し
ま
う
世
の
中
。
し
か
も｢

わ
か

ら
な
い
こ
と
は
よ
く
な
い｣

と
い
う
風
潮
が
あ
っ

て
、
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
さ
え
全
部
字
幕
を
出

し
ま
す
。
こ
う
い
う
状
況
で
は
、
わ
か
ろ
う
と
す

る
気
持
ち
が
人
々
の
な
か
か
ら
な
く
な
っ
て
し

ま
う
の
で
は
と
心
配
に
な
っ
た
り
も
し
ま
す
ね
。

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
時
は
そ
れ
に
つ
い
て

調
べ
、
自
分
な
り
に
追
求
す
る
た
め
の
絶
好
の
機

会
。｢

わ
か
ら
な
い｣

は
、
あ
る
意
味
勉
強
す
る

チ
ャ
ン
ス
と
な
り
ま
す
。

教
育
現
場
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
が
そ
こ
で
学

び
遊
ぶ
た
め
の
《
余
白
》
の
部
分
を
作
っ
て
あ
げ

る
、
想
像
の
余
地
を
あ
え
て
残
し
て
お
い
て
や
る

こ
と
も
重
要
で
は
な
い
か
な
と
、
狂
言
師
と
し
て

は
思
い
ま
す
ね
。
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֤
教
Պ
等
の
学
習
を
ࢧ
え
る
言
語
活
用
能

力
と
い
っ
た
と
き
、
ま
ず
思
い
出
さ
れ
る
の

が
、
先
の
ฏ
成
20
年
൛
の
学
習
ࢦ
ಋ
要
ྖ
で

あ
る
。
こ
の
と
き
、
֤
教
Պ
等
で
の
ࢦ
ಋ
に

際
し
て
、

各
教
科
等
の
指
導
に
当
た
っ
て
は
、
児

童
の
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
を
は

ぐ
く
む
観
点
か
ら
、
基
礎
的
・
基
本
的
な

知
識
及
び
技
能
の
活
用
を
図
る
学
習
活
動

を
重
視
す
る
と
と
も
に
、
言
語
に
対
す
る

関
心
や
理
解
を
深
め
、
言
語
に
関
す
る
能

力
の
育
成
を
図
る
上
で
必
要
な
言
語
環
境

を
整
え
、
児
童
の
言
語
活
動
を
充
実
す
る

こ
と
。

と
さ
れ
、い
わ
Ώ
る｢

言
語
活
動
の
ॆ
実｣

が
、

知っておきたい教育NOW❶

た
、
そ
の
教
Պ
等
で
学
ぶ

༰
や
技
能
を
ޮ

果
的
に
身
に
つ
け
る
こ
と
が
、
ね
ら
わ
れ
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。

言
語
活
動
の
ॆ
実
、
思
考
力
・

அ
力
・

表
現
力
の
育
成
、
確
か
な

識
・
技
能
の
習

得
は
、
い
わ
ば
三
Ґ
一
体
の
も
の
と
し
て
デ

ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
た
と
思
う
が
、
実
際
の
त

ۀ
で
は
う
ま
く
は
い
か
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
も

あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
話
し
合
い
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
に
、
言
語
活
動
の
ॆ
実
が
ಥ
出
し

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ど
う
す
れ
ば
よ

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

私
は
、｢

教
Պ
の
言
葉
に
׳
れ
て
い
く｣

と
い
う
ࢹ
点
が
ൈ
け
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の

要
Ҽ
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

ྫ
え
ば
、
理
Պ
の
学
習
で
ਫ
の
三
ଶ
変
化

を
習
う
と
き
、
Թ
め
て

き
た
っ
て
い
く
様

子
を
観

し
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
は｢

ぶ

く
ぶ
く
し
て
き
た｣

｢

๐
が
い
っ
ͺ
い
出
て

き
た｣

｢


ಅ
し
て
き
た｣

な
ど
、
い
ろ
い

ろ
な
言
い
方
で
、
そ
の
様
子
を
ޱ
に
す
る
だ

ろ
う
。
教
師
は
い
っ
た
ん
、
そ
の
子
の
生
活

か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
こ
う
し
た
言
い
方

を
受
け
ࢭ
め
つ
つ
、
こ
こ
で｢


ಅ
す
る｣

と

い
う
Պ
学
の
言
葉
に
出
会
わ
せ
る
。
教
Պ
書

を
読
ん
で
確
認
し
た
り
、
教
師
の
આ
໌
を
聞

い
た
り
し
な
が
ら
理
解
を
ਂ
め
つ
つ
、
؊
心

な
の
は
、
自
分
た
ち
で
も｢


ಅ｣

と
い
う

Պ
学
の
言
葉
を
使
っ
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。

①｢

言
語
活
動
の
充
実｣

の
取
組
で

は
、
各
教
科
等
で
話
し
合
い
な
ど

の
工
夫
が
試
み
ら
れ
た
が
、
実
際

の
授
業
で
は
課
題
も
多
か
っ
た
。

②
学
習
活
動
を
通
し
て
、
教
科
の

言
葉
に
な
じ
ん
で
い
く
こ
と
が
大

切
。
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
ど
う
扱

う
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

③
教
科
書
や
活
動
の
中
の
言
葉
を
、

子
ど
も
自
身
が
キ
ャ
ッ
チ
で
き
る

よ
う
に
な
る｢

言
葉
の
ア
ン
テ
ナ｣

を
高
く
し
て
い
く
。

ポ
イ
ン
ト

東京学芸大学

教授　中村　和弘

各
教
科
等
の
学
習
の
基
盤
と

な
る
言
語
能
力
に
つ
い
て

教
育
՝
程
全
体
に
Ґ
置
ͮ
け
ら
れ
た
。

当
時
、
ࢀ
ը
し
て
い
た
校

ݚ
ڀ
の
取


な
ど
を
思
い
返
す
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
त
ۀ
で

話
し
合
い
の
活
動
が

ん
に
行
わ
れ
て
い

た
。
そ
の
取

自
体
は
、
今
日
の｢

対
話
的

な
学
び｣

や｢

ڠ
働
的
な
学
び｣

に
つ
な
が

る
も
の
で
、
Ձ
値
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
が
、
同
時
に
、｢

話
し
合
い
に
こ
ん

な
に
時
間
を
と
っ
て
よ
い
の
か｣

｢

話
し
合

い
を
ॆ
実
す
る
た
め
の
手
立
て
は
ޮ
果
的
で

あ
っ
た
が
、
教
Պ
の
学
習
と
し
て
本
時
の
ね

ら
い
は
ど
れ
ほ
ど
ୡ
成
で
き
た
の
か｣

な
ど

の
ٞ
論
が
、
त
ۀ
ޙ
の
ڠ
ٞ
会
で
ず
い
ぶ
ん

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
思
い
出
さ
れ
る
。

本
来
、
言
語
活
動
の
ॆ
実
は
、
書
い
た
り

話
し
合
っ
た
り
す
る
な
ど｢

思
考
の
言
語
化｣

に
よ
っ
て
、
そ
の
教
Պ
等
で
育
成
を

ざ
す

思
考
力
・

அ
力
・
表
現
力
等
を
育
み
、
ま

「
言
語
活
動
の
充
実
」
を

振
り
返
っ
て

教
科
の
言
葉
に
慣
れ
る



｢


ಅ｣

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
気
が
つ

い
た
こ
と
を
話
し
合
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、

｢

ಅ｣

と
い
う
言
葉
を
入
れ
て
観

し
た

こ
と
を
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
た
り
振
り
返
り
を

書
い
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
に
何
度
も｢



ಅ｣

と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
で
、｢

ぶ
く

ぶ
く
し
て
き
た｣
と
い
う
言
い
方
か
ら｢



ಅ
し
て
き
た｣

と
い
う
Պ
学
的
な
表
現
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
生
活
の
言
葉
が

Պ
学
の
言
葉
に
置
き

え
ら
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。

言
語
活
動
の
ॆ
実
と
は
、
生
活
の
言
葉
が

教
Պ
の
言
葉
に
置
き

わ
っ
て
い
く
こ
と
、

あ
る
い
は
、
新
た
な
教
Պ
の
言
葉
と
出
会
い

な
じ
ん
で
い
く
こ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
と

言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

だ
か
ら
、｢

言
語
活
動
の
ॆ
実｣

の
取
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で
大
切
だ
っ
た
の
は
、
ど
う
話
し
合
わ
せ
る

か
で
は
な
く
、ど
の
よ
う
な｢

言
葉｣

を
使
っ

て
話
し
合
わ
せ
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
୯
ݩ

の
学
び
に
お
い
て
、
重
要
と
な
る｢

言
葉｣

を

使
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
書
い
た
り
話
し
た
り

で
き
る
よ
う
な
時
間
と
場
が
意
ਤ
的
に
用
意

さ
れ
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
は
い
つ
の
間

に
か
、そ
の
教
Պ
の
言
葉
に
な
じ
ん
で
い
く
。

そ
の
結
果
、｢


ಅ｣

に
つ
い
て
の

識
を

身
に
つ
け
る
と
と
も
に
、｢


ಅ｣

と
い
う

言
葉
を
使
い
な
が
ら
、
関
࿈
す
る
事

を
観


し
た
り
思
考
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
。

先
に
ड़
べ
た
、
言
語
活
動
の
ॆ
実
、
思
考

力
・

அ
力
・
表
現
力
の
育
成
、
確
か
な


識
・
技
能
の
習
得
の
三
Ґ
一
体
は
、
実
は
こ

う
し
た
か
た
ち
で
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同
じ
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
て
も
、
֤
教

