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エデュコ 学びのチカラで 人と社会を 未来へつなぐ　　　　　

子どもたちの「ワクワク！」を応援！
～こどもエコクラブ～

【連載第3回】
『草枕』脱線雑談③
グレン・グールドと草枕

知っておきたい教育 NOW p.4

p.12

p.8きょういく見聞録

地球となかよしトピックス

① 日本語・英語両面からの「言語活用科」推進と
「一生ものの学び方」指導の実践
② 夢を育み、未来を切り拓く人づくり
～三重県松阪市における郷土の偉人に学ぶ教育の推進～

認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・
むすびえ 理事長　東京大学 特任教授 湯浅 誠さん

p.16 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
① 複雑な社会問題を解決する力の源に「数学」と
いう視点をもつ大切さ

②AI時代における数学の重要性と中学校数学科
で目ざす「事象を数理的に捉える力」の育成

①アカウミガメ飼育でオンリーワンの学校へ
② 和を以て貴しとなす子どもたちの心に火を灯す
「キャリア教育推進事業」の取組
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Interview

家
族
を
支
え
た
少
年
時
代

父
は
も
と
も
と
割
烹
料
理
屋
の
跡
取
り
息
子

な
の
で
す
が
、
機
械
の
組
み
立
て
な
ど
物
作
り
が

大
好
き
で
、
家
を
飛
び
出
し
て
レ
コ
ー
ド
会
社
の

録
音
技
師
に
な
り
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
放
送
が
始

ま
っ
た
時
は
部
品
を
買
っ
て
き
て
設
計
図
だ
け

で
テ
レ
ビ
を
組
み
立
て
て
、
四
分
の
一
の
値
段
で

完
成
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
人
。
そ
ん
な
父
を
見

て
育
っ
た
の
で
、
僕
も
ド
ラ
イ
バ
ー
で
な
ん
で
も

こ
じ
開
け
た
り
、
近
所
の
大
工
さ
ん
の
と
こ
ろ
に

出
入
り
し
て
仕
事
の
様
子
を
飽
か
ず
眺
め
た
り

し
て
い
る
よ
う
な
子
に
な
り
ま
し
た
。

な
ん
だ
っ
て
必
要
な
ら
作
れ
ば
い
い
。
ち
ょ
っ

と
考
え
た
り
工
夫
し
た
り
す
れ
ば
大
抵
の
物
は

作
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
父
か
ら
学
ん
だ
気
が

し
ま
す
ね
。
お
風
呂
の
水
が
溜
ま
っ
た
ら
ブ
ザ
ー

が
鳴
る
装
置
と
か
、
個
人
用
扇
風
機
と
か
、
僕
自

身
い
ろ
ん
な
物
を
作
り
ま
し
た
よ
。
扇
風
機
な
ん

か
は
人
気
で
、
学
校
の
友
人
か
ら
よ
く
作
っ
て
く

れ
と
頼
ま
れ
ま
し
た
。

母
は
妹
の
出
産
後
に
股
関
節
が
脱
臼
し
て
、
僕

が
小
学
校
に
入
る
頃
に
は
ほ
と
ん
ど
歩
け
な
く

な
っ
て
い
ま
し
た
。
父
は
東
京
に
単
身
赴
任
を
し

て
い
た
の
で
、
長
男
の
僕
が
自
転
車
の
後
ろ
に
母

を
乗
せ
て
ど
こ
に
で
も
連
れ
て
い
き
ま
し
た
し
、

毎
日
の
買
い
物
や
お
墓
参
り
、
近
所
へ
の
お
歳
暮

配
り
な
ど
も
母
に
代
わ
っ
て
全
部
や
っ
て
い
ま

し
た
。
今
で
言
う
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
は
し
り
で

す
ね
。

母
は
足
が
不
自
由
な
の
も
も
の
と
も
せ
ず
、
学

習
塾
や
書
道
塾
を
開
い
て
二
百
人
も
の
生
徒
を

抱
え
、
大
人
に
も
子
ど
も
に
も
教
え
て
い
ま
し

た
。
こ
っ
ち
で
字
を
書
い
て
い
れ
ば
あ
っ
ち
で
は

相
撲
を
取
っ
て
い
る
よ
う
な
、
近
所
の
人
に
と
っ

て
な
く
て
は
な
ら
な
い
居
場
所
を
作
っ
た
の
で

す
。僕

は
母
の
背
中
を
見
な
が
ら｢

お
母
ち
ゃ
ん
す

ご
い
な
、負
け
へ
ん
な
あ｣

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

身
体
に
ハ
ン
デ
ィ
が
あ
っ
て
も
、
や
り
た
い
こ
と

は
決
し
て
あ
き
ら
め
な
い
。
そ
う
い
う
不
屈
の
精

神
を
子
ど
も
た
ち
に
見
せ

て
く
れ
た
の
で
す
。

自
分
で
経
験
し
た
こ
と
が

血
肉
に
な
る

中
学
に
入
る
と
友
人
の

家
の
屋
根
裏
部
屋
に
化
学

の
実
験
室
を
作
っ
て
、
二

人
で
実
験
め
い
た
こ
と
を

や
っ
て
い
ま
し
た
。
実
験

中
に
爆
発
を
起
こ
し
て
、

驚
い
た
近
所
の
人
た
ち
が

集
ま
っ
て
き
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
僕
は
話
を
聞
い

て
納
得
す
る
タ
イ
プ
で
は

な
く
、
な
ん
で
も
自
分
で
ま
ず
体
験
し
て
み
な
い

と
気
が
済
ま
な
い
た
ち
み
た
い
で
す
。

毎
週
た
め
池
の
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
採
取
し
て

記
録
を
取
る
こ
と
も
し
て
い
た
の
で
す
が
、
わ
か

ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
学
校
の
先
生
に
聞
き

に
行
く
と
、
自
分
に
も
わ
か
ら
な
い
か
ら
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
大
阪
教
育
大
学
に
連
れ
て
い
っ
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
先
生
の
恩
師
で
あ
る
生

物
学
の
先
生
を
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。

淡
水
の
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
は
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
、
今
度
は
こ
れ

に
つ
い
て
調
べ
て
み
て
、
と
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
与
え

ら
れ
て
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し

た
。自

分
の
経
験
か
ら
言
え
る
の
は
、
子
ど
も
が
興

味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
学
校
は｢

お
も
し
ろ
い

ね｣

と
励
ま
し
て
学
び
の
場
を
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し

て
く
れ
た
り
、
詳
し
い
人
に
引
き
合
わ
せ
て
く

れ
た
り
し
て
上
手
に
手
伝
っ
て
く
れ
る
と
こ
ろ

だ
っ
た
ら
、
も
っ
と
い
ろ
ん
な
人
間
が
育
っ
て
い

る
気
が
し
ま
す
。
定
め
ら
れ
た
枠
の
中
で
、
言
い

つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
上
手
に
で
き
た
か
ど
う
か

試
す
場
所
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
学
校
は
小

さ
な
人
間
し
か
育
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
気

が
す
る
の
で
す
。

今
の
子
ど
も
が
先
生
に
言
わ
れ
た
こ
と
し
か

や
ら
な
い
、
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、
い
か
に
も

気
の
毒
な
気
が
し
ま
す
ね
。

保
護
者
や
地
元
の
人
が
実
践
的
な
授
業
を
担
当

畑
に
赤
ち
ゃ
ん
た
ち
を
連
れ
て
い
っ
て
、
土
の

上
で
ハ
イ
ハ
イ
さ
せ
る
と
ど
う
す
る
と
思
い
ま

す
か
？

み
ん
な
大
喜
び
で
口
の
中
に
土
を
入

れ
て
、
口
の
周
り
じ
ゅ
う
土
だ
ら
け
に
す
る
ん
で

す
よ
。
土
を
食
べ
な
く
な
っ
た
の
は
現
代
人
く
ら

い
で
、
昔
の
人
は｢

も
し
食
糧
が
な
く
な
っ
た
ら

土
を
食
べ
ろ
、
そ
う
す
り
ゃ
生
き
て
い
け
る｣

と

言
っ
て
い
ま
し
た
。
生
存
に
必
要
な
ミ
ネ
ラ
ル
は

土
を
食
べ
れ
ば
最
低
限
補
給
さ
れ
ま
す
か
ら
。
そ

う
い
う
知
恵
は
子
ど
も
の
ほ
う
が
本
能
で
よ
く

わ
か
っ
て
い
る
ん
で
す
。
た
だ
そ
れ
を
見
て
お

母
さ
ん
が
キ
ャ
ー
ッ
と
慌
て
る
か
、｢

あ
ら
、
お

も
し
ろ
い
わ
ね｣

と
泰
然
と
し
て
い
る
か
に
よ
っ

て
、
子
ど
も
の
一
生
は
変
わ
り
ま
す
ね
。

子
ど
も
が
自
然
と
深
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し

て
、
五
感
を
使
っ
て
手
探
り
し
な
が
ら｢

こ
れ
な

ん
だ
ろ
う
。
お
も
し
ろ
い
物
が
あ
る｣

と
興
味
を

示
し
た
時
に
、
恐
ら
く
そ
の
大
部
分
は
お
母
さ
ん

好
み
で
な
い
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
で
も
子
ど

も
に
と
っ
て
そ
れ
が
大
事
な
興
味
の
対
象
だ
と

し
た
ら
、
好
き
な
よ
う
に
調
べ
た
り
確
か
め
た
り

さ
せ
て
あ
げ
て
ほ
し
い
。
人
は
自
然
か
ら
大
き
く

離
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
上
手
に
人
間
に
な
れ
ま
せ
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ん
。学

校
の
先
生
が
全
部
教
え
て
や
ろ
う
な
ん
て

お
こ
が
ま
し
い
考
え
方
は
、
も
う
改
め
る
べ
き

で
す
。
ち
ょ
っ
と
先
に
生
ま
れ
て
、
少
し
余
分

に
知
っ
て
い
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
本
当

に
そ
の
世
界
に
つ
い
て
深
く
知
っ
て
い
る
わ
け

じ
ゃ
な
い
。
今
日
は
教
科
書
の
こ
こ
か
ら
こ
こ

ま
で
教
え
る
な
ん
て
安
易
な
授
業
を
し
て
も
、

子
ど
も
は
絶
対
に
感
動
し
ま
せ
ん
。

僕
は
小
学
校
の
授
業
の
半
分
く
ら
い
は
、
保

護
者
の
か
た
が
た
や
地
域
の
人
に
や
っ
て
も
ら

う
の
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

地
元
の
農
家
の
か
た
に
来
て
も
ら
っ
て
、
農

業
は
今
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
お
話
し
し
て
も

ら
う
と
か
。
次
は
み
ん
な
で
実
際
に
畑
に
行
っ

て
、
ど
う
し
て
土
に
よ
っ
て
作
物
の
大
き
さ
が

違
う
の
か
話
し
て
も
ら
う
。
そ
う
い
う
授
業
だ
っ

た
ら
圧
倒
的
に
お
も
し
ろ
く
な
り
ま
す
。
な
ぜ

な
ら
彼
ら
は
そ
の
道
の
プ
ロ
だ
か
ら
。
本
物
の

文
化
に
ふ
れ
な
い
と
子
ど
も
は
感
動
し
ま
せ
ん
。

教
師
は
教
え
方
の
プ
ロ
で
あ
っ
て
、
教
え
る

内
容
の
プ
ロ
で
は
な
い
の
で
す
。
教
師
に
は
子

ど
も
が
お
も
し
ろ
い
人
に
出
会
っ
て
、
い
ろ
ん

な
学
び
を
す
る
お
手
伝
い
を
や
っ
て
ほ
し
い
。

そ
う
い
う
意
味
で
教
師
は｢

教
え
る
人｣

で
あ

る
よ
り
も
、｢

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
（
進
行
役
）｣

で
あ
る
べ
き
。
本
物
を
も
っ
て
い
る
人
、
本
物

の
文
化
に
子
ど
も
を
出
会
わ
せ
て
あ
げ
る
の
が

教
師
の
役
目
だ
と
思
う
の
で
す
。

今
の
学
校
で
は
天
才
は
育
た
な
い

日
本
は
特
に
秀
で
た
と
こ
ろ
の
あ
る
子
を
伸

ば
す
の
が
す
ご
く
下
手
で
す
ね
。
学
習
進
度
は
ク

ラ
ス
全
員
同
じ
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う

縛
り
が
先
生
が
た
に
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
か
ら

で
し
ょ
う
。

僕
の
息
子
の
同
学
年
の
友
だ
ち
で
、
小
一
の
時

に
大
好
き
な
算
数
の
ド
リ
ル
を
家
で
一
晩
で
解

い
た
子
が
い
ま
し
た
。
翌
日
、
学
校
に
そ
の
ド
リ

ル
を
持
っ
て
い
っ
た
ら
、
先
生
に
怒
ら
れ
た
そ
う

で
す
。
こ
れ
は
毎
日
１
ペ
ー
ジ
ず
つ
や
る
も
の
だ

か
ら
、
全
部
消
し
ゴ
ム
で
消
し
な
さ
い
と
。
そ
の

話
を
聞
い
た
時
、
伸
び
る
子
を
つ
ぶ
す
の
が
そ
の

先
生
の
仕
事
な
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
ね
。｢

も

う
で
き
た
ん
だ
、
す
ご
い
ね
。
他
の
ド
リ
ル
を
用

意
す
る
よ｣

と
大
い
に
励
ま
し
て
や
れ
ば
い
い
の

に
。
結
局
、
そ
の
子
は
の
ち
に
東
大
に
合
格
す
る

の
で
す
が
、
最
終
的
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
に
進
み
ま

し
た
。

今
、
イ
エ
ナ
プ
ラ
ン
と
か
モ
ン
テ
ッ
ソ
ー
リ
と

か
、
フ
ラ
ン
ス
の
フ
レ
ネ
ス
ク
ー
ル
と
い
っ
た
新

し
い
タ
イ
プ
の
学
校
が
世
界
中
で
人
気
で
す
が
、

基
本
的
に
は
み
ん
な
、
具
体
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

は
生
徒
が
作
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

午
前
中
は
国
や
自
治
体
が
作
っ
た
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
取
り
入
れ
る
と
し
て
も
、
午
後
は
子
ど
も

