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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　　　　　

【連載第 2回】
私たちの未来のために！　多彩なSDGsアクション
～こどもエコクラブ～

【連載第 1回】
「話す」は生きる力
～子どもたちの未来を変えるプログラム～

知っておきたい教育 NOW p.4

p.14

p.12きょういく見聞録

地球となかよしトピックス

手書き文字文化の現在、そして未来のために

福聚山　慈眼寺　住職 塩沼 亮潤さん

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デザイン教育の意義と可能性
②表現者となったいま思う、感性を養う授業とは
③集団生活への適応・社会的自立を目ざした支援
のためのサポート・プログラム

④学校が生徒の居場所となることを目ざして

地域教材を見直し、子どもが社会に貢献する意欲
を育む教育活動



PROFILE
����େࡕੜ·ΕɻૣҴాେ学ࡁܦ࣏学෦ଔޙۀɺݹ
ՏిۀؾαοΧʔ෦ʢݱδΣϑϢφΠςουݪࢢɾઍ༿ʣ
にೖஂ͠ɺຊදにબग़ɻ����にݱҾୀޙɺຊ
දίʔνͳͲをͯܦɺ����にຊදಜにबɻ8ഋ
ϑϥϯεେձにग़ɻ����に̎のຊදಜにब
͠ɺ8ഋೆΞϑϦΧେձͰϕετ��にಋ͍ͨɻ����
ɺ'$࣏ࠓのΦʔφʔにबɻ����にຊαοΧʔ఼
ಊೖΓをՌͨͨ͠ɻ����݄̐։校の'$ߴ࣏ࠓ学校学Ԃ
にबɻஶॻにʰԬాϝιουᴷཱࣗ͢Δબखɺࣗ͢Δ
৫を࡞Δࡀ��·ͰのαοΧʔࢦಋମܥʱͳͲɻ

Ͱ࣏ࠓݝҭΛѪඤڭࡐͷਓੈ࣍
ΩοΫΦϑᴷᴷ
ͷϦʔμʔͱ࣌ΊΒΕΔ৽ٻ·͍

岡田武史さん

Ed

Interview

親
が
不
在
が
ち
だ
っ
た
少
年
時
代

子
ど
も
の
こ
ろ
は
ち
ょ
っ
と
や
ん
ち
ゃ
で
、
学

級
委
員
や
生
徒
会
長
も
一
応
や
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
い
つ
も
先
生
に
叱
ら
れ
て
立
た
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
産
婦
人
科
医
の
父
は
多
忙
で
ほ
と
ん
ど
家