Պ
等
に
は
、
そ
の
教
Պ
特
有
の
言
葉
の
使
い

方
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

ྫ
え
ば
、
ย
上
फ
ೋ
ࢯ
に
よ
れ
ば
、
ࣾ
会

Պ
の
त
ۀ
で
使
わ
れ
る
言
葉
の
問
題
に
は
、

種
ྨ
と
ྔ
の
多
さ
の
ほ
か
に
、｢

い
い
か
え

用
語｣

ň

間
違
い
や
す
い
・
ฆ
ら
わ
し
い
用

語｣
｢

あ
い
ま
い
用
語｣

｢

ந

度
の
ߴ
い
用

語｣
｢

Ձ
値
的
言
葉｣

が
あ
る
と
い
う
。
ま

た
、
ࢯ
は
、｢

ࣾ
会
Պ
त
ۀ
の
特

の
一
つ

は
、
ଞ
の
教
Պ
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な

日
常
語
が
、
学
習
の
﹃
キ
ー
ϫ
ー
ド
﹄
と

し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る｣

と
し
て
、

｢



や

力｣

｢

様
子｣

｢

さ
か
ん｣

な
ど

の
言
葉
を
ڍ
げ
て
い
る
。ớ
ย
上
फ
ೋ
﹃
ࣾ

会
Պ
教
師
の
た
め
の｢

言
語
力｣

ݚ
ڀ
﹄

風
間
書

、
ೋ
ʓ
一
三
年
Ờ。

同
様
に
、
理
Պ
に
は
理
Պ
で
よ
く
使
わ

れ
る
言
葉
や
表
現
の
特

が
あ
り
、
体
育

に
は
体
育
の
、
ࢉ

に
は
ࢉ

の
ộ
と
い

う
具
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
言
葉
の
使
わ
れ
方

が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
バ
ト
ラ
ー
ޙ
౻
裕
子

ࢯ
が｢

子
ど
も
た
ち
は
、
最
終
的
に
は
教

Պ
書
で
使
わ
れ
て
い
る
語
ኮ
や
文
法
を
マ

ス
タ
ー
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
Պ
の
意
味
ߏ

ங
の
あ
り
方
に
׳
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る｣

ớ
バ
ト
ラ
ー
ޙ
౻
裕
子
﹃
学
習
言
語
と
は
何

か
﹄
三
省
ಊ
、
ೋ
ʓ
一
一
年
Ờ
と
ࢦ
ఠ
す

る
と
こ
ろ
が
、
ひ
と
つ
の
ゴ
ー
ル
と
な
る

だ
ろ
う
。

そ
の
ゴ
ー
ル
に
向
け
て
、
そ
の
୯
ݩ
で

ど
の
よ
う
な
言
葉
に
出
会
わ
せ
、
そ
の
言

葉
に
つ
い
て
教
Պ
書
の
ه
ड़
や
教
師
の
આ

໌
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
に
理
解
を
ਂ
め

さ
せ
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
書
い
た
り

話
し
合
っ
た
り
す
る
言
語
活
動
を
通
し
て
、

子
ど
も
た
ち
に
׳
れ
さ
せ
、
な
じ
ま
せ
て

い
く
か
。
֤
教
Պ
等
の
学
び
を
๛
か
に
す

る
言
語
活
用
能
力
の
育
成
に
際
し
て
、
ま

ず
こ
う
し
た
点
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
が
出
発

点
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

֤
教
Պ
・
ྖ
Ҭ
の

༰
は
、
文
字
や
音
声

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
ま
た
言
葉
を
使
う

こ
と
を
通
し
て
学
ば
れ
て
い
く
。
子
ど
も
た

ち
が
自
身
の｢

言
葉
の
ア
ン
テ
φ｣

を
ߴ
く

す
る
こ
と
で
、
教
師
が
言
葉
一
つ
一
つ
を
取

り
上
げ
な
く
て
も
、

༰
を
આ
໌
し
て
い
る

言
葉
や
、
や
り
と
り
の
中
で
ަ
わ
さ
れ
る
言

葉
に
ண

で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
こ
と

が
学
習

༰
の
ਂ
い
理
解
に
も
つ
な
が
っ
て

い
く
だ
ろ
う
。

教
Պ
等
の
学
習
を
ࢧ
え
る
言
語
活
用
能
力

に
つ
い
て
、
ま
ず
、
先
の
学
習
ࢦ
ಋ
要
ྖ
で

ܝ
げ
ら
れ
た
言
語
活
動
の
ॆ
実
の
取

を
振

り
返
る
こ
と
で
、
࠶
考
し
て
み
た
。

教科等の学習における学びを深める

｢言葉｣ を意識した学習活動の充実

子どもたちは、最終的には教科書で使われている語彙や文
法をマスターし、それぞれの教科の意味構築のあり方に慣
れていく必要がある

教　師

児童・生徒

教科書各教科等の
内容

言語活動（書く、話し合う…）

話し言葉に
よる説明

書き言葉に
よる説明

小学校における学びを深める場の工夫
—「教科の言葉」に慣れていく—

その教科の「言葉」や「言葉の
使い方」に関心をもち、慣れて
いくように工夫する

｢沸騰とは…｣

教　師 教科書

児童・生徒

話し言葉　　書き言葉

言語活動

ぶくぶくしてきた！

沸騰してきた！

「
言
葉
の
ア
ン
テ
ナ
」
を
高
く

す
る
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知っておきたい教育NOW 

｢

΅
く
の
世
界
、
君
の
世
界｣

ớ
教
育
出
൛

６
年
Լ
Ờ
と
い
う
、
ㆫ
㆗

㆐ݚ
㇓

ࢯ
が
書
い
た
આ
໌

的
文
章
が
あ
る
。
私
の
学
級
で
は
学
習
ܭ
ը

を
立
て
る
際
、
ච
者
の
論
の
進
め
方
を
読
み

解
く
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る

の
か
、
を
子
ど
も
に
委
ね
た
。
グ
ル
ー
プ
で

対
話
を
し
た
り
、
学
級
全
体
で
ަ
ྲྀ
し
た
り

す
る
場
が
個
々
の
問
題
意
識
と
ט
み
合
う
よ

う
に
、
༧
め｢

第
４
時
は
ච
者
の
主
ு
に
つ

い
て
の
問
い
を
立
て
よ
う｣

｢

第
̑
時
は
આ
໌

の


に
つ
い
て
の
問
い
を
立
て
よ
う｣

な

ど
と
大
ま
か
な
方
向
性
を
ࢦ
定
し
た
。
し

か
し
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
問
い
を
立

て
、ど
の
よ
う
な
方
法
で
追
ڀ
す
る
の
か
は
、

個
々
に
任
せ
た
。｢

﹃
自
分
だ
け
の
心
の
世
界
﹄

と
は
何
だ
ろ
う｣

と
い
う
問
い
を
立
て
る
子

も
い
れ
ば｢

伝
え
合
う
た
め
の

力
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う｣

と
い
う
問
い
を
立

て
る
子
も
い
た
。
୯
ݩ
の
ޙ

に
な
る
に
つ

れ
、
問
題
意
識
が
よ
り
多
様
化
す
る
こ
と
を

౿
ま
え｢

第
６
時
は
ච
者
の
主
ு
を
ߋ
に
追

ڀ
す
る
の
か
、
આ
໌
の


に
対
す
る
考
え

を
ਂ
め
る
の
か
、
自
分
自
身
で
決
め
よ
う｣

と
、
自
由
度
の
ߴ
い

げ
か
け
を
し
た
。
同

じ
１
時
間
の
中
で｢

﹃
一
人
き
り
の
自
分
﹄

と
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う｣

と
、
ච
者
の

主
ு
に
つ
い
て
考
え
る
子
が
い
た
り｢

ච
者

は
事
ྫ
の
ॱ
ং
を
ど
の
よ
う
に


し
て
い

る
の
だ
ろ
う｣

と
、
論
の
進
め
方
を
考
え
た

り
す
る
子
が
い
る
状
況
だ
。
第
４
時
Ỗ
第
６

時
に
は
、
1
୯
Ґ
時
間
の
中
で
、
ù÷
分
Ỗ

ú÷
分
は
個
ผ
学
習
の
時
間
と
な
る
。
学
習
ܭ

ը
は
、
学
習
の
状
況
࣍
第
で
ॊ
ೈ
に
変
ߋ
し

て
も
よ
い
こ
と
を
伝
え
た
ớ
ਤ
１
Ờ。

こ
う
し
た
学
習
ܭ
ը
ͮ
く
り
は
、
い
き
な

り
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
４
月
か
ら
֤
୯

ݩ
の
学
習
ܭ
ը
ͮ
く
り
を
す
る
際
、
大
ま
か

な
方
向
性
に
基
ͮ
く
問
い
の
立
て
方
の
ࢦ
ಋ

を
ੵ
み
重
ね
た

に
、
少
し
ず
つ
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
自
ら
の
問
題
を
自
ら