た
ち
一
人
一
人
が
、
自
分
が
学
び
た
い
も
の
を
決

め
る
の
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
地
域
の
い

ろ
ん
な
人
が
学
校
に
来
て
教
え
て
く
れ
る
。
料
理

を
や
り
た
い
子
に
は
、
水
・
金
の
午
後
は
保
護
者

の
か
た
が
来
て
料
理
を
教
え
て
く
れ
る
と
か
、
将

棋
を
や
り
た
い
子
に
は
、
将
棋
の
お
じ
さ
ん
が
来

て
く
れ
る
と
か
。
算
数
が
好
き
な
子
に
は
ど
ん
ど

ん
難
し
い
問
題
に
挑
戦
さ
せ
て
、
大
学
レ
ベ
ル
の

問
題
に
も
挑
戦
さ
せ
る
と
か
。
そ
う
や
っ
て
自
分

の
や
り
た
い
こ
と
を
自
由
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に

組
ん
で
い
く
こ
と
が
可
能
な
ら
、
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
学
校
は
魅
力
的
な
場
所
に
な
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

僕
だ
っ
た
ら
ア
ー
ト
と
生
活
を
中
心
に
し
た

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
し
て
、
そ
の
中
で
一
人
一
人
何

を
や
り
た
い
か
考
え
さ
せ
ま
す
ね
。
ア
ー
ト
と
生

活
、
こ
れ
こ
そ
が
最
高
の
文
化
だ
と
思
う
の
で

す
。卒

業
論
文
な
ら
ぬ
卒
業
料
理
が
あ
っ
て
、
一
人

三
十
個
得
意
料
理
を
作
れ
な
い
と
卒
業
で
き
な

い
、
そ
ん
な
お
も
し
ろ
い
学
校
を
作
り
た
い
で
す

ね
。
誰
も
が
自
分
の
土
台
で
あ
る
家
庭
を
大
事

に
し
て
、
ア
ー
ト
や
料
理
を
作
る
の
が
大
好
き
に

な
っ
た
時
、
日
本
社
会
は
絶
対
に
変
わ
り
ま
す

よ
。知

人
に
図
工
の
先
生
を
や
っ
て
い
た
人
が
い

る
の
で
す
が
、｢

今
の
学
校
の
図
工
の
や
り
方
で

は
、
ほ
と
ん
ど
の
子
は
図
工
が
嫌
い
に
な
る｣

と

言
っ
て
い
ま
し
た
。
い
つ
ま
で
に
何
枚
描
か
な

き
ゃ
い
け
な
い
と
か
、
制
約
が
多
す
ぎ
る
。
与
え

ら
れ
た
枠
内
で
嫌
々
や
ら
さ
れ
る
ほ
ど
つ
ま
ら

な
い
授
業
は
な
い
と
。

子
ど
も
を
ア
ー
ト
好
き
に
す
る
に
は
、
図
工
室

や
美
術
室
に
世
界
中
の
主
だ
っ
た
画
家
の
作
品

集
を
ど
っ
さ
り
用
意
し
て
や
っ
て
、
最
初
の
何
か

月
か
か
け
て
自
分
の
一
番
好
き
な
画
家
を
探
さ

せ
る
。
好
き
な
画
家
が
見
つ
か
っ
た
ら
、
今
度
は

そ
の
人
の
絵
を
真
似
し
て
描
い
て
み
る
。
そ
う

や
っ
て
一
年
か
け
て
、
好
き
な
画
家
や
造
形
作
家

を
探
す
取
組
を
続
け
さ
せ
、
い
い
と
か
悪
い
と
か

の
評
価
は
決
し
て
し
な
い
こ
と
。
ど
ん
な
時
も｢

お

前
ら
し
い｣

と
励
ま
し
て
や
る
。
そ
う
し
た
ら
子

ど
も
は
ア
ー
ト
が
嫌
い
に
な
る
は
ず
が
な
い
。

こ
う
し
た
学
び
を
支
え
る
に
は
、
教
科
書
以
外

の
教
材
を
ど
れ
だ
け
豊
富
に
用
意
で
き
る
か
が

鍵
に
な
っ
て
き
ま
す
。
社
会
科
室
、
理
科
室
、
音

楽
室
と
い
う
よ
う
に
科
目
ご
と
に
教
室
が
あ
っ

て
、
そ
こ
に
は
図
鑑
や
資
料
集
、
図
録
、
漫
画
な

ど
個
々
人
の
学
び
を
応
援
す
る
魅
力
的
な
教
材

が
た
く
さ
ん
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
理
想
で
す
。

ホ
ー
ム
ル
ー
ム
と
国
語
以
外
は
そ
れ
ぞ
れ
の
教

科
の
部
屋
に
移
動
し
て
授
業
を
受
け
る
、
こ
う
し

た
先
進
的
な
ス
タ
イ
ル
を
取
り
入
れ
て
い
る
学

校
も
徐
々
に
現
れ
始
め
て
い
ま
す
。

議
論
し
、
話
し
あ
う
力
を
養
う

20
世
紀
の
教
育
は
頭
の
中
に
大
量
の
コ
ン
テ

ン
ツ
を
詰
め
込
ん
で
、
後
で
ど
れ
く
ら
い
再
現
で

き
る
か
テ
ス
ト
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
今
の

社
会
は
予
測
不
能
で
、
コ
ン
テ
ン
ツ
そ
の
も
の
が

ど
ん
ど
ん
変
わ
り
、
教
え
込
ん
だ
知
識
が
時
代
に

あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
だ

か
ら
、
最
低
限
の
知
識
は
し
っ
か
り
理
解
し
て
お

く
こ
と
は
必
要
で
あ
っ
て
も
、
ど
れ
だ
け
正
確
に

た
く
さ
ん
覚
え
た
か
競
い
合
い
を
さ
せ
る
の
は

も
う
や
め
た
ほ
う
が
い
い
。

社
会
に
出
た
ら
正
解
が
な
い
問
題
の
ほ
う
が

多
い
の
で
す
。
そ
の
都
度
適
切
な
解
を
み
ん
な
で

考
え
な
が
ら
作
っ
て
い
く
し
か
な
い
。
コ
ン
テ
ン

ツ
重
視
の
教
育
か
ら
、
ハ
ウ
ツ
ー
重
視
の
教
育
に

シ
フ
ト
し
て
い
く
べ
き
で
す
。

そ
の
丁
寧
に
議
論
を
す
る
力
を
、
赤
ち
ゃ
ん
の

頃
か
ら
教
育
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
欧
米

で
は
ま
だ
ベ
ビ
ー
カ
ー
に
乗
っ
て
い
る
よ
う
な

幼
児
に
対
し
て
も
、
母
親
が｢

あ
な
た
は
ど
う
思

う
の
？｣

と
意
見
を
聞
い
て
い
る
の
だ
か
ら
驚
き

ま
す
。

あ
る
高
校
で
は
一
学
期
の
あ
い
だ
、｢

ゼ
ロ
と

は
何
か｣

だ
け
考
え
さ
せ
る
授
業
を
し
た
数
学
の

先
生
が
い
た
そ
う
で
す
。
僕
は
学
生
の
時
、
ま
さ

に
こ
う
い
う
授
業
を
受
け
た
か
っ
た
。
正
解
を
導

き
出
す
た
め
の
知
識
を
丸
暗
記
さ
せ
る
よ
う
な

授
業
で
は
な
く
、
み
ん
な
で
解
を
考
え
出
す
よ
う

な
授
業
。
そ
の
過
程
で
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
意
見

を
言
え
る
よ
う
に
し
て
い
く
。

正
解
を
覚
え
さ
せ
る
の
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た

こ
と
が
、
今
の
日
本
の
教
育
を
苦
し
め
て
い
る
根

本
原
因
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

教
育
の
仕
事
は
上
手
に
子
ど
も
の
意
見
を
聞

き
出
す
こ
と
で
あ
り
、
子
ど
も
が
自
分
な
り
の
意

見
を
そ
の
子
ら
し
く
言
え
る
よ
う
に
し
て
い
く

こ
と
で
す
。
意
見
が
違
う
相
手
と
で
も
上
手
に
議

論
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら

の
時
代
は
と
り
わ
け
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
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昨
今
、｢
数
学
を
学
ぶ
重
要
性
が
い
ち
だ

ん
と
増
し
て
い
る｣

と
言
わ
れ
る
が
、
現
代

社
会
に
お
い
て
、
初
等
・
中
等
教
育
、
さ
ら

に
は
大
学
以
降
の
高
等
教
育
で
数
学
を
学
ぶ

意
義
は
、
主
に
二
つ
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い

る
。一

つ
は
、
数
学
の
知
識
や
技
能
を
身
に

つ
け
る
た
め
で
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン

ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
が
進
み
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
仮
想
空
間
で
扱
え
る
事
柄
が
増
え

た
。
実
験
や
、
時
に
は
直
感
に
頼
っ
て
判
断

し
て
い
た
事
柄
に
つ
い
て
も
、
ま
ず
は
デ
ジ

タ
ル
空
間
上
で
計
算
や
機
械
学
習
（
A
I
）

に
よ
り
検
討
す
る
こ
と
が
通
常
に
な
り
つ
つ

あ
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
研
究
や
も
の
づ
く
り
、

知っておきたい教育NOW❶

一
見
し
て
解
決
の
糸
口
さ
え
わ
か
ら
な
い
場

合
が
多
い
。
そ
れ
を
、
解
決
可
能
な
モ
デ
ル

化
し
た
問
題
に
落
と
し
込
ま
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
解
決
し
た
い

問
題
に
つ
い
て
多
様
な
情
報
を
集
め
、
そ
の

上
で
共
通
の
構
造
を
見
い
だ
し
て
問
題
を
要

素
に
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
し
て
い
く
。
分
け
ら

れ
た
要
素
の
一
つ
一
つ
を
解
決
し
そ
れ
ら
を

再
び
連
結
で
き
れ
ば
、
問
題
全
体
も
解
決
で

き
る
。

数
学
を
学
ぶ
と
は
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を

訓
練
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
数
学
の

教
科
書
を
見
る
と
、
社
会
問
題
を
な
ぞ
ら
え

た
文
章
題
が
出
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に

数
学
に
落
と
し
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、｢

数

学
の
言
葉
に
変
換
す
る
こ
と
が
複
雑
な
問
題

を
解
決
す
る
第
一
歩｣

だ
と
は
気
付
き
に
く

い
。
ま
た
、
日
常
の
言
葉
で
語
ら
れ
た
問
題

を
、
論
理
的
に
考
え
た
り
、
抽
象
的
に
捉
え

直
し
た
り
す
る
能
力
は
、
数
学
の
問
題
を
実

際
に
解
く
こ
と
で
養
わ
れ
る
。
数
学
を
バ
ッ

ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
も
つ
人
が
世
界
中
で
活
躍

し
て
い
る
理
由
が
、
こ
こ
に
あ
る
。

中
等
教
育
で
学
ぶ
三
角
関
数
や
ベ
ク
ト

ル
な
ど
は
ご
く
基
礎
的
な
数
学
で
あ
っ
て
、

現
実
の
社
会
問
題
を
解
く
に
は
、
基
礎
的
な

数
学
が
ど
う
使
え
る
か
を
見
極
め
る｢

想
像

力
・
発
想
力｣

が
さ
ら
に
必
要
と
な
る
。
し

か
し
、
野
球
の
世
界
で
ホ
ー
ム
ラ
ン
バ
ッ

タ
ー
に
な
る
の
に
長
年
の
素
振
り
が
必
要
な

よ
う
に
、
将
来
、
複
雑
な
問
題
を
解
く
た
め

①
数
学
を
通
し
て
身
に
つ
く
知
識

や
技
能
、
思
考
プ
ロ
セ
ス
は
、

仕
事
を
し
た
り
、
現
代
社
会
の

複
雑
な
問
題
を
解
決
し
た
り
す

る
た
め
に
必
要
な
能
力
。

②
数
学
は
科
学
の
基
礎
に
な
る
共

通
言
語
。
抽
象
的
で
普
遍
的
で

あ
る
が
故
に
、
多
様
な
応
用
や

展
開
の
可
能
性
が
あ
り
、
時
代

の
要
請
に
応
え
て
、
今
も
進
化

を
続
け
て
い
る
。

③
数
学
は
、
わ
く
わ
く
す
る
発
見

に
満
ち
、
自
由
な
発
想
を
い
か

し
て
誰
も
が
活
躍
で
き
る
学

問
で
あ
る
。
ぜ
ひ
、
そ
の
魅
力

を
教
育
の
現
場
で
伝
え
て
ほ
し

い
。

ポ
イ
ン
ト

東北大学

　理事・副学長　小谷　元子

複
雑
な
社
会
問
題
を
解
決
す
る

力
の
源
に「
数
学
」と
い
う

視
点
を
も
つ
大
切
さ

医
療
の
現
場
で
よ
り
複
雑
な
事
象
が
扱
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
今
ま
で
の
や
り
方
で
は
時