に
お
ら
ず
、
母
は
物
心
つ
い
た
時
か
ら
体
が
弱
く

て
入
院
ば
か
り
し
て
い
た
か
ら
、
わ
り
と
自
分
勝

手
に
生
き
て
い
ま
し
た
ね
。
遠
足
の
日
も
大
き
な

お
握
り
ひ
と
つ
作
っ
て
持
っ
て
い
っ
た
り
し
て
、

自
分
の
こ
と
は
何
で
も
自
分
で
や
り
ま
し
た
。
お

か
げ
で
自
立
心
だ
け
は
養
わ
れ
た
か
も
し
れ
な
い

で
す
ね
。

サ
ッ
カ
ー
と
の
出
会
い
は
中
学
生
の
時
で
す
。

小
学
校
で
は
野
球
や
陸
上
を
し
て
い
た
の
で
、
野

球
部
の
見
学
に
行
っ
て
み
た
ら
柄
の
悪
い
先
輩
が

バ
ッ
ト
で
後
輩
を
殴
っ
て
い
て
、
こ
ん
な
と
こ
ろ

に
入
っ
た
ら
大
変
な
こ
と
に
な
る
と
思
っ
た
。
グ

ラ
ウ
ン
ド
を
見
る
と
ち
ょ
う
ど
サ
ッ
カ
ー
部
が
練

習
し
て
い
て
、
ぶ
つ
か
っ
て
転
ぶ
と
そ
こ
か
ら
プ

ロ
レ
ス
が
始
ま
っ
て
、
見
て
い
て
す
ご
く
楽
し
そ

う
だ
っ
た
。
そ
れ
で
サ
ッ
カ
ー
部
を
選
ん
だ
ん
で

す
よ
。

手
で
や
る
競
技
は
す
ぐ
う
ま
く
な
る
け
れ
ど
、

サ
ッ
カ
ー
は
足
で
や
る
か
ら
な
か
な
か
う
ま
く
な

ら
な
い
。
そ
れ
で
も
今
日
２
回
ボ
ー
ル
リ
フ
テ
ィ

ン
グ
で
き
た
の
が
翌
日
は
３
回
で
き
る
と
い
う
よ

う
に
、
努
力
す
れ
ば
少
し
ず
つ
進
歩
し
て
い
く
の

が
わ
か
る
と
、
も
う
好
き
で
や
め
ら
れ
な
く
な
り

ま
し
た
。
一
緒
に
入
部
し
た
友
だ
ち
は
す
ぐ
や
め

て
い
き
ま
し
た
が
、
僕
は
一
日
中
ボ
ー
ル
を
蹴
っ

て
、
本
当
に
サ
ッ
カ
ー
に
明
け
暮
れ
ま
し
た
ね
。

不
遇
の
時
代
を
乗
り
越
え
て

高
三
の
時
に
日
本
ユ
ー
ス
代
表
に
選
ば
れ
て
、

合
宿
所
か
ら
入
試
を
受
け
に
行
き
ま
し
た
。
五
木

寛
之
先
生
の
『
青
春
の
門
』
に
憧
れ
て
、
主
人
公

と
同
じ
早
稲
田
大
学
に
入
り
た
か
っ
た
の
で
す
。

一
浪
し
て
無
事
合
格
し
ま
し
た
が
、
浪
人
中
に
10

㎏
以
上
太
っ
て
し
ま
い
、
も
う
サ
ッ
カ
ー
部
に
入

る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
日

本
サ
ッ
カ
ー
協
会
の
専
務
理
事
に
「
何
の
た
め
に

ユ
ー
ス
代
表
に
選
ん
だ
と

思
っ
て
る
ん
だ
」
と
言
わ
れ

て
、
翌
日
入
部
し
ま
し
た
。

全
員
が
倒
れ
る
ま
で
追
い
込

む
よ
う
な
激
し
い
練
習
で
、

も
う
や
っ
て
ら
れ
る
か
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
レ

ギ
ュ
ラ
ー
に
な
っ
た
ら
心
地

よ
く
て
そ
の
ま
ま
続
け
ま
し

た
。大

学
卒
業
後
は
古
河
電
工

に
入
社
し
た
の
で
す
が
、
僕

ら
サ
ッ
カ
ー
部
は
午
前
中
に

仕
事
を
し
て
、
午
後
か
ら
練

習
を
す
る
の
で
残
業
が
で
き
ず
、
食
べ
て
い
く
の

が
精
一
杯
で
す
よ
。
妻
も
働
い
て
く
れ
て
い
た
け

れ
ど
、
六
畳
一
間
の
ア
パ
ー
ト
に
は
風
呂
も
な
く

て
。
二
人
で
銭
湯
に
行
っ
て
は
、
い
つ
か
風
呂
の

あ
る
家
に
住
み
た
い
ね
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
会

社
の
50
円
の
カ
ッ
プ
コ
ー
ヒ
ー
す
ら
買
う
余
裕
が

な
く
、
日
本
代
表
に
選
ば
れ
る
と
サ
ラ
金
で
お
金

を
借
り
て
参
加
し
て
い
た
く
ら