の
方
法
で
解
決
し
よ
う
と
試
み
、
そ
の
結
果

を
共
有
し
合
い
、
加
ච
・
म
ਖ਼
を
加
え
る
プ

ロ
セ
ス
を
重
ね
る
こ
と
で
、
教
師
が
主
ಋ
し

な
く
て
も
、
子
ど
も
自
ら
が
動
き
出
せ
る
学

習
環
境
が
整
い
、｢

主
体
的
に
学
習
に
取
り


む
ଶ
度｣

が
育
っ
て
き
た
。
教
師
の
役
割

は
、
子
ど
も
が
立
て
る
問
い
の
方
向
付
け
、

学
習
方
法
の
ఏ
Ҋ
、
個
ผ
学
習
の
際
に
手
が

か
り
と
な
る
ࢹ
点
を
ࣔ
す
こ
と
等
、
個
々
に

ࢦ
ಋ
・
ॿ
言
す
る
役
割
が
主
に
な
る
。
個
の

学
び
の
Ձ
値
付
け
を
し
な
が
ら
全
体
に

հ

し
、
本
時
の
学
習
の
方
向
付
け
を
す
る
こ
と

も
大
切
だ
。
学
級
全
体
に
必
要
な
ࢦ
ಋ
事
߲

東京ށߐཱ۠ધງୈೋখ学ߍ

തོݪ౻　ಋ教་ࢦ

①
子
ど
も
と
ڞ
に
学
習
ܭ
ը
を
ཱ

て
る
際
、
大
·
か
な
ํ

ੑ
を

ࣔ
し
ͭ
ͭ
も
、

い
の

༰
は

ҕ
Ͷ
る
。

②
Ұ
ਓ
Ұ
ਓ
に
と
っ
て
࠷
ద
な
学

習
ํ
๏
を
子
ど
も
自
身
が
બ


し
、
実
ߦ
す
る
こ
と
で
学
び
は

ݸ
ੑ
Խ
す
る
。

③
��
Ỗ
��

の
ݸ
ผ
学
習
の


は
7
6
$
"
ۭ
ؒ
。
教
ࢣ
は

0
0
%
"
ϧ
ồ
ϓ
を
ճ
す
こ
と

で
ủ
指
導
の
ݸ
ผ
Խ
Ứ
を
図
る
。

ポ
イ
ン
ト V

U
C
A
࣌

Λ
ੜ
͖
る
ࢠ
Ͳ


ͨ
ͪ
の
ͨ
Ί
に
·
ͣ


ࢲ
ͨ
ͪ
教
ࢣ
͕
༧
ఆ
ௐ

な

त
ۀ
Λ

͠
·
ͤ
Μ
͔
ʁ
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は
、
個
ผ
学
習
を
中
அ
し
、
即
座
に
全
員
に

伝
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

第
４
時
Ỗ
第
６
時
、
子
ど
も
た
ち
は｢

΅

く
の
世
界
、
君
の
世
界｣
を
読
む
際
、
ෳ


の
思
考
π
ー
ル
の
中
か
ら
自
ら
最
ద
だ
と
思

う
も
の
を
બ

し
、
自
分
に
合
っ
た
方
法
で

読
み
解
い
た
こ
と
を
表
現
し
た
ớ
ਤ
̎
Ờ。

思
考
π
ー
ル
だ
け
で
は
な
く
、
ਤ
３
の
よ

う
に
、
ノ
ー
ト
に
自
由
な
レ
イ
ア
ウ
ト
で
ه

ड़
す
る
子
も
い
たớ
ਤ
̎�

ᶃ
、ᶄ
や
ਤ
３
は
、

す
べ
て
第
６
時
Ờ。

こ
こ
で
大
切
な
の
は
、
一
人
一
人
に

と
っ
て
最
ద
な
学
び
の
方
法
を
子
ど
も
自

身
が
બ

す
る
こ
と
だ
。
教
師
の

合

で
、
子
ど
も
に
一
つ
の
方
法
や
ϫ
ー
ク
シ
ー

ト
を
押
し
付
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
れ
ら
を.

JDSPTPGU�5FBN
T

に
て
共
有

し
た
こ
と
で
、
加
ච
・
म
ਖ਼
す
る
動
き
が
活

性
化
し
た
。

子
ど
も
一
人
一
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
問
い
を

立
て
て
、
自
分
な
り
の
学
習
方
法
で
そ
の
解

決
に
向
か
う
教
ࣨ
は
、
༧
ଌ
ࠔ

な
空
間

と
な
る
。
教
師
も
子
ど
も
も
、
必
然
的
に

7
6
C
"
空
間
の
一
員
と
な
る
の
だ
。
誰
が
、

ど
の
よ
う
な
学
び
を
行
う
の
か
を
༧
ଌ
す
る

こ
と
は
あ
る
程
度
Մ
能
だ
が
、
ま
ず
༧
ଌ
通

り
に
な
ら
な
い
。
教
師
が
ద
切
な
ॿ
言
や
Ձ

値
付
け
を
す
る
た
め
に
は
、
子
ど
も
の
様
子

を
ॠ
時
に
観

し
、
か
か
わ
り
な
が
ら
状
況

を
理
解
し
、

அ
を
し
て
声
ֻ
け
を
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
1
%
C
"
α
イ
ク

ル
と
い
う
よ
り
、
0
0
%
"
ル
ー
プ
ớ
観


ớ
0
Ờ・
状
況
理
解
ớ
0
Ờ・
決
め
る
ớ
%
Ờ・

動
く
ớ
"
ỜỜ
を
回
す
イ
メ
ー
ジ
だ
。
状
況

理
解
を
進
め
る
た
め
に
は
、
個
々
が
本
時
に

ど
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
た
か
を
Մ
ࢹ
化

す
る
こ
と
が
必
要
だ
。
ච
者
は
、
子
ど
も

が.
JDSPTPGU�'PSN

T

に
入
力
し
た
前
時
の

振
り
返
り
を
ࢀ
考
に
し
た
り
、
本
時
の
問
い

を
ミ
ニ
ϗ
ϫ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
書
か
せ
た
り
し

て
、
Մ
ࢹ
化
を
ਤ
っ
た
ớ
ਤ
４
Ờ。

こ
れ
に
よ
り
、
ࢦ
ಋ
の
個
ผ
化
が
ਤ
れ
た

だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
同
࢜
の
か
か
わ
り
が

࣍
々
に
生
ま
れ
た
。｢

˓
˓
さ
ん
と
同
じ
問

い
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
話
し
か
け
て
み
よ

う
。｣

と
か｢

˗
˗
さ
ん
と
同
じ
思
考
π
ー

ル
を
使
っ
て
い
る
か
ら
、
ど
ん
な
こ
と
を
書

い
て
い
る
の
か
を
確
か
め
よ
う
。｣

と
い
っ

た
、
必
要
感
か
ら
生
ま
れ
る
自
然
発
生
的
な

対
話
が
֤
所
で
行
わ
れ
た
。
タ
イ
ミ
ン
グ
は

֤
自
に
委
ね
た
た
め
、
؇
や
か
な
ܨ
が
り
の

中
、
҆
心
し
て
学
べ
た
よ
う
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
教
ࣨ
を
7
6
C
"
空
間

に
す
る
こ
と
で
、
少
し
ず
つ
時
代
の
要

に

Ԡ
え
う
る
言
語
能
力
を
育
む
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

教
師
主
ಋ
の
༧
定
調

な
त
ۀ
を
行
っ
て

き
た
私
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
れ
を
脱
٫
し
、

子
ど
も
主
体
の
༧
ଌ
ࠔ

な
त
ۀ

の
Ҡ
行

は
、先
が
見
え
ず
ා
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
時
代
の
変
化
に

っ
て
ࣾ
会
や
ا
ۀ

が
変
ֵ
を
続
け
る
中
、
教
ࣨ
の
中
が
い
つ
ま

で
も
چ
ଶ
ґ
然
と
し
た
ま
ま
で
は
、
い
け
な

い
だ
ろ
う
。
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児童生徒は、タブレット端末を家庭に持ち帰り、宿題や調べ学習、反転
学習等に活用しています。
中学校では、学習アプリを活用することで、定期テストを廃止し、教員

のテストづくりや採点業務を軽減しています。また、教員はアプリの学習
履歴を確認しながら評価に活用することもできます。
各小中学校において、タブレット端末を授業等での学習と家庭に持ち

帰っての学習とによるハイブリット学習を進めています。
さらに、コロナ禍やインフルエンザ等の学校・学級閉鎖に備えて、オン

ライン学習（Zoom）を行ったり、町のケーブルテレビで学習内容を放映
したりと町独自の「学びの保障」の確保に努めています。

平成 29 年度に福島県モデル地区として地域学校協働本部事業を開始し、
学校応援事業・放課後子ども教室事業・学習支援事業・家庭教育支援事業等
の事業を地域コーディネーターが窓口になった取組を積極的に行いました。
こうした地域の教育力を活用した取組が評価され、平成 30 年度に文部科学
大臣表彰を受けました。
学校運営協議会が学校運営の方針を示し、地域学校協働本部が学校運営の

推進力となって、自転車の前輪と後輪のごとく地域の教育力を取り入れた「地
域に開かれた学校」を進めています。

平成 29 年に小学校舎内に開設された家庭教育相談室「こころのオア
シス」は、子どもや保護者、地域住民の子育てや家庭での悩みの相談
など、地域の子育て支援の窓口として機能しています。今では、教室
になじめない子どもや不登校の子どもの心の居場所になっています。
「こころのオアシス」は、小学校１階に設置され、校舎内を通らずに、
直接外からも入ることができます。町で雇用する相談員が２名常駐し、
いつでも相談できる体制をとっています。昨年度の相談件数は、児童
生徒約 700 件、保護者約 120 件で、「学校であって学校でない」場所と
して、多くの方に利用されています。
昨年度、「こころのオアシス」活動の成果が高く評価され、文部科学

大臣表彰を受けました。

中学校では、「産官学民連携教育プラン」の特色ある教育活動として、
「アントレプレナーシップ教育」を行っています。武蔵野大学アントレプ
レナーシップ学科の教授や学生、さらに地域おこし協力隊、地元の社団
法人等の協力で、中学２年生の生徒が町の活性化に向けたアイディアを
探究しています。生徒のアイディアは、町が進めている町民参加型プラッ
トフォーム「デシディム」を活用してオンライン上に公開し、実現に向
けて地域の意見を取り入れています。
生徒の新しい学びの力として取り組んできた結果、平成 29 年度に文部