間
や
コ
ス
ト
が
か
か
り
過
ぎ
る
た
め
、
急
速

に
発
展
す
る
計
算
機
・
デ
ー
タ
解
析
・
Ａ
Ｉ

な
ど
を
用
い
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う

擬
似
的
な
思
考
実
験
に
よ
っ
て
、
答
え
の
有

力
候
補
を
絞
り
込
も
う
と
い
う
事
情
が
あ

る
。
そ
れ
に
伴
い
、
問
題
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

が
理
解
で
き
る
言
語
に
変
換
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
の
機

械
の｢

物
の
考
え
方｣

は
数
学
理
論
に
基
づ

い
て
い
る
た
め
、
機
械
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
増
え
る
と
、
数
学
の
知
識
や
技
能

が
重
要
に
な
る
。

も
う
一
つ
は
、
数
学
を
学
ぶ
過
程
で｢

複

雑
に
絡
み
合
っ
た
問
題
を
要
素
に
ほ
ぐ
す

力｣

を
身
に
つ
け
る
た
め
で
あ
る
。
環
境
問

題
や
人
口
問
題
、
食
糧
問
題
な
ど
現
代
社
会

が
抱
え
る
問
題
は
ど
れ
も
非
常
に
複
雑
で
、

仕
事
や
社
会
問
題
の
解
決
に

不
可
欠
な
学
び



に
は
、
初
等
・
中
等
教
育
で
学
ぶ
基
礎
を
お

ろ
そ
か
に
は
で
き
な
い
こ
と
も
確
か
な
こ
と

で
あ
る
。

ま
た
、｢

数
学｣

と
い
う
視
点
を
も
つ
こ

と
で
、
世
の
中
を
見
る
目
が
豊
か
に
な
る
こ

と
も
、
数
学
を
学
ぶ
よ
さ
と
い
え
る
。

す
べ
て
の
科
学
技
術
が
、
抽
象
的
で
普

遍
的
な
数
学
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、｢

数
学
は
科
学
の
共
通
言
語｣
と
言
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
私
が｢

材
料
の
数

学｣

に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
長
年

籍
を
置
い
て
い
る
東
北
大
学
が
、
材
料
科
学

に
強
い
大
学
で
あ
る
と
い
う
偶
然
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
。
私
は
、
材
料
科
学
の
優
秀

な
研
究
者
と
交
流
す
る
機
会
を
得
て
、
今
日

の
材
料
開
発
が
抱
え
る
課
題
を
知
っ
た
。
二

○
一
二
~
二
○
一
九
年
に
は
、
東
北
大
学
・

材
料
科
学
高
等
研
究
所
に
所
属
し
、
最
先
端

の
材
料
科
学
に
つ
い
て
大
い
に
議
論
し
た
。

材
料
科
学
が
抱
え
る
課
題
の
一
つ
は
、
一

見
、
塊
の
よ
う
に
見
え
る
材
料
が
、
実
際
に
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は
原
子
や
分
子
と
い
っ
た
ミ
ク
ロ
な
粒
子
の

集
ま
り
で
で
き
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。

科
学
技
術
の
向
上
に
よ
り
、
ミ
ク
ロ
な
構
造

が
制
御
可
能
に
な
っ
た
た
め
、
そ
れ
が
材
料

の
性
質
に
ど
う
影
響
す
る
か
が
研
究
対
象
に

な
っ
た
。

ミ
ク
ロ
な
構
造
は
既
存
の
数
学
で
記
述

で
き
る
が
、
材
料
全
体
を
記
述
す
る
に
は
、

異
な
る
ス
ケ
ー
ル
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
積
み

重
な
る
階
層
構
造
を
数
学
で
表
さ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
新
し
い
数
学
が
必

要
に
な
り
、
私
が
専
門
と
し
て
い
る｢

離
散

幾
何
解
析
学｣

を
使
う
こ
と
を
考
え
た
。

材
料
科
学
の
発
展
に
貢
献
で
き
た
こ
と

を
嬉
し
く
思
っ
て
い
る
が
、
数
学
者
で
あ
る

私
は
、
そ
れ
以
上
に
材
料
科
学
を
通
し
て
数

学
を
深
め
ら
れ
た
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て
い

る
。
数
学
は
、
歴
史
の
な
か
で
宇
宙
や
素
粒

子
な
ど
そ
の
時
代
の
新
し
い
科
学
を
記
述
す

る
こ
と
で
発
達
し
て
き
た
。
二
十
一
世
紀
の

今
、
材
料
科
学
・
生
命
科
学
・
社
会
科
学
な

ど
の
諸
科
学
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
複
雑
な

要
素
が
絡
み
合
っ
た
社
会
課
題
か
ら
も
、
数

学
は
発
展
の
刺
激
を
受
け
る
。
そ
れ
に
応
え

て
、
数
学
は
ま
す
ま
す
難
し
い
事
象
を
扱
え

る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
お
も
し
ろ
さ
は
尽
き

な
い
。

数
学
を
好
き
に
な
っ
た
の
は
、
子
ど
も

の
頃
に
数
学
の
問
題
を
解
い
た
時
の
目
の
前

が
開
け
る
ス
ッ
キ
リ
感
と
圧
倒
的
な
喜
び
を

経
験
し
た
か
ら
で
あ
る
。
中
学
生
の
頃
に

本
を
読
ん
で
、
こ
れ
ま
で
モ
ヤ
モ
ヤ
し
て
い

た｢

無
限｣

の
概
念
を
微
分
積
分
と
い
う
数

学
に
よ
っ
て
論
理
的
に
理
解
し
た
時
の
こ

と
は
、
特
に
初
期
の
数
学
的
体
験
と
し
て

鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。

見
る
こ
と
も
ふ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い

世
界
で
も
、
そ
こ
に
数
学
的
な
構
造
を
見

い
だ
せ
れ
ば
、
本
質
が
見
え
、
ス
ル
ス
ル

と
ほ
ぐ
れ
る
よ
う
に
解
け
る
こ
と
を
知
っ

た
。
私
は
数
学
に
夢
中
に
な
り
、
先
生
に

話
し
た
り
、
質
問
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
先
生
が｢

す
ご
い
ね
！

も
っ

と
考
え
て
み
た
ら
︙
︙｣

と
背
中
を
押
し

て
く
れ
た
こ
と
が
、
数
学
者
と
し
て
の
現

在
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

数
学
を
女
性
の
苦
手
分
野
だ
と
考
え
る

人
が
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
誤
解
だ
と

思
う
。
科
学
の
共
通
言
語
で
あ
る
数
学
の

本
質
は
、
他
の
言
語
と
同
様
に
、｢

記
述
す

る
対
象
の
文
脈
を
適
切
に
理
解
し
て
表
現

す
る｣

こ
と
だ
。
一
般
的
に
言
語
に
よ
る

表
現
能
力
が
高
い
と
さ
れ
る
女
性
が
数
学

を
苦
手
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
数
学

は
す
べ
て
の
人
が
活
躍
で
き
る
分
野
で
あ

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
性
が
数

学
に
進
ま
な
い
の
は
、
魅
力
が
十
分
に
伝

わ
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
日
本
を
含

め
た
ア
ジ
ア
の
国
々
で
数
学
や
科
学
の
リ

テ
ラ
シ
ー
が
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学

ぶ
こ
と
の
喜
び
や
動
機
が
低
い
の
は
、
そ

れ
が
社
会
の
役
に
立
っ
て
い
る
の
だ
と
い

う
実
感
が
乏
し
い
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

今
後
、
社
会
課
題
の
解
決
に
数
学
の
力

は
必
須
で
あ
る
。
そ
こ
に
新
し
い
感
性
が
加

わ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め

に
も
、
先
生
方
に
は
数
学
の
魅
力
を
伝
え
、

子
ど
も
た
ち
の
背
中
を
押
し
て
あ
げ
て
ほ
し

い
。
教
育
現
場
が
、
先
生
と
子
ど
も
た
ち
が

向
き
合
う
余
裕
の
あ
る
、
豊
か
な
場
所
に
な

る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

他
分
野
と
か
か
わ
り
な
が
ら
発

展
を
続
け
る﹁
数
学
﹂

誰
も
が
活
躍
す
る
た
め
に
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知っておきたい教育NOW 

Ａ
Ｉ
の
急
速
か
つ
ඈ
躍
的
な
進
歩
に
伴

い
、
私
た
ち
は
技
術
ֵ
新
の
Ը
ܙ
を
受
け
て

生
活
し
て
い
る
。
̜
Ｉ
̜
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想

の

උ
が
進
み
、
生
ె
の
学
習
に
関
わ
る
教

育
̙
̭
が
ଅ
進
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
教
һ

は
、
Ｉ
̾
̩
で
す
べ
て
の
人
と
モ
ϊ
が
つ
な

が
り
、
さ
ま
͟
ま
な
知
識
や
情
報
が
共
有
さ

れ
、
今
ま
で
に
な
い
新
た
な
Ձ

を
生
み
出

す�4PDJFUZ����

社
会
を
実
現
す
る
生
ె
を

育
て
る
一
端
を
୲
っ
て
い
る
。
二
ʓ
一
九
年

に
文
෦
科
学
ল
と
経
ࡁ
࢈
ۀ
ল
か
ら
報
ࠂ
さ

れ
た｢

数
理
ࢿ
本
主
義
の
時
代｣

に
は
、｢

こ

の
第
࢛
࣍
࢈
ۀ
ֵ
命
を
主
ಋ
し
、
さ
ら
に

そ
の
限
界
す
ら

え
て
先

と
進
Ή
た
め

に
、
ど
う
し
て
も
ܽ
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

科
学
が
、
三
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
数

学
、
第
二
に
数
学
、
そ
し
て
第
三
に
数
学
で

あ
る
！｣

と
記
さ
れ
て
い
る
。
数
学
が
Ռ
た

す
役
ׂ
が
社
会
で
増
大
す
る
中
、
中
学
ߍ
数

学
で
何
を
学
ぶ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
の
か
、
生
ె
た
ち
は
何
を
身
に
つ
け

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
考
え
て
み
た

い
。中

学
ߍ
数
学
科
で
は
、
数
学
的
に
問

題
解
決
す
る
過
程
を
重
視
し
た
त
ۀ
を

ߦ
っ
て
い
る
。
そ
の
過
程
の
中
で
、
数

学
ݻ
有
の
事
象
に
加
え
、
日
常
生
活
や

社
会
の
問
題
を
数
理
的
に
捉
え
る
こ
と

を｢
数
学
化｣

と
い
い
、
事
象
の
数
ྔ

に
ண
目
し
て
数
学
的
な
問
題
を
見
い
だ

し
た
り
、
事
象
の
特

を
捉
え
て
数
学

的
な
表
現
を
用
い
た
り
す
る
力
を
身
に

つ
け
る
こ
と
を
意
ਤ
し
て
い
る
。

ྫ
え
ば
、

࢜
ࢁ
の

上
や
タ
ワ
ー

の
展


、
気
球
か
ら
の
景
৭
を
イ

メ
ー
ジ
し
て
み
よ
う
。
ԕ
く
ま
で
見

す
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
向
こ
う
か
ら

も
こ
ち
ら
が
見
え
る
こ
と
を
意
ຯ
す
る
だ
ろ

う
。
ਤ
�
で
は｢


࢜
ࢁ
が
見
え
る
ൣ
ғ

は
ど
こ
ま
で
だ
ろ
う
か｣

が
現
実
の
問
題

で
あ
り
、

球
を
球
体
と
す
る
、
視
ઢ
（
ޫ
）

は
直
進
す
る
、

上
の
場
所
を
点
Ａ
と
す

る
、
球
の

ܘ
を
あ
る

で
ۙ
似
し
て
考
え

る
、
な
ど
が
数
学
化
に
૬

す
る
。
現
実
の

世
界
の
事
象
を
数
学
の
世
界
で
考
え
る
た
め

に
は
、
事
象
の
本
質
だ
け
を

し
、
対
象
を

୯
७
化
し
て
考
え
る
こ
と
が
ܽ
か
せ
な
い
。

ஜ大学ෟଐத学ߍ

་　小ੴ　উ೭ڭ

①
事
象
を
数
ཧ
的
に
ଊ
え
る
力
の

ॏ
要
性
が
·
す
·
す
ߴ
·
ỳ
て

い
る
。

②
数
学
の
学
श
ա
ఔ
は
ओ
ମ
的
な

学
ͼ
を
༠
発
し
、


性
を
育

Ή
͜
ͱ
が
で
き
る
。

③
社
会
の
ॾ
問
題
を
解
決
す
る
た

め
に
、
ଞ
教
科

ͱ
ࢹ

を


͛
、
事
象
を
数
ཧ
的
に
ଊ
え
る

力
を
複
؟
的
に
学
Ϳ
͜
ͱ
も
େ


で
あ
る
。

ポ
イ
ン
ト ̖

̞
࣌

に
͓
͚
る
数
学
の

ॏ
ཁ
ੑ
と
த
学
ߍ
数
学
Պ
Ͱ


͟
す「
ࣄ

を
数
ཧ
త
に

ଊ
͑
る
力
」の
ҭ
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現
実
の
事
象
を
、
い
わ
ば｢