い
で
す
。

現
役
引
退
後
、
ド
イ
ツ
に
一
年
間
コ
ー
チ
留
学

し
た
時
も
、
前
任
者
も
誰
も
い
な
い
場
所
で
住
む

家
も
な
く
、
必
死
の
思
い
で
何
と
か
生
活
し
て
い

ま
し
た
。
そ
う
い
う
経
験
が
あ
ま
り
に
も
多
す
ぎ

て
、
も
う
挫
折
を
挫
折
と
も
感
じ
な
く
な
り
ま
し

た
ね
。

遺
伝
子
に
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る

転
機
に
な
っ
た
の
は
1
9
9
7
年
、
そ
れ
ま
で

日
本
代
表
の
コ
ー
チ
を
し
て
い
た
の
が
、
い
き
な

り
監
督
に
指
名
さ
れ
た
こ
と
で
す
ね
。
監
督
と
し

て
の
初
仕
事
が
そ
の
国
の
代
表
監
督
な
ん
て
、
世

界
広
し
と
い
え
ど
も
僕
く
ら
い
だ
と
思
う
。

日
本
代
表
は
Ｗ
杯
初
出
場
を
か
け
て
正
念
場
を

迎
え
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
電
話
帳
に
番
号
を
載

せ
て
い
た
の
で
す
が
、
脅
迫
状
や
脅
迫
電
話
が
止

ま
ら
な
く
て
。パ
ト
カ
ー
が
家
の
前
を
24
時
間
守
っ

て
、
妻
は
毎
日
子
ど
も
を
学
校
に
送
り
迎
え
し
て
、

と
ん
で
も
な
い
状
況
で
戦
っ
て
い
ま
し
た
。

イ
ラ
ン
と
の
決
戦
を
控
え
た
前
日
、
妻
に
国
際

電
話
し
て
、
明
日
も
し
勝
て
な
か
っ
た
ら
俺
は
日

本
に
帰
れ
な
い
と
言
い
ま
し
た
。
で
も
そ
の
数
時

間
後
に
、「
明
日
急
に
名
将
に
は
な
れ
な
い
。
命
が

け
で
や
る
け
ど
そ
れ
で
駄
目
だ
っ
た
ら
し
ょ
う
が

な
い
、
国
民
の
皆
さ
ん
に
謝
ろ
う
。
悪
い
の
は
俺

を
選
ん
だ
会
長
だ
」
と
完
全
に
開
き
直
っ
て
、
怖

い
も
の
が
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。
結
果
、
日
本
は

延
長
戦
で
イ
ラ
ン
に
勝
利
し
、
Ｗ
杯
本
選
初
出
場

を
決
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

生
物
学
者
の
村
上
和
雄
先
生
が
言
う
に
は
、
人

間
は
氷
河
期
や
飢
餓
期
を
越
え
て
き
た
ご
先
祖
様

の
強
い
遺
伝
子
を
み
な
も
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
安

全
な
環
境
下
で
は
ス
イ
ッ
チ
が
入
ら
な
い
そ
う
で

す
。
僕
は
あ
の
瞬
間
、遺
伝
子
に
ス
イ
ッ
チ
が
入
っ

た
よ
う
な
感
覚
に
な
っ
て
、
そ
こ
か
ら
人
生
が
変

わ
り
始
め
た
ん
で
す
ね
。
あ
れ
が
自
分
に
と
っ
て

も
の
す
ご
く
大
き
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に

な
っ
た
気
が
し
ま
す
。

教
育
界
に
乗
り
出
し
た
理
由

遺
伝
子
に
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
経
験
を
し
て
、

改
め
て
我
々
が
作
っ
て
き
た
社
会
を
見
れ
ば
、
便

利
で
安
全
快
適
な
暮
ら
し
が
広
が
っ
て
い
て
、
ひ

と
つ
の
公
園
で
怪
我
人
が
出
れ
ば
全
部
の
遊
具
が

使
え
な
く
な
る
。
こ
ん
な
に
守
ら
れ
て
、
一
体
い

つ
遺
伝
子
に
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
ん
だ
と
思
い
ま
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し
た
。