科学大臣表彰を受けました。

西会津町では、誰一人取り残すことのない特色ある教育を進めてきた結果、ここ数年で、3つの文部科学大臣表彰を受け
ることができました。この度のコロナ禍を経験する中で、予測困難な時代を生きていく子どもたちを育んでいくためには、
教師が「子どもを教え育てる学校」ではなく、子どもたちが自ら課題をつかみ、自ら答えを出していく課題解決学習に取
り組むことにより、「子どもが育つ学校」づくりを進めていくことが重要であると考えます。これからも、新しい時代を切
り開く人材を輩出するよう邁進してまいります。
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西会津町は、豊かな自然と地域学校協働本部事業の「地域の教育力」を活用した教育に取り組んでいます。この体験的
な活動や基礎・基本となる学び（不易）は、子どもたちの「非認知能力」を育成して、テストなどでは数値化されない「人
生や将来を豊かにする力」となっています。
学校は、西会津町の自然や歴史、文化、産業等の学習を教育課程に位置づけて、地域コーディネータ―が窓口となって

地域学習を行っています。
また、予測困難な時代を生きていく子どもたちに、「産官学民の知のリソース」を活用し、学校にはない資源を外から取

り入れ、既成概念にとらわれず新しい学び（流行）と融合させた教育を推進しています。

「人づくりは町づくり」との町長の思いから、町長自らが塾長として「西
会津こども研幾塾」を開設しています。塾は、毎年 6月に開塾し、11 月に
閉塾するまでの半年間に 12 回開催されます。町の不易である自然、歴史や
文化を地域の方から直接話を聞いて学んだり、会津の民芸品である赤べこ
の絵つけや地域伝統の出ケ原和紙の手すきの体験活動をしたり、オンライン
を使った西会津出身の企業家による講話を行います。また、ロボット相撲
のプログラミングやドローン操作、3Ｄプリンターを使った作品づくり等の
最先端技術を体験します。閉塾式では、子どもたち一人一人が持続可能な
町にしていくための対策として人口減少問題、空き家対策、移住定住問題
等を子どもの視点で考えて発表します。閉塾式の最後には、子どもたち自らが漉

す

いた和紙の修了証が町長から授与されます。

各学校では、「産官学民連携教育プラン」の基本理念のもと、学校教育
や生徒指導、特別支援教育の充実に努めています。
特に「令和の日本型学校教育」へ向けて、「新しい学びの創造とエビデ

ンスの構築」を目ざして取り組んでいます。これまでは、「経験と勘と気合
い」と言ういわゆる 3Ｋの教育が、ややもすると行われていました。しか
し、子どもたち一人一人のエビデンスに基づく指導を行う必要性がありま
す。そのため、学校にはない外の資源として、「産官学民の知のリソース」
を活用し、多くの企業、文部科学省、県教育委員会、会津大学、福島大学
等と連携した教育を進めています。

また、GIGAスクール構想により、各教室には電子黒板やパソコン、アップルTVを整備し、ICTを積極的に活用した
授業を進めています。一人一台のタブレット端末を活用することで、新たな学びの姿が生まれてきました。

町では、山間部等のデジタル放送の難視聴地域があることにより、町内全域にケーブルテレビ回線を整備しています。
現在は、光ケーブル回線に替え、契約家庭ではインターネットを利用できます。児童生徒の家庭でインターネット未契約
の家庭に対して、町が費用の補助をすることで、すべての児童生徒の家庭でインターネットへの接続が整備されています。

「不易流行」を教育基本に
「産官学民の知のリソース」を活用した教育の創造
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─「しっぴータイム」を通して─

日本語学会では2022年度から ｢中高生日本語研究
コンテスト｣ を開始しました。中高生に日本語に関
心をもってもらい、言語や言語文化への探究心を育
むとともに、学校現場と研究者コミュニティーをつ
ないで、日本語学の知見を活用してもらうことなど
をねらいとしています。
記念すべき第1回のコンテストは2022年9月1日
から9月 30日を応募期間として、研究計画を5分程
度でプレゼンする ｢アイデア部門｣ と、分析結果を
示し結論までを10分程度でプレゼンする ｢リサーチ
部門｣ の二つの部門を設けて作品を募集しました。
学会としても初めての試みでしたが、アイデア部
門44件、リサーチ部門23件、あわせて67件という
多くの応募がありました。内訳は中学生が12件、高
校生が55件、参加してくれた学校数は30校に及びま
した。また、個人による作品は41件、2人以上のグルー
プによる作品が26件でした。
コンテスト実行委員と学会理事あわせて28名の審
査員による審査の結果、アイデア部門では最優秀賞
１件、優秀賞5件、奨励賞3件、リサーチ部門では
最優秀賞1件、優秀賞4件、奨励賞1件の合計15件
が表彰作として選ばれました。表彰式は2022年 10月
29日にオンラインで開催された日本語学会秋季大会
の式典の中で行いました。
惜しくも選に漏れた作品にも独創性のある意欲的
なものが多く、全ての作品に対して評価できる点や
今後考えてみるとよいところなどについて、審査員
からのコメントを送っています。
日本語学会では第2回のコンテストも実施します。
今回も多くの中高生の皆さんからの応募をお待ちし
ています。日本語に興味はあるが、何をどのように研
究すればよいかよくわからないというかたがたには、
日本語研究のトピックや方法をわかりやすく説明し
た動画をホームページに掲載したり、学会所属の研
究者によるサポート
サービスを行ったり
していますので、ど
うぞご活用ください。

ઐमେֶɹڭत Լɹࢁ

｢中高生日本語研究コンテスト｣
を知っていますか？

Ҵཱࢢೆࢁখֶߍɹߍ ɹ·Ͳ͔ࠜࢁ

本校では、梨の生産量が東京都で一番という市の
特色を生かして、総合的な学習の時間を中心に、３
年生では近くの梨園で梨の花の受粉や袋掛け、収穫
等を体験的に学び、６年生では稲城市の魅力を考え、
広める活動を行っています。広める方法としては模
擬会社を設立し、地元の企業等の協力を得て魅力が
伝わる商品を開発し、クラウドファンディングを活
用して発信しています。
模擬会社を設立する際には、地域の税理士や起業

家から会社の組織やしくみ、やりがい等について教わ
ります。そして、児童は社長・副社長、経理部、デザ
イン部、広報部、ウェブ部、販売部等に役割分担をして、
商品の選定、デザイン、資金計画、宣伝について考
えて準備を進め、保護者や地域の方へ説明を行った
後クラウドファンディングのサイトに公開し、支援
いただいた方に返礼品を届けます。
実際の商品を扱うので、自分たちの考えを保護者

や地域のかたがたに伝えた上で意見を伺って修正し
たり、思いが伝わるように説明や広報の仕方を工夫し
たりする等、児童は創造性を発揮し、他者と協働し
て責任をもって課題を解決していきます。また、自
己を活かす役割を担うので、一人一人が主体的に取
り組みます。そして、利益が出たら梨の生産の振興
や地域の自然の保全のためになることに使う等、具
体的な目標を設定して活動します。
クラウドファンディングの公開終了後は、返礼品

として商品を提供し、アンケートで感想や励ましを
いただくことにより、児童は稲城市の魅力を広めら
れたと達成感をもつことができます。
今後も家庭や地域のかたがたと連携・協働して、

児童が社会の中で自分の役割を果たし、自分らしい
生き方を実現する
ための可能性を引
き出していきます。

未来を切り開く力の育成
─クラウドファンディングを活用した　
　起業家教育を通して─

令和３年度のクラ
ウドファンディン
グの返礼品と、利
益で購入して近く
の里山に設置した
フクロウの巣箱
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　　全国各地のさまざまな取組を紹介します。



─「しっぴータイム」を通して─

　　

太尾小学校は、地域、保護者の皆様が学校運営に
参画する気風があり、防災まちづくりを進める理
念 ｢ふるさと太尾構想｣ を共有し、防災まちづく
りを持続発展させています。
太尾小学校防災拠点訓練は、発災時に家の中で身
を守る家庭内避難訓練から始まります。次に、初
期消火・救出救護等を各自治会等で工夫して行い
ます。その後、校庭で多様な訓練を行い、全校児
童と保護者が授業として参加しています。その際、
地域防災拠点運営委員会、お父さんたちの会、PTA、
教職員が協働作業を行います。
この訓練を通して防災・減災への意識が高まり、
自分の命は自分で守る、隣近所で助け合う、その
自助、共助を学ぶ学区全体の防災訓練とまちづく
りを構築してまいりました。
これらの取組を評価いただき、令和２年度 ｢防災
まちづくり大賞総務大臣賞｣、令和３年度 ｢防災功
労者内閣総理大臣表彰｣ を受賞することができま
した。災害で被災するのは最終的に個人と家庭で
あり、｢自助力向上｣ こそ防災、減災の目標です。
｢共助力｣ は、本学区では ｢学区の防災マニュアル｣
が存在しているという、｢公助（学校等）と地域、
保護者の連携｣ が下支えとなっています。こうし
た防災まちづくりが持続発展していくよい循環が
できています。
コロナ禍で多くの人が一同に集まることが難しく
なりましたが、これらの取組は方法を変えながら
実施しています。8月にはコロナ禍で長く実施でき
ていなかった ｢太尾小ふるさとまつり｣ を縮小規
模ではありますが 3年ぶりに実施することができ
ました。
学校を核とした地域防災の取組の継続は、地域の
防災意識の涵