数
学
の
レ
ン
ζ｣

を
通
し
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

̫
̪
̘
Ａ
時
代
に
対
応
す
る
た
め
に
、
新

た
な
Ձ

を
生
み
出
す

造
力
の
育

が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

造
性
は
ど

の
よ
う
な
学
び
か
ら
身
に
つ
く
の
か
。

生

ܥ
Ａ
Ｉ
と
と
も
に
生
き
る
現
代
で

は
、｢

人
間
な
ら
で
は
の
強
み｣
を
意

識
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
解

き
方
が
ఆ
ま
っ
た
問
題
を
ޮ

性
の
み

を
重
視
し
て
解
い
た
り
、
計
算
手
ଓ
き

の

෮
の
み
に
ཹ
ま
っ
た
り
す
る
学
習

で
は
な
く
、
ࣗ
分
な
り
に
ࢼ
ߦ
ࡨ
誤
し

た
り
他
者
と
ڠ
ಇ
し
た
り
し
な
が
ら
問

題
を
解
決
す
る
な
ど
、
主
体
的
な
学
び

が
必
要
に
な
る
。

ྫ
え
ば
、
৴
߸
の
な
い
̘
交
ࠩ
点
に

歩
ߦ
者
用
৴
߸
を
ઃ
置
す
る
場
合
、
੨

৴
߸
の
時
間
を
何
ඵ
に
し
た
ら
よ
い
か

を
考

す
る
問
題
を
考
え
る
（
ਤ
�
）。

実
際
の
त
ۀ
で
は
、
他
の
交
ࠩ
点
の
動

ը
を
̎
つ
ఏ
ࣔ
し
て
お
り
、
生
ె
は
༩

え
ら
れ
た
動
ը
の
情
報
か
ら
必
要
と
思

わ
れ
る
数
ྔ
を
औ
り
出
し
て
、
੨
৴
߸

の
時
間
を
ྨ
ਪ
す
る
。
考

対
象
と
な

る
交
ࠩ
点
に
৴
߸
機
は
な
い
た
め
、
実

際
の
時
間
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

解
決

向
か
う
過
程
で
は
、
多
様
な
考

え
が
表
出
す
る
。
ಓ
෯
、
交
通
ྔ
、

理
的

要
因
、
प
ล
環
境
な
ど
の
数
ྔ
に
ண
目
し
て

問
題
解
決
の
方
๏
を
୳
る
こ
と
に
な
る
。
ྫ

え
ば
、
प
ล
環
境
と
し
て
、
子
ど
も
連
れ
や

お
年
د
り
が
多
い

Ҭ
で
あ
れ
ば
、
意
ਤ
的

に
੨
৴
߸
の
時
間
を
長
く
ઃ
ఆ
し
た
い
と
い

う
考
え
が
生
ె
に
は
た
ら
く
。
こ
の
よ
う
な

多
様
な
考
え
は
൝
活
動
な
ど
の
他
者
と
の
意

見
交
換
の
中
で
活
性
化
し
深
化
す
る
。
他
者

の
意
見
を
ฉ
き
、
そ
の
意
見
を
औ
り
ೖ
れ
ࣗ

分
の
考
え
を
ਫ਼
៛
化
す
る
こ
と
、
他
者
の
ࢼ

ߦ
ࡨ
誤
の
様
子
を
見
て
、
ࣗ
分
の
考
え
を
૬

手
に
伝
え
る
こ
と
な
ど
は
、
ڠ
ಇ
的
な
学
び

の
中
に
こ
そ
現
れ
る
。
૬
手
の
意
見
を
ฉ
く

と
き
、
な
ͥ
そ
の
よ
う
に
考
え
た
か
を
質
問

す
る
。
૬
手
の｢

数
学
の
レ
ン
ζ｣

を
通
し

て
事
象
を
数
理
的
に
捉
え
る
こ
と
で
、
ࣗ
分

の
考
え
と
の
異
同
に
気
づ
く
。数
学
化
さ
れ
、

数
ྔ
の
関

が

理
さ
れ
る
と
、
既
習
の
知

識
に
基
づ
い
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
も
っ

と
よ
い
解
決
方
๏
は
な
い
か
と
考
え
る
生

ె
、
他
の
交
ࠩ
点
も
同
様
に
ௐ
べ
ら
れ
な
い

か
と
考
え
る
生
ె
が
現
れ
る
。
こ
れ
ら
の
様

૬
は
生
ె
が
主
体
的
に
学
び
࢝
め
る
一
ྫ
で

あ
る
。
そ
し
て
、
生
ె
ࣗ
ら
考
え
た
新
た
な

問
題
を
再
び
学
習
過
程
に
ଈ
し
て
解
決
し
て

い
く
。
こ
の
よ
う
な
学
習
過
程
で

造
性
の

基
礎
を
育
Ή
こ
と
が
で
き
る
。

身
ۙ
な
事
象
を
数
学
化
す
る
こ
と
は
教
科

ԣ
断
的
な

༰
と
し
て
も
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
他
教
科
で
学
習
し
た
۩
体
的
な
事
象

を
数
学
の
視
点
で
捉
え
直
し
て
教
材
化
す
る

こ
と
に
よ
り
、
生
ె
が
関
৺
を
࣋
ଓ
さ
せ
な

が
ら
数
学
的
な
見
方
・
考
え
方
を
は
た
ら
か

せ
、
ࣗ
立
的
・
ڠ
ಇ
的
に
問
題
を
解
決
し
て

い
く
機
会
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
ߍ

で
の
事
ྫ
と
し
て
、
数
学
科
・
อ
݈
体
育
科
・

૯
合
的
な
学
習
の
時
間
で
扱
っ
た｢

Ϙ
ッ

ν
Ỿ｣

と
数
学
科
・
ඒ
術
科
で
扱
っ
た｢

伝

౷
文
様｣

に
つ
い
て

հ
す
る
。

本
ߍ
の
Φ
リ
ン
ピ
ッ
ク
教
育
の
一
環
と
し

て
、
อ
݈
体
育
科
と
૯
合
的
な
学
習
の
時
間

で
ύ
ラ
ス
ϙ
ー
π
で
あ
る｢

Ϙ
ッ
ν
Ỿ｣

を

生
ె
が
体
験
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
こ
の
体

験
を
౿
ま
え
、
数
学
科
で
は
Ϙ
ッ
ν
Ỿ
を
題

材
と
し
て
、
第
一
学
年
、
第
二
学
年
の
౷
計

ྖ
Ҭ
に
Ґ
置
付
け
、
૬
対

数
を
ࠜ
ڌ
に
し

て
ෆ
確
ఆ
な
事
象
の
起
こ
り
や
す
さ
を
༧
ଌ

す
る
त
ۀ
を
実
ࢪ
し
た
。
૬
対

数
を
用
い

た
判
断
の
よ
さ
を
見
い
だ
し
、
Ϙ
ッ
ν
Ỿ
の

ઓ
ུ
に
数
学
的
な
考
え
方
を
生
か
す
も
の
で

あ
る
。｢

伝
౷
文
様｣

で
は
東
ژ
ޒ
ྠ
の
Τ

ン
ブ
レ
ム
を
扱
っ
た
。
ඒ
術
科
で
は
伝
౷
文

様
の
छ
ྨ
ௐ
べ
と
そ
の
制
࡞
、
数
学
科
で
は

ਤ
ܗ
ྖ
Ҭ
に
Ґ
置
付
け
、
対
শ
性
と
Ҡ
動
に

関
す
る
題
材
と
し
て
伝
౷
文
様
の
数
学
的
な

性
質
を
見
い
だ
し
、
ଳ
ঢ়
文
様
、
น
ࢴ
文
様

の

࡞
を
ߦ
っ
た
。
制
࡞
し
た
文
様
に
つ
い

て
、
対
শ
性
に
ண
目
し
生
ె
ࣗ
身
で
Ҡ
動
の


み
合
わ
せ
や
分
ྨ
基
४
を
考

す
る
こ
と

で
、
数
学
的
な
考
え
方
を
育

す
る
も
の
で

あ
る
。
教
材
化
に

た
っ
て
は
、
扱
う
学
年

や
学
ぶ

༰
を
教
科
ご
と
に
য
点
化
さ
せ
る

こ
と
で
、
教
科
を

え
た
Χ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・

Ϛ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
も
生
か
す
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
学
習
経
験
は
、
他
教

科

と
視
野
を

げ
る
こ
と
で
事
象
を
数
理

的
に
捉
え
る
力
を
複
؟
的
に
学
ぶ
こ
と
に
つ

な
が
り
、
社
会
の
諸
問
題
の
解
決

生
か
す

こ
と
が
で
き
る
。

問題：�C交差点に信号を設置する場合、歩行者用信号（囲んである横断歩道）の青の時間（点
灯時間と点滅時間）を設定するなら、何秒にするといいでしょうか。警察の担当者
になったつもりで時間を考えてみましょう。また、設定した根拠を明確にして説明
してみましょう。
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析する練習、よく知った物語を、さまざまな登場人物の視点で捉え直す練習、メモを取りながら話を聞き再現す
る練習、などの授業を行っています。児童は、松戸市教育委員会が作成したワークブック（低・中・高学年用の
３種類）を使用して学んでいます。
これらの授業を伴教諭がT１、学級担任がT２として行うことを通じて、授業の狙いはもちろんのこと、言語
を扱う授業の有用性、テンポのよさなどの指導技術を伝える貴重な場を作ってきました。また、伴教諭が提案する、
授業案やワークシートの細かな改善点をもとに、教育委員会で発信する資料を修正し、全体の質を高めるという
サイクルを回しています。

英語分野においては、2020 年度より、全小学校の１
年生から年次進行で、文字と音の関係を「ジョリーフォ
ニックス」という教材を用いて学んでいます。ジョリー
フォニックスは、視覚聴覚のみならず運動感覚等の多
感覚を使って学ぶという特徴があります。
英語科の浅野幸絵教諭（松戸市立第五中学校）は、
小中兼務教諭として、中学校区の二つの小学校で英語
分野の授業実施と教員研修、および学級担任の支援を
行ってきました。二つの小学校では、2017 年から他校に先駆けて、全学年でジョリーフォニックスの指導に取り
組んでいます。単語の読み書きができるようになっていく児童の様子は、指導のモチベーションにつながってい
ます。
英語が専門ではない小学校教員がジョリーフォニックスを指導しやすいように、と浅野教諭が作成したパワー
ポイントやワークシートのアイデアは、教育委員会を通じて全校に提供されています。
また、小学校でのフォニックスの学びを中学校英語でも活かせるように、浅野教諭が研究・実践した内容は、
今後ジョリーフォニックスを学習した生徒が中学校に進学する際に参考にされ、小中学校一貫カリキュラムがよ
り確固たるものとなっていく予定です。
中学校での英語分野では、TESOL による英語教育を推進しています。松戸市独自のオーストラリア派遣制度で
学んできた教員が中心となり、ジョリーフォニックスの土台の上にTESOL を通じた学びの実現に取り組んでい
ます。

「漢字や英単語はたくさん書けば覚えられる」「問題をたくさん解けばわかるようになる」「社会や理科は丸暗記
すればいい」と思っている子どもたちは、どの学校にも一定数いるのではないでしょうか。勉強量や暗記は大切
ですが、新たな知識を既有知識と関連づけたりする、理解を伴った覚え方など心理学的に望ましいとされる学び
方があります。筆者は、小中学校の先生がたに教員研修を通じて学び方指導の重要性を伝え、実践してもらい、
児童生徒や教員向け意識調査の分析結果をフィードバックしながら、学校で取り入れやすい指導方法を研究して
います。
例えば、算数の用語や定義とその例を、ペアに対して説明する活動を、全学年において取り組んだ小学校があ
ります。この活動は、声に出して自分の言葉で説明することで、自分の理解状態を認識すること（メタ認知）を
重視しています。
３～６学年の児童への意識調査では、「前よりも先生の話をよく聞くようになった」「勉強がわかるようになった」

「自分がわかっているかわからないかに気づくようになった」「うまく説明できないときは、どう説明したらいい
か調べて、わかろうとしている」などの項目で、８割以上が「そう思う」と答えており、児童の学習意欲の高ま
りが示されました。準備が不要で、一人１分程度で済む取り組みやすい活動であることから、教員への意識調査
では、約８割が指導を継続したいと答えています。この小学校での取組を、児童が進学する中学校でも行い、小
中学校９年間を通じた学び方指導を推進しています。