コ
ン
ビ
ニ
の
前
に
た
む
ろ
し
て
「
ダ
ル
い
」「
ウ

ザ
い
」
と
ぼ
や
い
て
い
る
若
者
た
ち
が
悪
い
ん

じ
ゃ
な
い
。
何
も
せ
ず
と
も
生
き
て
い
け
る
社
会

を
作
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
問
題
な
ん
じ
ゃ
な
い

か
。そ

う
思
っ
た
僕
は
一
般
社
団
法
人
O
I
J
を
立

ち
上
げ
て
、
野
外
体
験
教
育
を
始
め
た
ん
で
す
よ
。

第
一
回
は
早
稲
田
大
学
の
学
生
を
10
人
、
カ
ナ
ダ

の
エ
ド
モ
ン
ト
ン
に
連
れ
て
行
き
ま
し
た
。
ア
ル

バ
ー
タ
大
学
の
学
生
と
二
人
一
組
に
な
っ
て
五
日

間
カ
ヌ
ー
で
川
下
り
し
、
そ
の
後
五
日
間
ロ
ッ

キ
ー
ハ
イ
ク
す
る
と
い
う
過
酷
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
。

遺
伝
子
に
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
経
験
を
さ
せ
る
た

め
、
か
な
り
ハ
ー
ド
な
こ
と
を
さ
せ
ま
し
た
。
イ

ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
は
い
ま
す
が
、
ど
こ
で
ビ
バ
ー

ク
す
る
か
と
か
遅
れ
た
分
を
ど
う
す
る
か
な
ど
は

学
生
同
士
で
解
決
さ
せ
る
。
言
葉
が
通
じ
な
い
、

帰
る
と
泣
き
出
す
者
も
い
て
、
カ
オ
ス
に
な
る
ん

で
す
よ
。
遅
れ
つ
つ
何
と
か
全
員
戻
っ
て
き
た
時

は
み
ん
な
抱
き
合
っ
て
涙
し
て
、
目
が
変
わ
る
ん

で
す
よ
ね
。

そ
れ
が
教
育
に
乗
り
出
し
た
最
初
の
き
っ
か
け

で
す
。
環
境
教
育
に
も
興
味
が
あ
っ
て
、
作
家
の

倉
本
聰
さ
ん
が
主
宰
す
る
富
良
野
自
然
塾
の
イ
ン

ス
ト
ラ
ク
タ
ー
も
し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
自
分
で

は
学
校
教
育
に
踏
み
出
す
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
も
う
別
物
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
か

ら
。我

々
「
F
C
今
治
」
は
、
こ
の
地
で
新
し
い
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
ん
で
す
。
最

終
的
に
や
り
た
い
の
は
物
の
豊
か
さ
よ
り
心
の
豊

か
さ
を
大
切
に
す
る
社
会
、共
助
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
作
る
こ
と
。
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
る
の
に