かん

養
よう

につながっています。そして、こ
れらの経験を積み重ねた子どもたちが、将来地域
の防災活動の中心を担うことになることを願って
います。

愛知県津島市では、令和４年９月より、AI 機能
をもった人型ロボット（シャープ・ロボホン）と
レゴブロックを各小中学校に 21 体ずつ、それぞれ
252 体導入した。全国最大規模のロボットの数で、
楽しく役に立つ ｢きらりと光る津島の教育｣ を目
ざすことにした。人型ロボットは、プログラミン
グを見える化する手立てである。
８月に教員に向けての研修会。10 月から子ども

たちに向けて、外部講師による機器の活用の授業が
スタートした。市ではプログラミング教育を通し
て、筋道を立てて考える論理的思考力を育てたい
と考えている。また試行錯誤をすることで、友達
と対話しながら、考えを柔軟に修正する力を育て
たいと思っている。このような教育を通して、理
数科の好きな、ものづくりに関心をもつ子どもた
ちを育てたい。
10 月、津島市立南小学校６年竹組（宮川勇作教諭）

で総合 ｢はじめよう！　プログラミング学習｣（10 時
間完了）の授業を行った。｢LEGO SPIKEプライム｣
を使い、｢ブレイクダンサーを組み立て、プログラ
ムを組んでいろいろな動きを楽しむ｣ 学習を行っ
た。授業では ｢チュートリアルを視聴｣ し、３人１
組で ｢ブレイクダンサーを協力して組み立て｣ ｢プ
ログラムを組み替えて、いろいろな動き｣ を試した。
最後に本時の学習を振り返り、タブレットに入力
した。この授業では｢自分で考えた動きをするため、
必要なコードを組み合わせ正しいプログラムを組
むこと｣ を狙いとした。
今後はプログラミング教育のカリキュラムカレ

ンダーを作成するとともに指導事例を着実に増や
していきたいと考えている。一度、津島市のプロ
グラミング教育をご覧ください。

ԣཱࢢଠ
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ඌ
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学校を拠点とした学区全体
での防災まちづくり

全国最大規模のロボットに
よるプログラミング教育

地域防災拠点訓練ロボットを組み立てプログラミング

教育出版 Educo No.60 1213 教育出版 Educo No.60



　　

学校賞：北海道　札幌市立豊
とよ
園
ぞの
小学校
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この作品には、ちかいところは車じゃなく歩いて
いって、車からだすはいきガスの中にある高熱をあ
まりださないようにして、地球のかんきょうがよく
なってほしいという思いがこめられています。
ちかいところは歩いていって、電気自動車をふや

して、かんきょうのいい未来になってくれるとうれ
しいです。 

会、毎日新ฉ社、毎日খ学生新ฉڀݚ教ҭڥߍ協会、全国খத学ڥ教ҭ学会、日ຊڥল、日ຊڥԉʗޙ˕

メッセージ

会、毎日新ฉ社、毎日খ学生新ฉڀݚ教ҭڥߍ協会、全国খத学ڥ教ҭ学会、日ຊڥল、日ຊڥԉʗޙ˕

入賞作品発表

イタリア・サルデーニャ島のペローザ海岸に行きました。
ここは、海岸の浸食を抑制し、環境を保護するために、毎日、
入場する人数が制限され、ゴザを使うことがぎむづけられて
います。
日本の畳と同じ ｢い草｣ で作られたようなゴザです。なの

で、私達もゴザを持って、海へ行きました。
ゴザは、布せいのシートなどに比べて、砂浜の砂が吸い付
く可能性が低いため、砂を持って帰られる量がへり、真っ白
な砂浜を守るため、とても大切なことだそうです。
日本で親しみのあるゴザがきれいな海と砂浜を守るため、
とても有効に活用されていると知り、嬉しくなりました。
一人一人の小さな協力が、地球の自然環境を守ることにつ
ながるのだと思いました。 

　　　あるいていこう
大
おお

野
の

颯
そう

佑
すけ

一人一人の協力で地球を守ろう
 　石

いし

谷
たに

優
ゆう

佳
か

海外　日仏文化学院パリ日本人学校 3年 地球となかよし大賞

評この作品の特徴は、日本の畳にもある「い草」というごく身近な物から地球の自然環境を守ることを考えたことです。

評  この作品は、「歩く」というきわめて身近な日常的
　行動から「地球の環境」を考えたことが特徴です。

第20回

今までの作品は、絵のすばらしさや説明文のなかにある新しい視点に基づく
作品が多かったように思います。今年は、日常生活にあるごく身近な回りにあ
る物をもとに、地球の負担を考えた作品が多かったように思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評：審査委員長　角屋重樹

福岡県　大牟田市立吉野小学校　4年環境大臣賞
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どこに行ってもいつもごみが身の回りにあります。
海に行っても山のてっぺんに行っても、ごみはどこでもついてきます。
それは、私の学校のカフェテリアでも起こっています。
カフェテリアの給食では、たくさんの発泡スチロールの皿と、プラスチックのパッケージに包

まれたフォークやスプーンを毎日使い捨てています。
私の学校だけで、約920人もの子供たちが、発泡スチロールの皿とプラスチックのフォーク

やスプーンを使って、一週間に約4,615個が捨てられています。
地球が大きなごみ箱にならないように、これらの素材を再利用できるものに変えていくことが

必要だと思います。 

わたしのおとうさんは、おにわでおやさいをつくっ
ています。ミニトマト、きゅうり、なす、ピーマンです。
　なつ休みにたくさんできたので、わたしもお手つだ
いをしました。でも、へんな形のおやさいもできました。
　見た目がわるいので、わたしは、たべたくなかったけれど、たべてみたらふ
つうのおやさいと同じあじでおいしかったのでおどろきました。
おかあさんが、見た目のわるいおやさいは、うりものにならないと言ってい
ました。同じおやさいなのに、かわいそうだと思いました。　　
これからは、見た目がわるくてもすてないで、おいしくたべようと思います。 

ぼくの三さいからのともだちが、おとうさんのし
ごとのつごうで、アメリカにてんこうしました。
ぼくは、ちきゅうぎでアメリカと日本がどれだけ

とおいかをみました。
ひこうきで、ちきゅうのうえをとおったのかな、ちきゅうのよこをとおっ

たのかな。
日本のはんたいがわですが、ちきゅうぎでみても、ひとつの世かいとお

もいました。
もっと世かいのくにや、ひととなかよしになれるように、いろんなこと

をしりたいとおもいました。 

私の通っている小学校には大きな木やきれいな花
がたくさんあります。５年間通い続けて、植物がか
れているところを見たことがありません。それは、
学校の誰かの努力で守られているのだと思います。
地球の自然をこわしているのは人間です。でも、その自然を守れるのも人
間です。2030年には、家がない、食料がない、水もない…　そんな未来になっ
ているかもしれません。
そんな未来を作らないように、一人一人が努力し、支え合い、みんなで安
全・安心で笑顔でいっぱいの未来を作りたいです。 

　たすけて！ゴミを出さないでください！

　シェルトン未
み

来
く

海外　中部テネシー日本語補習校　6年

形のへんな　
はたけのおやさいたち

古
ふる

川
かわ

華
か

雅
が

理
り

東京都　日野市立夢が丘小学校　2年

　アメリカのともだち
初
はつ

村
むら

幸
こう

乃
の

輔
すけ

東京都　中央区立久松小学校　1 年

　　みんなで守る地球の自然
植
うえ

草
くさ

千
ち

晴
はる

東京都　小平市立第五小学校　5 年

日本環境
教育学会賞

評 この作品の特徴は、野菜の形に注目し、見た目の悪さと野菜の味との関係をも
　とに、物事の判断の仕方を考えたことです。

評 この作品は、発砲スチロールなどが学校でたくさん使われ、捨てられているゴミの量から、「地球環境」を考えたことが特徴です。

評この作品の特徴は、アメリカに行った友だちの場所を地球儀で調べ、日本の位置関係から「仲よくする」重要性に気付いたことです。

評 毎日通っている学校の花壇の植物が枯れたことがないことから、自然を守る大切さに気付
　 いたことが特徴です。

全国小中学校
環境教育研究会賞

毎日小学生
   新聞賞

毎日新聞社賞
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たねのさいりよう

穴
あな

原
はら

　ひなの 東京都 日野市立夢が丘小学校　2年

みんないっしょ

ペッツォルト エマ　心
こころ

美 海外　シンガポール日本人学校
　　　　　　　　　　　　　　　クレメンティ校　2年

　みなさんは、たべたあとにのこっ
たたねをどうしていますか。たねに
もいのちがあるのを知っていますか。
わたしは、すいかやいちごやみかん
のたねなどをとっておいています。
　一年前、わたしはアボカドをたべ
ていました。アボカドのたねは、丸
くてピンポンだまくらいの大きさで
す。このたねをそだててみることに
しました。

　はじめに、たねにようじをさして、水にうかべました。みるみるう
ちに、下から白くてすこし太いねっこが、すう本はえてきました。つ
ぎに、うえきばちに土を入れてうえました。
　今は、くきが太くなり、はっぱもいっぱいはえています。ごみとし
てすてられていたはずのたねも、そだててあげればすてきないのちを
見せてくれるのです。 

わたしのおかあさん
は、日本人で、おとう
さんは、ドイツ人です。
ひさしぶりに夏休み
にかえったドイツであ
そんだいとこたちや、
あたらしくできた友だ
ちのかみや目やはだ
の色はちがいました。
でも、とてもなかよしになりました。
わたしのすんでいるシンガポールのお友だちも、色んなくに
の子がいます。見ためはちがうけれども、みんなわたしのかぞ
くやお友だちです。これからずっとです。
大人の人たちも、ちがうくにどうしなかよくしたら、せかい
がもっとよくなるのになと思いました。 