ジョリーフォニックスによる土台の上にTESOLで学ぶ「英語分野」

卒業後も学び続けられる学習者の育成を目ざす「一生ものの学び方」指導の実践
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ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹদࢢށͷશখதֶߍɺจ෦Պֶলͷ教育՝ఔಛྫߍͷࢦఆΛड͚ɺࣇಐੜ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹెͷཧతɾ൷తྗߟࢥͱίϛϡχέʔγϣϯྗͷ育Λ͟ ɹɹɹɹɹ「Պ༺׆ޠݴ͢」
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹʹऔΓんͰ͍·͢ɻ·ͨɺଔޙۀੜ֔ʹΘֶͨͬͯͼଓ͚ΒΕΔ「ֶཱࣗͨ͠शऀ」ͷ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹ育Λ͟͢ɺ「Ұੜͷͷֶͼํ」ࢦಋͷڀݚΛਐΊ͍ͯ·͢ɻɹɹɹɹɹɹɹɹɹ

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　千葉県松戸市教育委員会　教育政策研究課　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元指導主事 岡本　小枝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　

松戸市の全小中学校（小学校 45 校、中学校 20 校、
夜間中学校１校）では、2011 年度から文部科学省によ
る教育課程特例校に認定され、市独自の教科「言語活
用科」を全学年において学んでいます。言語活用科は、
全ての学習の基礎となる思考・表現を養う「日本語分野」
と、小学１年生から英語の文字と音の関係を学ぶフォ
ニックス、および中学校でのTESOL（第二言語習得
理論）による英語教育を行う「英語分野」とで構成さ
れています。両言語から「自分の意見をわかりやすく
伝える力」と「相手が伝えようとしていることを理解
する力」を身につけることを目標としています。松戸
市では、この小中学校一貫カリキュラムである言語活
用科による小中連携を推進しています。
各分野における中心的存在である２名の中学校教員

（小中兼務教諭）の、２小１中の中学校区での取組を紹
介します。

国語科の伴久仁子教諭（松戸市立第一中学校）は、中学校区の二つの小学校で日本語分野の授業を行ってきま
した。日本語分野では、指導内容を焦点化してトレーニングを行い、教科や領域、日常生活において、身につけ
たスキルを活用させていくことをねらっています。
小学校で学ぶ内容は、「意見を言おう」「わかりやすく伝えよう」「分析しよう」「その人になって考えよう」「話
を再現しよう」の五つの単元で構成されています。例えば「意見を言おう」の単元では、日本語では省略しがち

な主語を入れる、結論を先に話す、理由を添えるといった会話の型
を練習します。複数の理由を述べるときは、わかりやすいように「一
つめは」「二つめは」といったナンバリングを使います。国語の教
科書に同様の内容があるものの、言語活用科では練習する題材を多
く提示し、一人一人の発話場面を多く設定することでスキルとして
身につけさせる点が特徴です。
この他にも、事実と意見の区別をつける練習や、集めた情報を項
目ごとに分ける練習、委員会活動について学級で５W１Hを意識し
て報告する練習、マイクロディベート、絵の中に根拠を押さえて分

日本語・英語両面からの「言語活用科」推進と
「一生ものの学び方」指導の実践

論理的・批判的思考力とコミュニケーション能力の育成を目ざす言語活用科

全ての学習の基礎となる思考・表現を養う「日本語分野」

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹদࢢށͷશখதֶߍɺจ෦Պֶলͷ教育՝ఔಛྫߍͷࢦఆΛड͚ɺࣇಐੜ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹెͷཧతɾ൷తྗߟࢥͱίϛϡχέʔγϣϯྗͷ育Λ͟͢
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹʹऔΓんͰ͍·͢ɻ·ͨɺଔޙۀੜ֔ʹΘֶͨͬͯͼଓ͚ΒΕΔ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹ育Λ͟͢ɺ「Ұੜͷͷֶͼํ



教育出版 Educo No.62 1011 教育出版 Educo No.62

らすアイψの人ʑと出会い、ަྲྀをਂめ、ଚ重した࢟を紹介し、ภ見をもたず、ਅ実を見つめることで、言葉
や文化のนをӽえて、人は理解しあえることを伝えている。また、第３ষでは、社会科や૯߹学習の࣌間でར用
できるよう、松Ӝ࢛記೦ؗを見学して主体的な学習を行う内容とした。
〓松坂城を築いた蒲

が

生
もう

氏
うじ

郷
さと

に学ぶ
ฏ成 27 年３݄には、෭読本の３めとしてઓ国কのו生
は、松ڷࢯ。を取り上͛、小学６年生で学べるようにしたڷࢯ
にをஙき、Լொを備し、人のொとして発లする基൫ࡕ
を作った人物であり、第１ষでは「松ࡔ」をஙき、入する
までのڷࢯを取り上͛、どのような人物であったかを紹介して
いる。第２ষでは、Լொを備し、֗ಓをԼにҾき入れ、
人を༠கし、ָ市ָ࠲を行うなど、その後に松ࡕが人のொ
として発లする基礎をஙいたことを学べるようにした。また、
第３ষでは、松ࡕをれ、ౡݝの会ए松にҠった൩年のࢯ
に数えられるなど、ઓ国কとしてだけでなく文化人と「ࣣٳར」、を取り上͛、第̐ষでは、の౬をѪしڷ
しても活༂した࢟を紹介している。
〓豪商三井家の基礎を築いた三

みつ

井
い

高
たか

利
とし

ฏ成 �0 年３݄には、෭読本の̐めとして人の「ࡾҪ高ར」を取り上͛、ו生ڷࢯと同じく６年生で学べる
ようにした。第 1ষでは、「現ֻۚけなし」というֵ新的な法で成ޭし、ࡾҪՈの事業基൫をஙいた高རから
を༩えたの存在を取り上͛、新しいڹまったことを紹介している。第２ষでは、高རにӨ࢝が࢙ҪՈのྺࡾ
ചの方法を生み出し、行動にҠした高རの࢟を伝えている。第３ষでは、ࡾҪՈだけでなく多くの松ࡕの人が
全国的に活༂するきっかけとなったഎܠを紹介している。

松ࡕ市では、̐年生で本ډએ、５年生で松Ӝ࢛、６年生でו生
Ҫ高རの෭読本を、全児童にࡾとڷࢯ ずつしてきた（現在はҹ1
せずタブレットで見ることができる）。そして、国語、ಓಙ、社会、૯
߹的な学習の࣌間における学習活動を相ޓに関連づけ、域の文化、ྺ 、࢙
土教育ڷ的に活用したۃをੵݯ業、Ғ人、ത物ؗなど、身ۙな教育資࢈
を推進し、ເを育み、ະདྷを切りく松ࡕの人づくりに取り組んでいる。
土をѪする心のৢ成をਤることで、ᶃ子どもたちの๛かな心を育み、ᶄڷ、土のҒ人に学ぶ教育を推進しڷ
域社会の発లにݙߩする意欲をىשし、ᶅҟなる文化やྺ࢙を理解する態度を育成し、ᶆތりをもって域のこ
とを語ることのできる人材を育て、ᶇ伝౷文化を継ঝしていくことにつながることがظされる。
生まれ育ったڷ土は、人間ܗ成に大きな割を果たすとともに、一生にわたるਫ਼ਆ的な支え、心のよりどころ
となるものであり、自分たちが育ってきた域を大切にकっていこうとする心や、域にݙߩしようとする態度
を養うことの重要性は、今後ますます高まっていくと考えられる。

土のҒਓに学ぶҙٛڷ
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ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹࡾॏݝদࢢࡕͰɺ౷͋Δྺ࢙ͱจԽΛங͍͖ͯͨ;Δさͱɾদࡕʹ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹތΓΛͪɺদࡕΛѪ͠ɺ༏Εͨઌਓͨͪͷੜ͖ํʹֶͼɺࣗΒͷເΛ๊͘ࢠͲ
ɹɹɹɹɹɹɹɹͨ ͪΛ育ͯΔͨΊɺฏ ��ʢ����ʣ͔ΒࢢͷશখֶߍͰɺ෭ಡຊΛڷͨ͠༺׆ͷ
ɹɹɹҒਓʹֶͿ教育ͷਪਐʹऔΓんͰ͍Δɻ 　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　松
まつ

浦
うら

武
たけ

四
し

郎
ろう

記念館　館長 山本　命
めい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

が約ޱ市は、人ࡕの中部にҐஔする松ݝ重ࡾ 1� ສ人の方市である。ۙ年ではগ子化、高ྸ化が進み、ࢮ
数が出生数を上回る「自વݮ」が֦大するとともに、స出者がస入者を上回る「社会ݮ」（స出ա）が続いている。
この 15 年΄どで市の人ޱは１ສ人΄どがݮগしており、社会ݮのݪҼの一つに、市のকདྷを担うए者たちが大学
進学やब৬などのために市֎やݝ֎に出て、松ࡕにってこないことが͛ڍられる。
松ࡕ市教育委員会では、ฏ成 2�（2011）年に「ڷ土のҒ人に学ぶ教育推進委員会」を立ち上͛、松ࡕをれても、
;るさとをތりに思い、出会った人ʑに;るさとのྺ࢙や文化を語ることができ、いつか松ࡕにってきてݙߩ
してもらえるようなए者たちを育てるためݕ౼を重ねた。そして、これまではҒ人をഐ出した域の小学校だけ
で取り組んでいた学習を、෭読本を作成し、市内の全小学校で学べるようにした。筆者は、委員として෭読本づ
くりに携わったことから、その取り組みを紹介させていただく。
〓国学者・本

もと

居
おり

宣
のり

長
なが

に学ぶ
松ࡕ市教育委員会では、現在までに「ڷ土のҒ人を知る」シ
リーζとして̐の෭読本をץ行している。ฏ成 25（201�）年
２݄にץ行した１めは、松ࡕ出身の国学者「本ډએ」を取
り上͛、小学̐年生で学習することとした。作成にあたり、専
門Ոが書いたものでは授業で使いにくいものになることがݒ೦
されたため、専門Ոの意見を聞きながら教員が各ষごとにࣥ筆
した。また、ॆ実した実践が行えるよう教員向けに事例集を作
成し、国語科、ಓಙ科、社会科または૯߹的な学習の࣌間で参
考となるよう教科ごとの学習指導案もࡌܝした。෭読本は３ষ
からなり、第１ষでは国語科で用いることを定し、「լ

ㆉ㇂ ㆮ

ໜਅ
ㆾ


ㆶㆡ

と本ډએの出会いの感動」「ࢤが高ければ大き
な業をなすことができること」「学問の研究はॱং正しく進むこと」「એの人となりがҒ業に結びついている
こと」を伝える内容とした。第２ষではಓಙ科で使用できるものとし「ં࠳をりӽえڵຯのあることや得意な
ことを৳ばすことで大きなҒ業をなしえたこと」「࠽や࣌間がないということで学ぶことをやめず、生֔を通し
て人や物すべてから学び続けることの大切さ」にスポットをてた。また、第３ষでは、子どもたち自らが本ډ
એ記೦ؗへ出かけて、調べ、考え、表現する主体的な学習に取り組むことを通して、学び方や調べ方を習得す
ることができるようにした。
〓探検家・松浦武四郎に学ぶ
ฏ成 2� 年３݄にץ行した෭読本シリーζの２めは、୳ݕՈの「松Ӝ࢛」を取り上͛、小学５年生で学べ
るようにした。࢛は、ນにロシアೆԼのػةを知り、ւಓを６度にわたって調査し、先ॅのアイψの人ʑ
をଚ重し、ڞ生を目ざした人物である。第１ষでは、एき日のཱྀを取り上͛、ح心Ԣな࢛গ年が見知ら
͵土をཱྀし、多くの人と出会うことで見識をめ、ҧいをडけ入れるい心をもった大人へと成する࢟を紹
介し、人との出会いや感ँをれなかった࢛の心を学べるようにした。次に第２ষでは、ւಓにݹくから

夢を育み、未来を切り拓く人づくり

ए͍ੈのྲྀग़

～三重県松阪市における
　　　　　　　　郷土の偉人に学ぶ教育の推進～

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹࡾॏݝদࢢࡕͰɺ౷͋Δྺ࢙ͱจԽΛங͍͖ͯͨ;Δさͱɾদࡕʹ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹތΓΛͪɺদࡕΛѪ͠ɺ༏Εͨઌਓͨͪͷੜ͖ํʹֶͼɺࣗΒͷເΛ๊͘ࢠͲ
ɹɹɹɹɹɹɹɹͨ ͪΛ育ͯΔͨΊɺฏ ��ʢ����ʣ͔ΒࢢͷશখֶߍͰɺ෭ಡຊΛڷͨ͠༺׆ͷ

ҒਓʹֶͿ教育ͷਪਐʹऔΓんͰ͍Δɻ
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さ
せ
た
い
と
考
え
、
保
護
者
や
地
域
の

方
々
の
協
力
を
得
な
が
ら
取
組
を
継
続
し

て
い
ま
す
。

ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
飼
育
を
通

し
て
子
ど
も
た
ち
が
学
ぶ
も

の毎
年
５
年
生
が
中
心
と
な
り
、
一
昨
年

の
９
月
に
孵
化
し
た
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
赤

ち
ゃ
ん
を
、
６
月
の
放
流
ま
で
大
切
に
育

て
ま
す
。

今
年
度
は
開
校
1
5
0
周
年
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、
５
年
生
は
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ

を
育
て
る
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
学
校
と
し

て
、
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
こ
と
や
そ
れ
ら
を

取
り
巻
く
環
境
に
つ
い
て
学
ん
だ
こ
と
を

広
く
発
信
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま

す
。
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を
使
っ
て
、

専
門
家
の
か
た
か
ら
飼
育
の
仕
方
を
聞
い

ク
ラ
ブ
活
動
の
一
環
と
し
て

始
ま
っ
た
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の

飼
育
活
動

本
校
の
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
飼
育
活
動

は
、
昭
和
52
（
1
�
7
7
）
年
、
学
校
の

観
察
ク
ラ
ブ
の
活
動
の
一
環
と
し
て
始
ま

り
ま
し
た
。

ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
は
国
際
的
な
絶
滅
危
惧

種
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
御
前
崎
市
は
、

「
御
前
崎
の
ウ
ミ
ガ
メ
及
び
そ
の
産
卵
地
」

と
し
て
昭
和
55
年
、
国
の
天
然
記
念
物
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
と
ま
っ
た
数
の
ア

カ
ウ
ミ
ガ
メ
が
産
卵
の
た
め
上
陸
す
る
貴

重
な
海
岸
は
本
校
の
学
区
内
に
あ
り
ま

す
。
こ
の
飼
育
活
動
を
生
命
の
大
切
さ
を

学
ぶ
機
会
に
留
ま
ら
せ
ず
、
自
分
や
郷
土

を
見
つ
め
直
し
、
自
他
を
愛
し
郷
土
を
愛

す
る
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
活
動
に
発
展

本
校
が
位
置
し
て
い
る
御
前
崎
の
海
岸
に
は
、
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
が
産
卵
の
た
め
に
毎
年
上
陸
し

て
き
ま
す
。
そ
の
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
を
市
の
保
護
監
視
団
体
か
ら
��
頭
ほ
ど
譲
り
受
け
、
子
ど
も
た

ち
が
学
校
で
飼
育
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
飼
育
活
動
は
、
��
年
の
歴
史

あ
る
活
動
と
し
て
、
親
の
代
か
ら
子
ど
も
た
ち
へ
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
地
域
に
支
え
ら
れ
な
が

ら
、
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
を
育
て
る
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
学
校
と
し
て
、
伝
統
と
誇
り
を
も
っ
た
活
動
と

な
っ
て
い
ま
す
。

ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
飼
育
で

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
学
校
へ

静
岡
県
御
前
崎
市

御
前
崎
小
学
校

校
長

田
代
久
美
子

˔ड͚ೖれࣜ

地球となかよし　 トピックス①



教育出版 Educo No.62 1213 教育出版 Educo No.62

た
り
、
全
国
の
関
係
機
関
の
活
動
を
調
べ

た
り
し
な
が
ら
学
び
を
深
め
て
い
ま
す
。

ま
た
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
海
岸

清
掃
に
参
加
す
る
な
ど
、
支
援
し
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
地
域
の
か
た
が
た
と
の
交
流

を
通
し
て
、郷
土
を
愛
し
、共
に
支
え
合
っ

て
生
き
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ん
で

い
ま
す
。

御
前
崎
の
未
来
を
創
る
私
た

ち
に
で
き
る
こ
と

子
ど
も
た
ち
が
進
む
未
来
に
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
困
難
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
御
前
崎
小
学
校
で
体
験
す
る
こ

の
「
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
飼
育
」
が
、
子
ど

も
た
ち
に
生
き
る
こ
と
の
尊
さ
を
教
え
、

人
と
人
が
支
え
合
っ
て
生
き
る
こ
と
の
大

切
さ
を
実
感
さ
せ
、
困
難
を
乗
り
越
え
て

い
く
糧
に
な
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

今
年
放
流
し
た
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
が
�0
年

後
に
戻
っ
て
く
る
御
前
崎
が
、
美
し
い
海

岸
・
美
し
い
心
で
あ
り
続
け
る
よ
う
、
子

ど
も
た
ち
は
今
日
も
、
未
来
を
創
る
私
た

ち
に
で
き
る
こ
と
は
何
か
を
考
え
、
前
を

向
い
て
進
ん
で
い
ま
す
。

ಈ׆育ࣂ˔

˔子どもたͪに見कられ

˔͍ͭに์流

のレϦーϑࣷߍ˔

˔はる͔なւ
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τ
全
体
ミ
ー
テ
ィ
ン
ά
」「
い
Θ
き
ࢤ
क़
」

「

崎

ݣ
ࣄ
ۀ
」「
体
験
ܕ
ܦ
ࡁ
教
育
」

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

「
い
Θ
き
ࢤ
क़
」
で
は
、
本
市
の
小
・

中
学
生
を
ର

に
、
/
1
O
や
ا
ۀ


と
の
࿈
ܞ
を
ਤ
り
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち

の
Ω
Ỿ
リ
ア
発
ୡ
を
ଅ
す
さ
ま
ざ
ま
な

ワ
ー
ク
γ
ἀ
ỽ
ϓ
を
実
ࢪ
し
て
い
ま
す
。

地
ݩ
で
活
༂
す
る
か
た
が
た
を
交
え
て
の

S
%
(T
に
関
す
る
ఏ
Ҋ
や
、
い
Θ
き
の

ັ
力
を
࠶
発
見
・
発
信
す
る
$
.
ͮ
く

り
、
ӳ
ޠ
を
༻
い
て
他
者
と
交
流
す
る
ָ

し
さ
や
ت
び
を
ຯ
Θ
う
ワ
ー
ク
γ
ἀ
ỽ
ϓ

な
ど
、
ά
ϩ
ー
ό
ϧ
・
Ϛ
Π
ン
υ
や
実
ફ

的
な
ί
ミ
ỿ
χ
έ
ー
γ
ἀ
ン

力
を
育


す
る
た
め
の
学
び
を
つ
く
り
ग़
す
こ
と
に


力
し
て
い
ま
す
。
ۙ
年
で
は
、
参
加
し

た
ࣇ
ಐ
生
ె
を
ԕ
ִ
地
の
ߨ
ࢣ
の
か
た
が

Ҏㆂ

㇏

ㆌو

本
市
で
は
、「
Ҏ
和
貴
ま
ち
ͮ
く
り
ج

本

ྫ
」
を
ࠜ
ఈ
に
ਾ
え
、ී
ว
的
な
「
ま

ち
ͮ
く
り
の
ཧ
念
」
と
し
て
Ґ
ஔ
ͮ
け
、

子
ど
も
た
ち
も
ؚ
め
୭
も
が
「
ॅ
ん
で
よ

か
っ
た
」「
ॅ
Έ
続
け
た
い
」
と
ࢥ
え
る

ັ
力
に
あ
;
れ
た
「
ま
ち
」
を

ざ
し
て

い
ま
す
。

౦ࢤ
日
本
大

ࡂ
か
ら
12
年
が
ܦ
ա
し
た

今
、
ࡂ

の
教
܇
を
෩
化
さ
せ
る
こ
と
な

く
、
࣍

を
୲
う
「
人
ࡒ
」
を
育

す
る

こ
と
が
重
ཁ
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

市
教
育
ҕ
һ
会
で
は
、「
Ω
Ỿ
リ
ア
教

育
ਪ
進
ࣄ
ۀ
」
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
内

༰
は
ଟ
ذ
に
Θ
た
り
、「
生
ె
会
α
ミ
ỽ

౦

本
େ

ࡂ
ޙ
、
ڭ
育
を
め
͙
る

ڥ
も
ม
Խ
し
、
͞
ま
͟
ま
な
ର
Ԡ
が
本
市
に
͓
い
て
も

ٻ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
ら
Ώ
る
も
の
の
ม
Խ
の


が

͘
、
ෳ
ࡶ
で
あ
り
、
ক
དྷ
を
༧
ଌ
す

る
こ
と
が
ࠔ

な
ࠓ
、
す

て
の
ਓ
々
が
、
๛
か
な
ਓ
ੜ
を
ੜ
き
ൈ
͘
ྗ
を

に
ͭ
け
て
い
͘
と

と
も
に
、
࣌
代
を

え
て
も
ม
Θ
ら
な
い
Ձ

を
Ҿ
き
継
い
で
い
͘
こ
と
が
ॏ
ཁ
で
あ
り
、
վ
め

て
、
ڭ
育
の
Ռ
た
す

ׂ
の
େ
き
͞
を
௧
ײ
し
て
い
る
と
こ
Ζ
で
す
。

˔ҎوまͪͮくΓج本ྫ ˔͍Θ͖ࢤक़ ｢インάϦογュ・イϚーδϣン・キϟンϓ｣

˔͍Θ͖ࢤक़でのରの༷子


Λ
Ҏ
ỳ
ͯ
و
͠
ͱ
ͳ
͢

ࢠ
Ͳ

ͨ
ͪ
の
৺
ʹ
Ր
Λ
౮
͢

ủ
Ω
Ỿ
リ
ア
ڭ
育
ਪ
ਐ
ࣄ
ۀ
Ứの
औ


福
島
県
い
わ
き
市
い
わ
き
市
教
育
委
員
会

学
校
教
育
推
進
室

学
校
教
育
課

指
導
主
事

德と
く

永な
が

一ひ
と

夢む

地球となかよし　 トピックスᶄ
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˔長࡚ݪരࢮ者ౣฏف೦ؗでのとう

˔ମ験ܕ経ࡁ教育ࢪઃでの׆ಈの༷子

˔長࡚ࢢ・͍Θ͖ࢢ生ె会Ϧーμー交流会

た
と
オ
ン
ラ
Π
ン
で
つ
な
͙
取
組
も
ߦ
っ

て
い
ま
す
。
地
域
の
෮
ڵ
や
ま
ち
ͮ
く
り

に
ߩ
ݙ
す
る
か
た
が
た
や
、
本
市
ग़

の

国
࿈
৬
һ
の
か
た
な
ど
の
地
域
の「
人
ࡒ
」

と
ग़
会
う

を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

ڞ
創い

Θ
き
の
࣍

を
୲
う
子
ど
も
た
ち
に

は
、「

ࣝ
・
ٕ

」
な
ど
の
ྔ
的
に
ଌ

定
で
き
る

力
（
ೝ


力
）
と
と
も
に
、

自
ݾ
༗
༻
感
や
ن
ൣ
ҙ
ࣝ

（
ඇ
ೝ



力
）を
ど
ち
ら
も
大
切
に
す
る
教
育
を「
い

Θ
き
ܕ
全
人
的
教
育
」
と
し
、
学
校
・
ߦ


・
地
域
が
ओ
体
的
か
つ
一
体
と
な
っ
た

「
人
ͮ
く
り
」
を
ਪ
進
す
る
こ
と
が
、「
Ҏ

和
貴
ま
ち
ͮ
く
り
」「
共
創
の
ま
ち
ͮ
く

り
」
の
ૅ
に
な
る
と
信
じ
て
取
り
組
ん
で

い
る
と
こ
Ζ
で
す
。



日本の食料・農林水産業は、大規模自然災害や地
球温暖化、生産者の減少・高齢化による生産基盤の脆
弱化など、さまざまな政策課題に直面しており、将
来にわたって食料の安定供給を図るためには、これ
らを見据えた施策を展開する必要があります。
農林水産省では、これらの課題に的確に対応し、
持続可能な食料システムを構築するため、食料・農林
水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーショ
ンで実現する「みどりの食料システム戦略」を2021
年５月に策定し、調達、生産、加工・流通、消費の
ライフサイクルの各段階における持続可能な取組を
推進しています。
同戦略では、2050年に目ざす姿として、農林水産
業のCO2ゼロエミッション化や化学肥料・化学農薬
の低減などを目標として掲げていますが、これらの
目標を達成するためには、生産者のみならず、流通・
加工・消費まで含めた食料システム全体で取り組む
ことが不可欠です。このため、同戦略に基づき、生
産者の環境負荷低減の努力を「見える化」する実証
事業を行っています。
この事業は、コメや野菜、果樹などの農産物につ
いて、その生産段階における温室効果ガスの削減量
を算定し、削減割合に応じた星のマークのラベル（下
図参照）を付けて販売することにより、環境負荷低
減に取り組む生産者の努力を知ってもらい、環境に
配慮した商品を選ぶための参考としていただくもの
です。
先生がたにおかれましては、学校の授業などで
SDGsや環境問題を取り扱う際、地球規模の大きな問
題として説明いただくことも多いと思いますが、将
来を担う子どもたちに、普段の買い物や毎日の食事
などの身近な行動の中で環境問題に関心をもっても
らうきっかけとしても、この「見える化」について
お話いただけますと
幸いです。

農林水産省　大臣官房
みどりの食料システム戦略グループ 中山　博貴

みどりの食料システム戦略
～生命を支える「食」と安心して暮ら
　せる「環境」を将来世代へ繋ぐ～

美
び

唄
ばい

市立美唄中学校　教頭 鹿
か

糠
ぬか

　昌弘

美唄市には豊かな自然、特色ある食文化、日本一
の直線道路（囚人道路）、色濃く残る開拓の足跡、そ
して旧産炭地として栄えた歴史を物語る数多くの産
業遺産が存在します。本校ではその恵まれた地域素
材を有効に活用し、「ふるさと教育」の充実を図って
います。
特に令和元年、日本遺産に登録された「本邦国策