教
育
は
ど
う
し
て
も
欠
か
せ
な
い
と
思
案
し
て
い

た
時
、
創
設
1
1
7
年
の
歴
史
を
も
つ
学
校
法
人

明
徳
学
園
が
、
運
営
に
参
画
し
て
く
れ
な
い
か
と

打
診
し
て
き
た
の
で
す
。
僕
は
人
寄
せ
パ
ン
ダ
に

な
る
つ
も
り
は
な
く
、
や
る
な
ら
本
気
で
新
し
い

教
育
を
始
め
た
か
っ
た
。
そ
こ
で
２
年
間
熟
考
し

た
う
え
で
、
学
園
長
と
し
て
就
任
す
る
こ
と
に
決

め
ま
し
た
。

現
在
の
今
治
明
徳
高
校
は
今
年
４
月
か
ら「
F
C

今
治
高
校
」
に
名
称
を
変
え
、現
在
の
本
校
は
「
明

徳
校
」
に
、
矢
田
分
校
は
「
里
山
校
」
へ
と
新
し

く
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。
一
斉
授
業
は
で
き
る
だ

け
な
く
し
て
い
く
方
針
で
、
午
前
は
選
択
制
の
座

学
の
授
業
、
午
後
は
校
外
で
の
実
習
や
ゼ
ミ
中
心

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
用
意
し
、
都
市
全
体
が
キ
ャ

ン
パ
ス
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
実
践
的
な
学
び
に
力

を
入
れ
ま
す
。

田
ん
ぼ
や
畑
作
り
も
し
ま
す
し
、
フ
ー
ド
バ
ン

ク
設
立
や
町
中
の
空
き
家
を
再
利
用
す
る
取
組
も

主
導
し
、
仮
想
通
貨
で
の
支
払
い
な
ど
も
リ
サ
ー

チ
し
て
。
衣
食
住
を
保
障
し
あ
う
共
助
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
生
徒
主
体
で
作
っ
て
い
く
の
で
す
。

ま
ず
は
や
っ
て
み
る
こ
と

僕
が
若
い
時
は
生
き
て
い
く
だ
け
で
山
や
谷
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
小
さ
な
遺
伝
子
に
ス
イ
ッ