あなはら

入賞作品入賞作品

　　 　　　　地球に自由を

奥
おく

田
だ

航
こう

大
た

千葉県　市川市立大柏小学校　６年

地球は今、人間に汚され、壊される、そんなものに縛られています。
例えば掃除を１時間しても、汚すのは５分ほどで１時間前と同じ
ようにできます。このように、汚すのは簡単ですが綺麗にするのは
大変です。
汚すのを地球で繰り返すと、地球は泣いてしまいます。ですが、
みんなが意識をもって取り組んでいけば、地球は笑ってくれます。
なので、身のまわりのことを見直して、地球をきれいにしていく
ことが今、人々がするべき行動だと思います。 

　　 　　　　
おく だ

入賞作品入賞作品きれいなあさがお
野
の

村
むら

香
かおり

有 東京都　小平市立第五小学校　1年

　デイサービスにいるおじいちゃんたちに、あさがおをプレゼント
しました。
　あるくのがゆっくりだから、へやであさがおをみて、なつをしっ
てほしいとおもったからです。 

の むら

入賞作品
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第20回 メッセージ

入賞作品

わたしは、花やきれいな海が大すきです。
だから、ちきゅうに ｢ありがとう｣ の気もちをつたえたくて、

友だちと花かんむりのプレゼントをしたいと思って、この絵をか
きました。
これからも、大すきな花や海をだいじにして、たのしくくらせ

るちきゅうをもっとたいせつにしたいです。

　 　　ちきゅうさんありがとう
　　　庄
しょう

司
じ

菜
な

月
つき

徳島県　
　　　　　　　　 藍住町立藍住西小学校　2 年

評 この作品は、大きな花やきれいな海などがある地球に対する気持ちを、心
　 温まる絵で表現していることが特徴です。

審査員
特別賞
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スーパーミキサーしゃ

中
なか

村
むら

亮
りょう

介
すけ

海外　ハノイ日本人学校　1年

朝のひみつ

鈴
すず

木
き

敦
あつ

士
し

埼玉県　私立星野学園小学校　2年

　このミキサーしゃは、なかにゴミをいれると、まわって、さっきい
れたゴミが、ちきゅうにいいものにかわってでてきます。
　きやはっぱや、つぼみやはながでてきます。いつか、じぶんでうん
てんしてみたいです。 

ぼくは三才から、毎年、朝顔を育
てています。今年は、ひみつの計画
を立てました。それは、朝顔がさく
ところを見ることです。今まで、朝
顔は朝が来ることを知ってさくんだ
と思っていました。でも、知ってし
まいました。太ようがしずんで、十
時間たつとさくようになっていると
本に書いてありました。

そこで、朝四時にベランダに出ると、朝顔はつぼみを少しふ
くらませて、今にもひらきそうです。じーっと朝顔を見はると、
ぱちんとほどけて、空にそまるようにゆっくり大きく広がって
ピンクの花が開きました。朝のひんやりした空気と朝顔がぼく
にシャキッと元気をくれました。
ぼくは、今年もありがとうと、来年も大切に育てるよと朝顔
に約束をしました。 

なかむら

入賞作品
すず き

入賞作品

　　 　　　火山と共に生きる

江
え

平
ひら

成
なり

秀
ひで

埼玉県　富士見市立水谷小学校　5年

　日本と中国のかけ橋となった楽器

　　藤
ふじ

田
た

歓
かん

苗
な

・藤
ふじ

田
た

柚
ゆず

葉
は

・伊
い

藤
とう

愛
あす

純
み

海外　上海日本人学校浦東校　5年

火山・桜島
錦江湾に浮かぶ桜島
は、鹿児島のシンボルと
いわれている複合火山。
約２万６千年前に誕生
し大噴火を繰り返してい
る。
火山災害を受けながら

もこの地に住むのは、農産物や温泉、景観など火山のもたらす恵み
があるから。人々は火山と共に暮らしている。
実際にインタビューしてみた。
Q　年に何回噴火する？　A　100～800
Q　困ることは？　　　　A　洗濯物が汚れる
Q　良いことは？　　　　A　観光客がくる
鹿児島は人々が今も噴火を繰り返す活火山と上手に共生してい
る、世界でも稀な場所だ。 

中国には伝統的な
楽器がたくさんあり
ます。その中で琵琶
（ピパと発音します）
は日本の琵琶（びわ）
の祖先です。また洞
簫(ドンシャオ)は、
竹の縦笛で日本の尺
八の祖先です。そし
て、私たちはその楽器に実際にふれる機会があり、歴史を感じること
ができました。漢字も楽器も中国から日本に渡って来たので、２つの
国の文化が似ているんだなと思いました。
これからの中国生活でも、日本と中国の似ているところ、ことなっ
ているところを見つけていきたいです。中国と日本の交流が、これか
らもっと大きく発てんしていくように、　私たちもがんばりたいです。

　　 　　　
え ひら

入賞作品

　日本と中国のかけ橋となった楽器
ふじ

入賞作品

入賞作品地球の友達　人力車
田
た

口
ぐち

咲
さく

晶
ら

海外　香港日本人補習授業校　4年

今年の夏休みに、浅草で
はじめて人力車にのりまし
た。人力車はガソリンやで
んきなどを使わず、人の力
でうごくのりものです。
かんきょうにやさしいの
りものが、車やバスとおな
じどうろをはしっていてお
どろきました。
浅草には、むかしからつ
づくこうげいひんをうって
いるおみせがたくさんある
ことを、車夫のおにいさん
におしえてもらいました。
でんとうぶんかがたいけんできて、かんきょうにやさしい人力車
は、これからもずっとはしりつづけてほしいです。 

た ぐち

入賞作品

もこの地に住むのは、農産物や温泉、景観など火山のもたらす恵み

◎審査委員（敬称略）
角屋　重樹　　 広島大学名誉教授　　
　　　　　　　 　国立教育政策研究所名誉所員
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
大矢　伸一　　 毎日新聞社教育事業室プロデューサー
   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　　
　鈴木　元 　　　　全国小中学校環境教育研究会 
　　　　　　　　　研究広報部長
　　　　　　　　　町田市立小中一貫ゆくのき学園校長
　伊東　千尋　　　教育出版　代表取締役社長　
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　　　　洋画家 寺久保文
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に
慌
た
だ
し
い
近
代

生
活
の
中
で
の
風
流
生
活
の
お
も
し
ろ
き
知
恵
、

あ
る
い
は
非
常
に
冷
め
た
視
線
の
よ
う
な
も
の

が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。『
草
枕
』
が
書
か

れ
た
の
は
日
露
戦
争
終
了
の
翌
年
で
、
小
説
の

舞
台
は
日
露
戦
争
の
さ
な
か
の
こ
と
で
す
。
こ

の
国
家
と
民
族
の
存
亡
を
賭
け
た
大
戦
争
に
、

わ
が
国
は
大
き
な
代
償
を
払
い
国
民
は
忍
耐
を

重
ね
て
勝
利
し
た
も
の
の
、
日
清
戦
争
勝
利
の

時
の
よ
う
な
大
き
な
受
益
も
無
く
、
日
比
谷
焼

き
討
ち
事
件
に
代
表
さ
れ
る
憤
怒
の
民
衆
暴
動

が
起
こ
り
戒
厳
令
も
敷
か
れ
る
な
ど
、
戦
後
の

世
相
は
大
変
荒
れ
て
お
り
ま
し
た
。

「
智
に
働
け
ば
角
が
立
つ
、
情
に
掉さ

お

さ
せ
ば
流

さ
れ
る
、
意
地
を
通
せ
ば
窮
屈
だ
、
と
か
く
人

の
世
は
住
み
に
く
い
。」
と
い
う
冒
頭
は
有
名
で

す
が
、
続
い
て
、
こ
の
世
の
住
み
に
く
さ
を
深

く
悟
る
と
自
ず
か
ら
に
詩
が
生
ま
れ
絵
が
で
き

る
と
し
、
そ
し
て
芸
術
を
為
す
全
て
の
者
は
こ

の
世
を
長の

ど

閑か

に
し
人
の
心
を
豊
か
に
す
る
故
に

尊
く
あ
り
、
世
間
的
な
患
い
を
取
り
除
い
て
有

難
い
世
界
を
目
の
当
り
に
写
す
の
が
芸
術
で
あ

る
と
語
ら
れ
ま
す
。

こ
ん
な
時
だ
か
ら
こ
そ
、
芸
術
あ
る
い
は
芸

術
的
精
神
で
の
鎮
静
が
必
要
、
と
言
っ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
暴
動
の
責
任
を
取
っ
て
桂
内
閣