を北海道に観よ～北の産業革命『炭鉄港』」近代北海
道を築く基となった三都（空知・室蘭・小樽）を石
炭・鉄鋼・港湾・鉄道というテーマで結ぶことにより、
人と知識の新たな動きを作り出そうとする取組が「炭
鉄港」です。産業革命から高度経済成長へと栄華を
極めた空知。しかし、エネルギー革命を機に相次い
だ閉山で地域経済に大きな影響をもたらし、さらに
炭鉱労働に関わる悲惨な事故や過酷な労働問題等に
より「炭鉱遺産」は、とかく負の遺産としてのイメー
ジがつきまとってきました。そんな中「マイナスイ
メージをプラスに変える」発想の転換や考え方を大
切にし、『炭鉄港』という学習材を通して地域がたどっ
てきた歴史や他地域とのつながりについて多面的に
捉えることが重要であると考えました。ふるさとの
ことを深く学び、よさを知ることで郷土に対する愛
着と誇りをもつことは子どもたちにとってとても有
益であると考えます。また、単発で終わることなく
次世代へつないでいくことも極めて重要です。
少子高齢化が急激に進む昨今。身近にある地域素

材を活用することで、子どもたちが社会的事象をま
さしく「自分事」として捉え、社会に対する「見方・
考え方」を広げていく意味でも「ふるさと教育」の
推進は大変意義深いことだと自負しています。今後
も地域への愛着と誇りを高め、未来に向けて自分た
ちが果たすべき役割は何か？　主権者としての自覚
をもち、予想不能な困難に対しても多角的に考察し
ていく力を高めてほしいと願っています。

ふるさと教育の充実
日本遺産「炭

たん

鉄
てつ

港
こう

」
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　　全国各地のさまざまな取組を紹介します。



　　

当館は昭和 52年（1977）、華道家元池坊のビル
の完成にともなって開館した、世界で唯一のいけ
ばな専門の資料館です。実作が並ぶいけばな展以
外にも人々が「いけばな」とふれ合う機会を作り
たいという、当代家元・池坊専永の意向に基づき、
数百年に及ぶいけばなの歴史に関する資料が常時
展示されています。
ビル内には、池坊の最高教育機関である池坊中央
研修学院が開設されており、国内外から通う門弟
がいけばなの実技を学びながら、歴史についても
知見を深めることができます。もちろん、一般の
見学も受け入れています（予約制）。中学校や高校
の部活動でいけばなをしている生徒や、大学等に
おける伝統文化に関する授業の受講生などが、団
体で見学に訪れることも多くなっています。また、
近年は、日本文化に興味をもつ外国人の来館が、増
加傾向にあります。
収蔵品は、池坊を中心とするいけばなの伝書や絵
図、歴代家元の肖像画、門弟の記録、花器や道具
類など、多岐にわたります。国の重要文化財に指
定されているʮ池坊専好立花図（立花之次第九拾
三瓶有）」は、江戸時代前期（17世紀）、後水尾天
皇に重用されて活躍した池坊専好（二代）の作品
を収録したもので、立花とは大自然の姿を器の上
に再構成する複雑な様式です。池坊のいけばなに
は立花のほか、数少ない枝で植物の命を表現する
生花、約束事のない自由花という様式があります。
池坊が代々住職を務めている六角堂（頂法寺）に
関係する資料を多く所蔵しているのも、当館の特
徴です。六角堂は、聖徳太子創建という古い由緒を
もちます。また、ビル建設時の出土品の数々からも、
長い歴史を感じることができます。京都の中心に
位置する六角堂から、
いけばなの文化を今
後も発信していきた
いと考えています。

本校は、宮崎市教育委員会指定「STEAM教育実
践モデル校」として、総合的な学習の時間を核と
した探究的な学びの在り方や教科横断的な学びの
推進に向けた実践を行っています。
具体的には、「主体的に課題解決に取り組み、他

者と協働しながら未来を切り拓く児童を育成する
ために、STEAM教育を意識した住吉南小学校なら
ではの “未来の教室 ”の実現を目ざす」というねら
いのもと、各学年が「伝統文化」（３年）、「福祉・
防災」（４年）、「食」（５年）、「史跡の活用」（６年）
をテーマに活動しています。
これらのテーマはすべて、地域が抱えている課

題でもあり、自分たちの生活に身近な話題をテー
マにすることで、児童が地域のためにできること
を考え、地域を守っていくという当事者意識を育
むこともねらいとしています。
ここで、第４学年の事例を紹介します。社会科「防

災から身を守る」という単元の学習を踏まえ、教科
書の資料、児童が居住する地域のハザードマップな
どのデータを根拠に比較し、災害が発生した際の
安全確保について課題意識をもたせます。さらに、
課題解決のために、プログラミング教材「MESH」
を活用し、避難所の備蓄状況の確認や、目の不自
由なかたへの危険の周知方法等のプログラムをグ
ループで作成します。このような学びの過程で、協
働的に解決を図る児童の姿や、理科の単元「電気
の働き」の学びを生かした教科横断的な学びを展
開する児童の姿が確認できました。
他教科との関連を図った「習得」と「探究」のサ

イクルをうまく循環させ、児童の「わくわく」を
大切にしながら、テクノロジーを活用することで、
探究的な学びを促進できるのではないかと手応え
を感じています。
加えて、児童の探究的な学びを保障する指導者

の支援（コーチングなど）についても今後、追究
していきたいと考えています。

いけばな資料館　主任研究員 細川　武
たけ

稔
とし

宮崎市立住吉南小学校　校長 島
しま

木
き

良
よし

浩
ひろ

伝統文化「いけばな」の
歴史を学ぶ

探究的・教科横断的な学びの推進
～総合的な学習の時間を核とした
　「未来の教室」の創造～
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共
に
説
い
た
世
界
の
『
草
枕
』
か
な
。

「
住
み
に
く
き
世
か
ら
、
住
み
に
く
き
煩わ

ず
ら

い
を

引
き
抜
い
て
、
あ
り
が
た
い
世
界
を
ま
の
あ
た

り
に
写
す
の
が
詩
で
あ
る
、
画
で
あ
る
、
あ
る

は
音
楽
と
彫
刻
で
あ
る
。」
と
の
『
草
枕
』
冒
頭

の
一
節
を
引
い
て
、
点
を
繋
ぎ
線
で
粗
く
編
ん

だ
３
回
の
拙
文
連
載
を
結
び
ま
す
。

寺
久
保
文
宣
（T

erakubo Fum
inori 

）

白
日
会
会
員
・
常
任
委
員
、
日
展
特
別
会
員
。
1
9
6
4

年
埼
玉
県
生
ま
れ
。
1
9
9
0
年
、
東
京
藝
術
大
学
大

学
院
修
了
。2
0
0
1
年
、
日
展
特
選
受
賞
（

　　　　　　　

）

埼
玉
県
展
県
知
事
賞
受
賞
。
2
0
0
3
年
に
個
展
を
開

催
（
日
本
橋
三
越
本
店
）(

　
　
　
　
　
　
　）。
2
0
1
9

年
、
白
日
会
第
九
十
五
回
記
念
展
に
て
内
閣
総
理
大
臣
賞

受
賞
。
そ
の
他
、
個
展
・
グ
ル
ー
プ
展
多
数
。

　　　　洋画家 寺久保文
ふみ

宣
のり

グ
レ
ン
・
グ
ー
ル
ド
は
世
界
的
ピ
ア
ニ
ス
ト

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
��
歳
で
コ
ン
サ
ー

ト
活
動
を
拒
否
、
レ
コ
ー
ド
に
発
表
を
限
定
し

ス
タ
ジ
オ
に
引
き
こ
も
り
、
自
分
の
気
に
入
る

ま
で
そ
し
て
一
人
一
人
に
語
り
掛
け
る
よ
う
な

演
奏
を
目
ざ
し
ま
し
た
。
そ
の
グ
ー
ル
ド
は
『
草

枕
』
を
座
右
の
書
と
し
、
��
歳
で
没
す
る
彼
の

死
の
床
の
枕
元
に
は
、
聖
書
と
共
に
お
び
た
だ

し
い
書
き
込
み
が
さ
れ
た
『
草
枕
』
が
あ
っ
た

と
の
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
『
草
枕
』
は

英
訳
に
て
、「
旅
」
の
枕
詞
で
あ
る
「
草
枕
」
の

語
は
外
国
人
に
は
伝
わ
ら
な
い
の
で
、「5IF�

UISFF�DPSOFSFE�X
PSME

（
三
角
な
る
世
界
）」
の

題
名
で
出
版
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
し

て
見
る
と
四
角
な
世
界
か
ら
常
識
と
名
の
つ
く

一
角
を
磨
滅
し
て
、
三
角
の
う
ち
に
住
む
の
を

芸
術
家
と
呼
ん
で
も
よ
か
ろ
う
」
と
い
う
本
文

の
一
節
か
ら
と
ら
れ
た
ら
し
い
と
の
こ
と
で
す
。

グ
ー
ル
ド
は
、
独
特
な
演
奏
以
外
に
も
癖
や
奇

行
も
有
名
で
、
天
才
奇
人
変
人
の
誉
も
高
い
「
三

角
な
る
世
界
」
の
住
人
で
し
た
。

グ
ー
ル
ド
は
「
対
位
法
」
を
駆
使
し
集
大
成

さ
せ
た
バ
ッ
ハ
の
鍵
盤
曲
を
中
心
と
し
た
演
奏

録
音
を
膨
大
に
残
し
ま
し
た
。「
対
位
法
」
は
聖

歌
や
讃
美
歌
に
よ
り
発
展
し
、
古
く
は
ピ
ュ
タ

ゴ
ラ
ス
の
音
楽
理
論
に
ま
で
遡

さ
か
の
ぼれ

る
作
曲
術
に

て
、
西
洋
音
楽
の
根
本
で
す
。
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン

は
首
都
ウ
ィ
ー
ン
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
軍
隊
に
包

囲
さ
れ
た
時
に
「
僕
が
対
位
法
と
同
じ
く
ら
い

軍
事
学
に
精
通
し
て
い
た
ら
、
あ
ん
な
や
つ
ら

簡
単
に
蹴
散
ら
し
て
や
る
の
に
！
」
と
地
団
太
を

踏
ん
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
「
対
位
法
」
に
古
く
て

新
し
い
命
を
与
え
た
グ
ー
ル
ド
の
演
奏
を
、
私
は

「
シ
ャ
ー
プ
で
キ
レ
キ
レ
と
な
っ
た
セ
ザ
ン
ヌ
絵

画
」
と
い
う
想
像
不
可
能
な
例
え
で
表
し
た
く
思

い
ま
す
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
よ
う
に
堅
牢
厳
格
な
構
造

そ
の
も
の
が
、
歌
っ
て
踊
る
の
で
す
。

ま
た
別
に
、
バ
ッ
ハ
の
時
代
は
王
侯
貴
族
や

教
会
が
音
楽
家
の
パ
ト
ロ
ン
で
し
た
が
、
市
民

革
命
に
よ
り
大
衆
の
時
代
に
入
る
と
、
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
は
興
行
で
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
は
楽
譜
の
販

売
で
、
さ
ら
に
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス

は
「
著
作
権
」
と
い
う
音
楽
家
の
新
し
い
稼
ぎ

出
し
方
を
発
明
し
ま
し
た
。
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ
ュ

ト
ラ
ウ
ス
は
革
新
的
な
音
楽
で
世
に
出
ま
し
た

が
、
や
が
て
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
回
帰
す
る
か
の

よ
う
な
音
楽
を
現
し
、
最
後
の
古
典
的
作
曲
家

と
も
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
グ
ー
ル
ド
は
、

自
分
が
理
想
と
す
る
音
楽
家
の
一
人
と
し
て
、

こ
の
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
を
挙
げ
て

い
ま
す
。
グ
ー
ル
ド
は
彼
を
し
て
「
時
代
に
属

す
る
こ
と
な
く
時
代
を
豊
か
に
し
、
い
か
な
る

世
代
に
も
属
す
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
世
代

の
代
弁
を
し
た
」
と
評
し
ま
し
た
。

さ
て
、
彼
の
こ
の
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
へ
の
評
そ

の
ま
ま
に
、
清
教
徒
と
し
て
音
楽
に
対
峙
す
る

こ
と
を
信
念
と
し
た
グ
ー
ル
ド
に
と
っ
て
、
聖

書
と
共
に
『
草
枕
』
の
教
え
も
ま
た
彼
の
人
生

と
芸
術
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
続
け
た
よ
う
で

す
。
近
現
代
文
明
批
判
と
人
類
普
遍
の
真
理
を

『草枕』脱線雑談❸
世界的ピアニスト、
グレン・グールドと草枕
【連載第3回】（全3回）

’01、
’05

’06、
’10、
’14、
’20

˛άレン・άレード（19�� ʙ 19�� 年）
　カφμのϐアχスト・ۂ࡞家
　ࣸਅɿアϑϩ
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公益財団法人　日本環境協会
教育事業部　　　　

　　　東
あずま

尚
しょう

子
こ

「こどもエコクラブ」は、３歳児から高校生
まで、子どもなら誰でも参加できる環境活動の
クラブです。1995 年にスタートして 2023 年で
28 周年、これまでに延べ 290 万人の子どもたち
がクラブに登録して、地域の中で自主的に環境
活動に取り組んできました。
こどもエコ