チ
を
入
れ
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
け
ど
、
今
は
そ

れ
が
な
い
。
今
の
人
は
自
分
で
山
を
作
ら
な
き
ゃ

い
け
な
く
て
、そ
れ
が
夢
や
目
標
な
ん
で
す
ね
。「
夢

も
目
標
も
な
い
場
合
は
ど
う
し
た
ら
い
い
で
す
か
」

と
よ
く
若
い
人
に
聞
か
れ
る
の
で
す
が
、「
今
月
中

に
カ
ラ
オ
ケ
で
２
曲
マ
ス
タ
ー
す
る
」
で
も
何
で

も
い
い
か
ら
、
と
も
か
く
や
っ
て
み
ろ
と
言
い
ま

す
。
そ
う
す
る
と
、「
こ
の
カ
ラ
オ
ケ
の
機
械
は
こ

う
し
た
方
が
売
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
か
、「
こ

の
曲
は
こ
こ
に
ギ
タ
ー
を
入
れ
た
方
が
い
い
」
と

か
、
次
が
見
え
る
ん
で
す
よ
。

僕
は
曹
洞
宗
で
座
禅
を
す
る
の
で
す
が
、
永
平

寺
に
禅
師
さ
ん
が
謁
見
す
る
部
屋
が
あ
っ
て
、「
淵へ
ん

黙も
く

雷ら
い

声せ
い

」
と
書
か
れ
た
掛
軸
が
か
け
て
あ
る
ん
で

す
。
禅
師
さ
ん
に
聞
い
て
み
る
と
、「
悟
る
方
法
を

弟
子
に
聞
か
れ
た
お
釈
迦
様
が
深
く
沈
黙
し
た
。

そ
の
沈
黙
が
雷
の
声
よ
り
大
き
か
っ
た
」
と
い
う

意
味
だ
そ
う
で
、「
悟
り
が
ど
う
こ
う
言
う
な
ら
修

行
し
て
一
歩
で
も
踏
み
出
し
な
さ
い
」
と
説
い
て

い
る
の
で
す
。

若
い
う
ち
か
ら
大
そ
れ
た
夢
や
目
標
な
ん
て
で

き
な
い
で
す
よ
。
能
書
き
垂
れ
て
る
ん
じ
ゃ
な
く

て
、
何
で
も
い
い
か
ら
と
も
か
く
一
歩
踏
み
出
し

て
や
っ
て
み
な
さ
い
、
そ
う
す
る
と
見
え
な
か
っ

た
道
が
見
え
て
く
る
。
若
い
人
に
は
い
つ
も
そ
う

言
っ
て
ま
す
ね
。

ロ
ー
ル
モ
デ
ル
の
な
い
時
代
の
リ
ー
ダ
ー

長
年
、
国
内
外
の
多
く
の
選
手
を
見
て
き
た
経

験
か
ら
、
日
本
の
選
手
に
は
主
体
性
が
乏
し
い
と

感
じ
ま
す
。
海
外
の
選
手
は
自
分
で
考
え
て
行
動

す
る
の
で
、
苦
し
い
試
合
展
開
の
最
中
も
選
手
同

士
大
声
で
意
見
を
ぶ
つ
け
あ
い
、
逆
転
勝
利
す
る

姿
を
見
て
き
ま
し
た
。
対
し
て
日
本
の
選
手
は「
ど

う
プ
レ
ー
し
た
ら
い
い
で
す
か
」
と
監
督
に
聞
い

て
く
る
。

主
体
性
を
育
む
た
め
に
は
、
教
え
る
よ
り
引
き

出
す
イ
メ
ー
ジ
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
い
ま
す
。
僕

は
よ
く
、
人
を
育
て
る
な
ん
て
お
こ
が
ま
し
い
、

本
人
が
育
と
う
と
す
る
の
を
邪
魔
す
る
な
っ
て

コ
ー
チ
に
言
う
ん
で
す
。

今
の
先
生
が
た
は
責
任
を
負
い
す
ぎ
で
す
よ
。

「
自
分
が
こ
の
子
を
育
て
な
き
ゃ
、
導
か
な
き
ゃ
」

な
ん
て
無
理
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
子
は
そ

の
子
自
身
で
育
つ
ん
で
す
よ
。

今
春
始
ま
る
F
C
今
治
高
校
で
は
、
生
徒
の

主
体
性
を
尊
重
し
、
教
師
は
一
緒
に
答
え
を
探
す

サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
き
ま
す
。
今
ま
で
の
教
育
で

は
、
教
師
は
自
分
の
知
っ
て
い
る
こ
と
を
一
方
的

に
教
え
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
け
れ
ど
、
個
別
最
適

な
授
業
で
は
生
徒
は
い
ろ
ん
な
質
問
を
し
て
き
ま

す
。
そ
の
と
き
、
全
部
に
答
え
ね
ば
な
ん
て
気
負

う
必
要
は
な
い
。「
そ
れ
は
先
生
も
わ
か
ら
ん
か
ら

一
緒
に
調
べ
よ
う
」
と
言
え
ば
い
い
の
で
す
。
自

分
を
繕
わ
な
く
て
よ
く
な
っ
た
ら
、
ど
れ
だ
け
楽

か
。
そ
こ
を
、
教
師
た
る
者
か
く
あ
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
と
か
、
自
分
は
何
で
も
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ん
て
考
え
る
と
、
苦
し
く
な
る
ば
か
り
で
す
よ
ね
。

僕
は
や
や
こ
し
い
選
手
を
扱
う
の
が
得
意
だ
と

サ
ッ
カ
ー
界
で
言
わ
れ
て
き
た
の
で
す
が
、
扱
う

ん
じ
ゃ
な
い
。
い
か
に
自
分
を
さ
ら
け
出
し
、
腹

を
く
く
れ
る
か
ど
う
か
な
ん
で
す
よ
。

み
ん
な
が
同
じ
よ
う
に
成
長
す
る
時
代
は
「
俺

に
つ
い
て
こ
い
」
と
引
っ
張
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

が
求
め
ら
れ
ま
し
た
が
、こ
れ
か
ら
は
多
様
な
人
々

と
対
話
を
し
な
が
ら
、周
囲
を
巻
き
込
ん
で
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
作
る
人
材
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。

環
境
問
題
に
40
年
以
上
携
わ
っ
て
き
て
、
地
球

温
暖
化
は
す
で
に
閾い
き

値ち

を
超
え
た
感
覚
が
あ
り
ま

す
。
も
う
元
の
世
界
に
は
戻
れ
な
い
。
こ
れ
か
ら

は
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
が
い
な
い
時
代
に
突
入
し
ま
す
。

情
報
が
錯
綜
し
、ChatGPT

 