が
倒
れ
、
西
園
寺
公
望
が
総
理
大
臣
と
な
り
、

日
展
の
前
身
で
あ
る
文
展
（
文
部
省
展
覧
会
）

の
第
ø
回
展
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
文
展
は
国

費
で
行
わ
れ
た
大
美
術
展
で
し
た
。
大
暴
動
も

起
き
た
翌
年
、
外
国
か
ら
借
り
た
戦
費
の
借
金

も
膨
大
に
し
て
、
よ
く
そ
ん
な
時
に
開
催
し
ま

し
た
。『
草
枕
』
が
書
か
れ
た
翌
年
で
す
。

西
園
寺
さ
ん
は
お
公
家
さ
ん
で
し
た
が
、
戊

辰
戦
争
で
は
軍
服
を
着
て
鉄
砲
持
っ
て
最
前
線

で
戦
い
ま
し
た
。
廻
り
の
お
公
家
さ
ん
た
ち
は

彼
の
い
で
立
ち
に
ビ
ッ
ク
リ
し
た
の
で
す
が
、

西
園
寺
さ
ん
は
、「
そ
の
う
ち
こ
の
姿
が
フ
ォ
ー

マ
ル
に
な
る
ん
だ
ぜ
」
な
ん
て
言
っ
て
。
維
新

後
す
ぐ
に
フ
ラ
ン
ス
に
政
治
学
を
学
び
に
行
っ

た
の
で
す
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
ú
世
の
帝
政
が
倒

れ
、
パ
リ
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
い
う
革
命
暴
動
が
起

き
、
西
園
寺
さ
ん
は
そ
れ
に
出
く
わ
し
た
の
で

す
。
戊
辰
戦
争
か
ら
西
南
戦
争
ま
で
の
お
よ
そ

10
年
間
の
戦
死
者
は
約
ù
万
ü
千
人
く
ら
い

で
す
が
、
パ
リ
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
ø
週
間
で
死
者

約
ú
万
人
の
凄
ま
じ
さ
、セ
ー
ヌ
川
が
血
で
真
っ

赤
に
染
ま
っ
た
。
西
園
寺
さ
ん
は
心
底
「
革
命

は
い
か
ん
！
」
と
思
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
そ

し
て
、
暴
動
で
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

パ
リ
の
街
を
芸
術
家
た
ち
が
率
先
し
て
一
生
懸

命
復
興
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
姿
に
大
変
感
心

感
動
し
た
の
で
し
た
。
文
士
は
秩
序
の
回
復
を

訴
え
美
術
家
が
町
を
直
し
音
楽
家
が
街
角
で
演

奏
す
る
、
そ
ん
な
光
景
を
見
た
西
園
寺
さ
ん
が

総
理
大
臣
に
な
っ
た
の
で
、
よ
う
す
る
に
、
こ

ん
な
時
だ
か
ら
こ
そ
美
術
展
を
開
催
し
よ
う
、

と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

˛Ԃࣉ公 ˛Նᕸ石

『草枕』脱線雑談❶
こんな時だからこそ、芸術
【連載第1回】（全3回）

’01、
’05

’06、
’10、
’14、
’20
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地域の実践からこどもの
貧困に立ち向かう

東京学芸大学・こどもの学
び困難支援センター 講師

　　　田
た

嶌
じま

大
ひろ

樹
き

౦ֶܳژ大ֶ͜Ͳͷֶͼࠔࢧԉηϯλʔ
Ͱɺශࠔɺٮɺෆొߍͱ͍͏ݱͷࣾձɾ
ҭ՝ʹରԠͨ͠ڭ � ͭͷϓϩδΣΫτΛཱͪ
্͛ɺʮֶͼΛ͘ʯΛΩʔϫʔυʹ࣮ફڀݚ
ʹऔΓんͰ͍·͢ɻ࿈ࡌ � ճΊͷࠓճɺͦ
ͷத͔ΒශڀݚࠔϓϩδΣΫτͷऔΛ͝հ
͠·͢ɻ

͜ͷϓϩδΣΫτͰɺԭೄࢢޢ໊ݝͷ͜Ͳ
৯ಊͱͷ࿈ܞʹΑΔ࣮ફΛ֩ʹͯ͠ɺҬͷ
ʯͷ༷૬ࠔॴ͔ΒΈ͑Δ͜Ͳͷʮֶͼډ
ಛΛ໌Β͔ʹ͠ɺࢧԉͷॆ࣮ʹد༩͢Δֶ
͢ڀݚ͍ͯͭʹͷ͋Γํܞͱͷ࿈ؔػࢱɾߍ
Δ͜ͱɺ͜Ͳֶ͕ͨͪͿָ͠さʹग़ձ͍ɺ
Ҭࣾձʹͭͳ͕ΓΛܗ͠ͳ͕Β͍͚ͯ͠
ΔΑ͏ͳډॴӡӦϞσϧΛ։ൃ͢Δ͜ͱɺډ
ॴӡӦͷֶੜࢀՃΛ௨ֶͨ͡ڭߍһɾڭҭ
ΈΛ։ൃ͢Δ͜ͱΛओͳతԉऀཆͷࢧ
ͱͯ͠औΛਐΊ͍ͯ·͢ɻ

֩ͱͳΔ࣮ફຖि水༵ɻ͜Ͳ৯ಊͱֶ
ܳ大ΛΦϯϥΠϯͰͭͳ͗ɺ͜Ͳ৯ಊͷݱ
ʹҬͷࢧԉऀ大ֶੜ͕ɺֶܳ大͔Β大
ֶੜͱڭһ͕ࢀՃ͠ɺνʔϜϫʔΫΛൃ͠شͳ
͕Β � छྨͷֶशࢧԉʢݸผֶशࢧԉɾϓϩδΣ
Ϋτ׆ಈΛ௨ֶͨ͡शࢧԉʣΛ࣮͍ͯ͠ࢪ·͢ɻ

ԉɺରΛ௨ֶͨ͡शχʔζͷࢧผֶशݸ
ཧղʹ͍ͯ͠ࢪ࣮͖ͮج·͢ɻֶशͷܗɺत
Γ·ͤんɻ༉ֆɺϦζϜήʔݶʹͷ༧शɾ෮शۀ
Ϝɺখઆ࡞ʑɺ͜ ͲͨͪͷʮͬͯΈ͍ͨʯ
ͱ͍͏͔ͪ࣋ؾΒ࢝·Δ׆ಈΛڞʹ͢ΔதͰɺ
ଟ༷ͳܗͰల։͢ΔֶͼΛࢧԉ͍ͯ͠·͢ɻ

ϓϩδΣΫτ׆ಈΛ௨ֶͨ͡शࢧԉɺҬ
ɻ͜Ε͢·͍ͯ͠ࢪ࣮ͯ͠ʹࡐΛݯࢿ༗ͷݻ

·Ͱʹɺ໊ޢͷಛ࢈γʔΫϪʔαʔΛͨͬ
εΠʔπͷ࡞ɾൢചϓϩδΣΫτɺҬͷ
ϏʔϧͰഉग़さΕΔഴժപɺ߬പΛ
ΞοϓαΠΫϧʢʮԭೄͨͬ 5BDP εύʯʣ
ͷ։ൃɾൢചϓϩδΣΫτΛ࣮͖ͯ͠ࢪ·͠
ͨɻϓϩδΣΫτ׆ಈΛ௨ͯ͜͡ͲͨͪΛԠ
ԉͯ͘͠ΕΔҬͷ大ਓͨͪ૿͖͍͑ͯͯ·
͢ɻ

͜͏ͨ͜͠Ͳ৯ಊͷ׆ಈͷதͰɺ͜Ͳ
ͷさ·͟·ͳใʹ;ΕΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ͜
Ͳͷֶश׆ಈͷ༷子ɺڵຯؔ৺ɺͦͷ͑ߟ࣌
͍ͯΔࣄɺΈࣄɺҥମͷ༷子͔ΒՈఉ
ͷੜ׆ঢ়͕گӐ͍ΕΔ͜ͱ͋Γ·͢ɻ͜͏
ͨ͠ใɺෳࡶͳՈఉڥΛ๊͍͑ͯͨΓɺ
ෆొߍঢ়گʹ͋ͬͨΓ͢Δ͜Ͳͷ߹ɺͦ͜
Ͱ͔͠ѲͰ͖ͳ͍وॏͳใͰ͋Γɺଟؔػ
࿈ܞͷதͰࢧԉͷͨΊʹ׆༻͠ಘΔใͰ͋Δ
Մੑ͕͋Γ·͢ɻϓϩδΣΫτͰɺ͜Ͳ
৯ಊ͕Ѳ͠ಘΔ͜Ͳͷใ͕ɺֶߍࢱ
ԉࢧさΕɺ༺׆ʹͷதͰͲͷΑ͏ܞͱͷ࿈ؔػ
ʹཱͯΒΕΔͷ͔ʹ͍ͭͯڀݚΛਐΊ͍ͯ
Δͱ͜ΖͰ͢ɻ

࣮ફڀݚ·ͩ·ͩޡࡨߦࢼͷ࿈ଓͰ͕͢ɺ
Ҿ͖ଓ͖ଟ͘ͷ͔͕ͨͨͷ͝ྗڠΛࣀΓͳ͕
Βɺ͜ͲͨͪͷসإͷͨΊʹऔΓんͰ͍͖
͍ͨͱ͍ࢥ·͢ɻ

【連載第 2回】（全 3回）

˛ ࡞εΠʔπͷ࡞ࢼΛͤݟ߹͏༷子
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難病の子どもたちの笑顔のために
～あなたがうれしいと、私もうれしい～

大
お お

野
の

寿
ひ さ

子
こ

さん

ほ・っ・と・な・出・会・い
メイク・ア・ウィッシュ　オブ　ジャパン
理事

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
演
奏
を
世
界
に
披
露

僕
は
３
歳
の
と
き
に
脳
性
ま
ひ
と
診
断
さ
れ
、
運

動
と
姿
勢
の
機
能
障
害
が
あ
っ
た
の
で
、
リ
ハ
ビ

リ
の
た
め
に
４
歳
か
ら
バ
イ
オ
リ
ン
を
習
い
始
め

ま
し
た
。
母
子
家
庭
で
経
済
的
に
余
裕
が
な
く
、
中

学
ま
で
は
車
椅
子
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
バ
イ
オ
リ
ン
の
習
得
は
困
難
の
連
続
だ
っ
た

の
で
す
が
、
す
ば
ら
し
い
先
生
が
た
に
恵
ま
れ
て

2
0
1
�
年
に
メ
ジ
ャ
ー
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
す
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