クラブの大き
な特徴は「子
どもたちの自
主性の尊重」
です。子ども
が何かやってみようかなと思ったらいつでも登
録でき、活動内容も子どもたちの興味関心に応
じて自由に決めてもらいます。「地域の環境で
気になることは何だろう？」「自分たちに何がで
きるかな？」と、みんなで考えたり話し合った
りすることを大切な最初の一歩とし、子どもた
ち自身で決めた活動にみんなで取り組みます。
「地球にイイコト」なら、誰とやってもよい・
何をやってもよいというのが、こどもエコクラ
ブのスタンス。私たち全国事務局は地方自治体
や企業・団体と連携しながら、家族、近所のお
友達、児童館、学校のクラス等とさまざまな形
態のクラブの、ごみ拾い、自然観察や生き物調
査等の多岐にわたる活動を温かく見守りサポー
トしています。
こどもエコクラブのもう一つの特徴は、活動

の振り返りと継続です。自治体や企業が主催す
る環境イベントなどに一度だけ参加して「楽し
かったね！」で終わりではなく、イベントや活
動での体験を通して何がわかったか、どう感じ

たかを活動レポート等で振り返ってもらい、そ
れに対して専門家の先生がメッセージやアドバ
イスを返して「次はこんなことをしてみよう！」
という次のステップにつなげられるような仕組
みを設けています。子どもたちは、自分たちの
活動を誰かが見てくれている、応援してくれて
いると感じることで得る承認感や達成感に加
え、振り返りにより今後の課題や疑問を発見し
て継続的な活動への意欲を高めています。
とあるクラブの活動発表の場で、大人から
ちょっと難しい質問が出たことがあります。こ
んな質問に子どもが答えられるのか？　とその
場にいた誰もがドキドキしていたところ、その
子は「合っているかどうかわからないけれど、
自分はこう思います」と回答したのです。正し
い知識を身につけることももちろん大事です
が、自分の思っていることを、自分の言葉で、
大勢の前でしっ
かり発言でき
る力が子ども
たちに身につ
いていること
を実感した出
来事でした。PDCAという言葉は知らなくても、
継続した活動をする中で、子どもたちは自然に、
自ら考え、学び、対話し、行動する力を身につ
けているのです。
好きな仲間と好きなことに取り組む「ワクワ
ク！」、自然や生き物とふれ合うことで感じる
「ワクワク！」、疑問や課題を発見する知的好奇
心の「ワクワク！」、活動内容や自分たちにで
きることがステップアップしていく「ワクワ
ク！」。子どもたちのたくさんの「ワクワク！」
を応援し、さらには環境保全や SDGs の達成
にも貢献しているこどもエコクラブ。皆さんも
参加してみませんか。

子どもたちの「ワクワク！」
を応援！～こどもエコクラブ～

【連載第 1回】（全 3回）
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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

子
ど
も
だ
け
で
な
く
誰
も
が
行
け
る
場
所

子
ど
も
食
堂
は
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
子
ど
も

が
行
く
と
こ
ろ
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
か
た
が
多
い
の

で
す
が
、
全
国
に
7
�
�
�
ヵ
所
以
上
あ
る
子
ど

も
食
堂
の
８
割
は
「
ど
な
た
で
も
ど
う
ぞ
」
と
地
域

の
み
な
さ
ん
を
歓
迎
し
て
お
り
、
多
世
代
交
流
の
場

と
し
て
機
能
し
て
い
ま
す
。
地
域
の
人
が
誘
い
あ
っ

て
行
く
と
い
う
点
で
、
昔
の
自
治
体
の
子
ど
も
会
を

想
像
し
て
い
た
だ
く
と
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

公
園
に
行
く
と
き
、
自
分
は
そ
こ
に
ふ
さ
わ
し
い

か
躊

ち
ゅ
う

躇ち
ょ

す
る
人
は
い
な
い
で
す
よ
ね
。公
園
は
困
っ

て
い
る
人
が
行
く
場
所
だ
と
ラ
ベ
リ
ン
グ
さ
れ
て
な

い
し
、
入
り
口
で
年
齢
や
国
籍
を
聞
か
れ
る
わ
け
で

も
な
い
、
所
得
制
限
も
な
い
。
一
人
で
行
っ
て
も
変

に
思
わ
れ
な
い
。

子
ど
も
食
堂
も
公
園
み
た
い
に
、「
青
信
号
の
顔

を
し
て
行
け
る
か
ら
、
黄
信
号
の
子
も
行
け
る
」
場

所
な
の
で
す
。
ど
ん
な
人
で
も
歓
迎
す
る
場
所
だ
か

ら
こ
そ
、貧
困
の
子
と
接
点
を
も
て
る
強
み
が
あ
る
。

子
ど
も
食
堂
で
よ
く
あ
る
の
が
、
ニ
カ
ッ
と
笑
っ
た

子
の
口
を
見
る
と
歯
が
な
く
て
、
治
療
が
放
置
さ
れ

て
い
る
子
だ
っ
た
と
か
、
楽
し
そ
う
に
遊
ん
で
い
る

け
れ
ど
、
毎
回
「
家
に
帰
り
た
く
な
い
」
と
ぐ
ず
る

の
で
、
何
か
事
情
が
あ
る
子
だ
と
支
援
者
が
気
づ
く

と
か
。
子
ど
も
と
の
会
話
の
中
で
、
そ
の
子
が
お
手

伝
い
の
度
を
超
え
た
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
だ
と
わ
か
っ

た
例
も
あ
り
ま

す
。交

通
安
全
の

見
守
り
く
ら
い

に
、
子
ど
も
食

堂
は
あ
っ
て
当

た
り
前
の
場
に

し
た
い
。
子
ど

も
が
「
行
き
た

い
」
と
思
っ
た

と
き
、
気
軽
に

行
け
る
よ
う
な
社
会
環
境
を
作
る
の
が
私
た
ち
の
目

標
で
す
。

家
庭
科
室
を
子
ど
も
食
堂
に

使
わ
せ
て
ほ
し
い

い
ま
、
家
庭
科
室
を
地
域
に
開
放
し
て
く
れ
な
い

か
、
各
学
校
に
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
場
所
さ
え
使

わ
せ
て
く
れ
れ
ば
、
子
ど
も
食
堂
を
や
り
た
い
人
は

い
く
ら
で
も
い
る
の
で
、
そ
こ
で
朝
食
を
提
供
で
き

ま
す
。
学
校
の
家
庭
科
室
な
ら
、
登
校
中
に
通
学
路

を
外
れ
る
必
要
も
な
い
し
、
食
べ
た
あ
と
そ
の
ま
ま

教
室
に
行
け
る
の
で
、
安
全
面
か
ら
言
っ
て
も
一
番

望
ま
し
い
。

実
際
に
や
っ
た
と
こ
ろ
は
例
外
な
く
、
遅
刻
や
午

前
中
の
居
眠
り
が
減
っ
た
と
い
う
よ
い
効
果
が
た
く

さ
ん
出
て
い
る
の
で
す
が
、
何
か
あ
っ
た
ら
学
校
の

責
任
に
な
る
と
い
う
懸
念
が
あ
る
の
か
、
あ
れ
だ
け

の
場
所
が
あ
り
な
が
ら
な
か
な
か
進
ま
な
い
の
が
現

状
で
す
。

煮
炊
き
が
心
配
な
ら
バ
ナ
ナ
と
牛
乳
だ
け
を
出
す

の
で
も
い
い
し
、
前
も
っ
て
作
っ
て
お
い
た
お
に
ぎ

り
を
出
す
だ
け
の
子
ど
も
食
堂
も
あ
り
ま
す
。
な
の

で
、
そ
ん
な
に
心
配
し
な
く
て
も
い
い
の
で
す
が
、

や
は
り
勇
気
が
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

部
活
動
の
外
部
委
託
の
よ
う
に
、
学
校
も
徐
々
に

外
の
機
関
に
開
放
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
が
、

そ
の
切
り
替
え
が
ま
だ
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
と
思

い
ま
す
。

愛
着
の
あ
る
居
場
所

学
校
に
行
け
な
く
て
も
子
ど
も
食
堂
に
は
来
て
い

る
と
い
う
子
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
あ
る
引
き
こ
も

り
の
子
は
、
学
校
か
ら
作
文
の
課
題
が
届
け
ら
れ
た

と
き
、
子
ど
も
食
堂
の
こ
と
を
書
い
て
、
そ
れ
を
ク

ラ
ス
で
発
表
す
る
と
き
だ
け
、
教
室
に
入
れ
た
そ
う

で
す
。
ま
た
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
籍
の
子
で
、
学
校

で
は
恥
ず
か
し
い
か
ら
日
本
名
を
使
っ
て
い
た
子
が

い
ま
し
た
。
そ
の
子
の
お
母
さ
ん
が
子
ど
も
食
堂
で

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
料
理
を
振
る
舞
っ
た
日
、
お
母
さ
ん

が
ス
タ
ー
に
な
っ
た
の
を
見
て
自
国
に
自
信
を
も

ち
、
以
来
、
そ
の
子
は
学
校
で
も
本
名
の
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
名
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。ま
た
、

病
気
で
亡
く
な
っ
た
小
学
２
年
生
の
子
が
い
た
の
で

す
が
、
子
ど
も
食
堂
で
や
っ
て
い
た
駄
菓
子
屋
が
大

好
き
だ
っ
た
の
で
、
お
葬
式
で
は
駄
菓
子
屋
を
や
っ

て
ほ
し
い
と
亡
く
な
っ
た
子
の
母
親
に
頼
ま
れ
て
、

駄
菓
子
屋
を
や
っ
た
そ
う
で
す
。

学
校
や
家
以
外
に
居
場
所
の
数
が
多
い
ほ
ど
、
子

ど
も
の
自
己
肯
定
感
は
高
く
な
る
と
い
う
報
告
が
あ

り
ま
す
が
、
い
ま
や
子
ど
も
食
堂
は
そ
こ
に
集
う
子

た
ち
に
と
っ
て
、
大
切
な
居
場
所
に
な
っ
て
い
る
と

感
じ
ま
す
。

気
軽
に
行
っ
て
み
て

手
作
り
の
場
所
が
よ
く
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
子

ど
も
食
堂
は
初
め
て
来
た
人
に
も
「
手
が
あ
い
て
る

な
ら
机
運
ん
で
」
と
頼
ん
だ
り
し
て
、
誰
が
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
誰
が
食
べ
に
来
た
人
か
よ
く
わ
か
ら
な
い

と
こ
ろ
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
こ
が
い
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
こ
ち
ら
側
は
作
る
人
、
あ
ち
ら
側
は
食
べ

る
人
、
と
役
割
が
固
定
化
さ
れ
る
と
、
食
べ
に
来
た

人
は
「
お
客
さ
ん
」
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。

ぜ
ひ
、
お
近
く
の
子
ど
も
食
堂
に
一
度
行
っ
て
み

て
、食
事
し
て
ほ
し
い
で
す
。
周
囲
の
様
子
を
見
て
、

配
膳
す
る
人
が
足
り
な
い
よ
う
な
ら
配
膳
す
る
み
た

い
な
感
じ
で
関
わ
っ
て
み
る
と
、
す
ん
な
り
溶
け
込

め
る
と
思
い
ま
す
よ
。

湯
浅

誠
（
ゆ
あ
さ

ま
こ
と
）

1
9
6
9
年
東
京
都
生
ま
れ
。
東
京
大
学
法
学
部
卒
。

1
9
9
0
年
代
よ
り
ホ
ー
ム
レ
ス
支
援
・
生
活
困
窮
者

支
援
に
従
事
。
内
閣
府
参
与
、
内
閣
官
房
社
会
的
包
摂
推

進
室
長
、
震
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
携
室
長
な
ど
を
歴
任
。

2
0
1
8
年
、
全
国
の
こ
ど
も
食
堂
を
支
援
す
る
た
め
の

民
間
団
体
「
全
国
こ
ど
も
食
堂
支
援
セ
ン
タ
ー
・
む
す
び
え
」

を
設
立
。
著
書
に
『
つ
な
が
り
続
け
る
こ
ど
も
食
堂
』（
中

央
公
論
新
社
）
他
多
数
。
東
京
大
学
先
端
科
学
技
術
研
究

セ
ン
タ
ー
特
任
教
授
。

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。

なかよし宣言
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地域のつながりを深め、
居場所を提供する子ども食堂 湯浅　誠さん

ほ・っ・と・な・出・会・い
認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・
むすびえ 理事長　東京大学　特任教授

◆巻頭インタビューの出口治明氏の言葉には、私自身、反省するばかりである。これからは改め
て自分の教育観を振り返ってみたい。（山口県T.T）

◆きょういく見聞録は執筆者が日本経済新聞社の中丸氏であったので、教員を外からの視線でと
らえているのが大変参考になった。（大阪府N.N）

◆教育NOW等で、タブレット活用授業等の紙上実況を取り上げて頂きたいと思います。OBと
しては、今、学校がどんなに変わりつつあるか、どんな風にすれば今の学校の支援となるか……
等々考える悩ましい毎日です。（高知県 E.M）

前号について寄せられたご感想です。

教育出版は、無限の可能性を秘めた「学びのチカラ」
を教科書という形で世に送り出し、子どもたちの成長に
貢献してきました。
これからは学びの 「場と機会」を、家庭へ、地域へさ
らに社会へと広げていきます。学びのチカラで 「自ら問
い、考え続け、行動し、 社会を創っていく人」の成長を
支えながら未来へとつないでいく。そのような次代の教
育をリードする企業でありたいと考えます。
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学びのチカラで　人と社会を　未来へつなぐ