も
登
場
し
て
、
何
が

本
当
か
も
わ
か
ら
な
い
。
過
去
の
デ
ー
タ
が
ど
う

と
か
、
今
ま
で
は
こ
う
だ
っ
た
な
ん
て
言
っ
て
も
、

過
去
の
事
例
に
学
べ
な
い
時
代
が
来
る
可
能
性
が

あ
る
の
で
す
。

そ
う
い
う
時
代
を
生
き
て
い
く
に
は
、
あ
れ
こ

れ
考
え
て
準
備
し
て
も
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
も
う

や
っ
て
み
る
し
か
な
い
。
我
々
は
「
エ
ラ
ー
ア
ン

ド
ラ
ー
ン
」
と
呼
ん
で
ま
す
。
ト
ラ
イ
ア
ン
ド
エ

ラ
ー
で
は
な
く
、
勇
気
を
出
し
て
や
っ
て
み
る
。

や
っ
て
、失
敗
し
て
、走
り
な
が
ら
学
ぶ
ん
で
す
よ
。

こ
こ
今
治
の
地
で
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
を
育
成

し
て
、
世
界
に
送
り
出
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

F
C
今
治
高
校
で
は
エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
カ
ー
を
作
る

キ
ャ
プ
テ
ン
シ
ッ
プ
ゼ
ミ
も
用
意
し
て
い
ま
す
。

若
い
人
た
ち
は
ぜ
ひ
一
歩
踏
み
出
し
て
、
僕
た
ち

と
と
も
に
世
界
を
変
え
る
試
み
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
ほ
し
い
で
す
。
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デ
β
イ
ン
と
い
う
ݴ
༿
が
、
一
ൠ
的
に

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ٱ
し
い
。
20
ੈ

ل
に
お
い
て
デ
β
イ
ン
は
、
主
に
৭
や
形
の

意
ঊ
や
、
そ
の
た
め
の
計
画
を
指
す
も
の

だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
現
在
で
は
、
も
の

ご
と
の

組
み
や
、
人
々
の
体
ݧ
や
意
ࣝ
に

ま
で
デ
β
イ
ン
の
対

が
֦
大
し
て
い
る
。

ま
た
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
デ
β
イ
ン
教

育
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
ٛ

教
育
の

現
場
で
も
、
৭
や
形
だ
け
で
は
な
い
、
৽
し

い
デ
β
イ
ン
教
育
が
ٻ
め
ら
れ
は
じ
め
て
い

る
、
と
い
う
記
事
が
見
受
け
ら
れ
た
。
ඒ
ज़

教
育
の
Ԇ

だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
教

科
を
؏
く
૯
合
的
な
取
り
組
み
と
し
て
の
デ

β
イ
ン
教
育
が
、
子
ど
も
た
ち
が
自
分
自
身

の
未
来
を
計
画
し
、
実
行
し
て
い
く
た
め
に

ඞ
ཁ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
ߘ
で
は
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育
に

ܞ
わ
る
օ
さ
ん
へ
の
参
考
に
な
れ
ば
と
思

知っておきたい教育NOW⁞

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ࢲ
た
ち
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
デ
β
イ

φ
ー
一
人
が
す
べ
て
を
行
う
の
で
は
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
知
見
と
ࢹ

を
も
つ
人
た
ち
と

の
協

を
通
じ
て
プ
ロ
η
ス
全
体
を
一
؏
さ

せ
る
こ
と
で
、
ڧ
く
確
実
な
デ
β
イ
ン
を
実

ફ
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
関
係
者
が
、
デ
β

イ
ン
の
ج
本
的
な
考
え
方
を
共
有
し
て
い
る

ඞ
ཁ
が
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
十
年
ほ
ど
、
企

業
や
自
࣏
体
な
ど
で
の
関
係
者
へ
の
デ
β
イ

ン
教
育
を
実
ફ
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
成
ޭ
事
例

を
通
し
て
そ
の
有
ޮ
性
に
確
信
を
持
ち
は
じ

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ؙ
ノ
内
ϗ
テ
ル
は
、
౦
ژ
Ӻ
前
に
Ґ
置