東
京
2
0
2
0
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
閉
会
式
で
は

「8
IBU�B�8

POEFSGVM�8
PSME

」
を
演
奏
す
る
機
会

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
戦
い
を
終
え
た
選
手
の
皆
さ

ん
は
互
い
に
健
闘
を
称
え
あ
い
、
本
当
に
優
し
い
笑

顔
で
演
奏
を
聴
い
て
く
だ
さ
っ
て
、
幸
せ
な
気
も
ち

で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
障
が
い
を
も
つ
一
人

の
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
と
し
て
、
あ
の
場
に
携
わ
ら
せ

て
い
た
だ
け
た
の
は
す
ご
く
嬉
し
い
思
い
出
で
す
。

い
じ
め
を
機
に
闘
争
心
に
火
が
つ
く

小
学
校
４
年
生
ま
で
は
特
別
支
援
学
級
や
盲
学
校

に
通
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

が
あ
っ
た
の
で
競
い
合
う
環
境
も
な
く
、
の
ん
び
り

マ
イ
ペ
ー
ス
な
性
格
で
し
た
。
し
か
し
、
６
年
生
の

時
に
ひ
ど
く
荒
れ
て
い
る
通
常
学
級
の
ク
ラ
ス
に
入

れ
ら
れ
、
い
じ
め
を
受
け
た
こ
と
で
人
生
も
性
格
も

一
変
し
ま
す
。

障
が
い
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
弱
く
て
頭

も
悪
い
と
決
め

つ
け
ら
れ
、
暴

言
や
暴
力
を
受

け
ま
し
た
。
母

が
校
長
先
生
や

教
育
委
員
会
に

か
け
合
っ
て
も

一
向
に
い
じ
め

は
収
ま
り
ま
せ

ん
。誰

も
助
け
て
く
れ
な
い
な
ら
、
障
が
い
が
あ
っ
て

も
弱
く
な
い
こ
と
を
わ
か
っ
て
も
ら
う
し
か
な
い
と

思
い
、
猛
然
と
勉
強
す
る
よ
う
に
な
り
、
隠
れ
て
身

体
を
鍛
え
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。
が
ん
ば
っ
て

も
そ
れ
ほ
ど
動
け
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い
と
お
医
者

さ
ん
か
ら
は
釘
を
刺
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ト
イ
レ

の
個
室
に
隠
れ
て
ス
ク
ワ
ッ
ト
を
し
た
り
、
土
手
で

走
り
込
み
の
練
習
を
し
た
り
し
て
。
す
ご
く
ス
ト

イ
ッ
ク
で
闘
争
心
の
強
い
性
格
に
変
わ
っ
た
の
で

す
。
お
か
げ
で
高
校
か
ら
は
車
椅
子
が
必
要
な
く
な

り
ま
し
た
。

夢
を
叶
え
た
代
償

い
じ
め
が
よ
っ
ぽ
ど
ト
ラ
ウ
マ
だ
っ
た
の
か
、
僕

に
と
っ
て
は
バ
イ
オ
リ
ン
よ
り
も
む
し
ろ
同
年
代
の

健
常
者
を
上
回
る
身
体
能
力
を
も
つ
と
い
う
の
が
命

を
か
け
て
も
叶
え
た
い
夢
で
し
た
。
死
に
物
狂
い
で

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
し
て
腹
筋
は
四
千
回
で
き
る
よ
う
に

な
り
、
ボ
ク
シ
ン
グ
は
12
ラ
ウ
ン
ド
フ
ル
で
戦
え
る

体
力
を
つ
け
、
よ
う
や
く
夢
を
叶
え
た
と
き
、
な
ん

で
こ
ん
な
に
虚
し
い
ん
だ
ろ
う
と
大
き
な
寂
し
さ
に

襲
わ
れ
た
の
で
す
。
本
当
の
強
さ
は
こ
こ
に
は
あ
り

は
し
な
い
ん
だ
と
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

長
年
体
に
負
荷
を
か
け
て
無
理
を
し
て
き
た
せ
い

か
、
去
年
、
脳
梗
塞
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
僕

が
も
っ
と
の
ん
び
り
休
み
な
が
ら
努
力
す
る
性
格

だ
っ
た
ら
、
こ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
身
体
が
萎
縮
し
て
動
き
づ
ら
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
、
今
も
リ
ハ
ビ
リ
や
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
欠
か
せ

ま
せ
ん
。

小
中
学
校
で
子
ど
も
た
ち
に
講
演
す
る
と
き
は
、

僕
み
た
い
に
な
ら
な
い
で
ね
と
い
つ
も
言
っ
て
い
ま

す
。み
ん
な
な
ら
僕
み
た
い
に
一
人
で
抱
え
込
ま
ず
、

友
だ
ち
を
大
事
に
し
な
が
ら
夢
や
目
標
を
叶
え
ら
れ

る
は
ず
だ
か
ら
、
と
。
僕
は
障
が
い
を
も
っ
て
い
な

い
友
だ
ち
と
仲
よ
く
な
る
と
闘
争
心
が
薄
れ
て
し
ま

う
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
自
分
か
ら
距
離
を
取
っ
て

い
ま
し
た
か
ら
。

講
演
を
聞
い
て
変
化
す
る
子
ど
も
た
ち

「
僕
は
い
じ
め
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
式
町
さ

ん
の
お
話
を
聞
い
て
、
も
う
い
じ
め
は
し
な
い
と
決

め
ま
し
た
」
と
感
想
の
手
紙
を
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。「
障
が
い
者
は
弱
い
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、

式
町
さ
ん
を
見
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
ん
だ
な
と
考

え
が
変
わ
り
ま
し
た
」
と
も
あ
っ
て
、
す
ご
く
嬉
し

か
っ
た
で
す
ね
。

バ
イ
オ
リ
ン
の
弦
は
張
り
す
ぎ
る
と
ぷ
つ
ん
と
切

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
バ
イ
オ
リ
ン
な
ら
い
く
ら
で
も

ほ
か
の
弦
に
交
換
で
き
ま
す
が
、
人
の
心
は
一
個
し

か
な
く
、
お
店
で
買
え
る
も
の
で
も
な
い
の
で
、
ど

う
か
が
ん
ば
り
す
ぎ
な
い
で
ほ
し
い
。
そ
れ
は
子
ど

も
た
ち
だ
け
で
な
く
先
生
が
た
に
も
お
伝
え
し
た
い

で
す
。

先
生
だ
か
ら
踏
ん
張
っ
て
手
本
に
な
ら
な
け
れ

ば
、
と
い
う
場
面
は
た
く
さ
ん
あ
る
で
し
ょ
う
が
、

先
生
だ
っ
て
全
知
全
能
の
神
で
は
な
く
、
一
人
の
大

切
な
人
間
。
先
生
と
い
う
職
業
は
責
任
が
重
く
、
今

の
時
代
は
茨
の
道
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
だ
か
ら
こ

そ
こ
の
仕
事
を
選
ば
れ
た
か
た
が
た
は
本
当
に
す
ば

ら
し
い
勇
者
だ
と
感
じ
ま
す
。
ど
う
か
今
後
は
先
生

が
た
の
ヘ
ル
ス
ケ
ア
を
も
っ
と
充
実
さ
せ
、
精
神
面

を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
機
関
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
を
祈
っ

て
い
ま
す
。

式
町
水
晶
（
し
き
ま
ち

み
ず
き
）

1
9
9
6
年
北
海
道
生
ま
れ
。
３
歳
の
時
に
脳
性
ま
ひ（
小

脳
低
形
成
）
と
診
断
さ
れ
、
リ
ハ
ビ
リ
の
一
環
と
し
て
４

歳
か
ら
バ
イ
オ
リ
ン
教
室
に
通
い
始
め
る
。
５
歳
の
時
に

網
膜
変
性
症
・
眼
球
運
動
失
調
・
視
神
経
乳
頭
陥
凹
拡
大

が
見
つ
か
る
。
８
歳
で
中
澤
き
み
子
氏
に
師
事
、
10
歳
か

ら
は
中
西
俊
博
氏
の
教
え
を
仰
ぐ
。
2
0
1
8
年
に
C
D

「
孤
独
の
戦
士
」
で
メ
ジ
ャ
ー
・
デ
ビ
ュ
ー
。
コ
ミ
ッ
ク
『
水

晶
の
響
』（
斉
藤

倫
著
）
で
主
人
公
の
モ
デ
ル
に
な
る
。

コ
ン
サ
ー
ト
、
ラ
イ
ブ
、
楽
曲
制
作
の
ほ
か
、
講
演
活
動

に
も
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

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。
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障がいもいじめの経験も、
全ては美しい音色にかえて 式

し き

町
ま ち

水
み ず

晶
き

さん

ほ・っ・と・な・出・会・い
バイオリニスト

◆知っておきたい教育NOW②の実践論文に示唆を得ました。「気になる子」の捉えを「発達の
遅れ、知的な遅れまたはそれによらない身体面、……」と捉え直すことで、アセスメントツール
で困り感を明確にして原因を探り対応策につなげることができると学びました。（沖縄県K.U）
◆庄内藩の致道館の教育内容に驚いた。会津藩や薩摩藩と違い、自学自習の時間が多かった。知
識の詰め込みではなく自ら考え、学ぶ意識を高めることを重んじている。1805 年頃から徂徠学
の教えを基にした教育が行われ、現在も続けている鶴岡市教育に敬意を表する。（山口県T.T）
◆「ほっとな出会い」大野寿子さんのいいなと思ったらやってみるという考え方に共感しました。
「ボランティアの３つのススメ」これくらいの軽さで気軽に、自分から楽しんで、まずはやって
みることが大事。ボランティアに限らず、生き方の視点にもなります。（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。
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