す
る
開
業
ඦ
年
の

ฮ
ϗ
テ
ル
で
あ
る
。
ѹ


的
な
利
ศ
性
と
サ
ー
Ϗ
ス
の
࣭
の
ߴ
さ
か

ら
、
Ԥ
ถ
の
Ϗ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
を
中
心
に

ଟ
く
の
利
用
者
に
Ѫ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

ڝ
合
ϗ
テ
ル
と
の
ࠩ
別
化
や
、
時

に
合
わ

せ
た
し
つ
ら
え
の
ߋ
৽
な
ど
、
こ
れ
か
ら
を

見
す
え
た
経
営
ઓ
ུ
と
実
ફ
が
ඞ
ཁ
と
な
っ

て
い
た
。
そ
こ
で
2
0
1
6
年
よ
り
ࢲ
た
ち

は
、
そ
の
活
動
を
デ
β
イ
ン
に
よ
っ
て
支
援

す
る
た
め
に
、サ
イ
ン（
ؗ
内
外
の
表
示
ྨ
）

の
見
直
し
を
中
心
と
し
た
取
り
組
み
に
参
画

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

①
ۙ

の
σ
β
Π
ϯ

、
چ
དྷ
の


を
こ
え
ͯ
͞
·
ざ
·
な
ਓ
と

ڠ
ྗ
し
、

の
͝
と
の
ຊ
࣭
を

ݟ
ۃ
Ί
、
共
に
ະ
དྷ
を
ߏ

す

る
ߦ
ҝ
に
ม
わ
Γ
ͭ
ͭ
͋
る
。

②
ͦ
Ε

ا
ۀ

自
࣏
ମ
に
͓
い

ͯ
活
用
͞
Ε
る

の
に
と
Ͳ
·

ら
ͣ
、
一
ਓ
ͻ
と
Γ
が

に
ͭ

͚
ͯ
、
ओ
ମ
త
に
ະ
དྷ
を

͘

た
Ί
に
、
こ
Ε
か
ら
ඞ
ཁ
と
な

る
ज़
で
͋
る
。

③
し
た
が
ỳ
ͯ
、
ඒ
ज़
教
育
の
Ԇ


で

な
͘
、
す

ͯ
の
教
Պ

を
؏
͘
૯
合
త
な
औ
Γ

み
と

し
ͯ
の
σ
β
Π
ϯ
教
育
が
ඞ
ཁ

で

な
い
だ
Ζ
͏
か
。

ポ
イ
ン
ト
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දऔకࣾ長 ଜ խ

σ
β
Π
ϯ
ڭ
ҭ
の
ҙ
ٛ
と

Մ

ੑ

い
、
ۙ
年
の
デ
β
イ
ン
の
ม
化
と
ࢲ
た
ち
の

取
り
組
み
に
つ
い
て

հ
し
て
み
た
い
。

デ
β
イ
ン
の
ج
本
的
な
プ
ロ
η
ス
は
、

課
題
を
ൃ
見
し
、未
来
へ
の
Ծ
આ
を
生
成
し
、


組
み
を
作
り
、۩
体
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。

現
在
、
デ
β
イ
ン
の
֓
೦
や
対

の
֦
大
に

と
も
な
っ
て
、
課
題
ൃ
見
か
ら

組
み
作
り

ま
で
の
上
ྲྀ
ྖ
域
に
つ
い
て
特
化
し
た
専


分
化
が
進
ん
で
い
る
。
そ
の
݁
Ռ
、
上
ྲྀ
ྖ

域
と
۩
体
化
の
ஈ
֊
と
の
間
に
分

（
分
業

化
）
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
、
大

き
な
課
題
を
感
じ
て
い
る
。
デ
β
イ
ン
を
利

用
す
る
生
活
者
に
と
っ
て
は
、
も
の
ご
と
の


組
み
と
۩
体
化
さ
れ
た


は
等
Ձ
で
あ

り
、
と
り
わ
け
企
業
な
ど
組
৫
の
信
པ
ͮ
く

り
（
ϒ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
）
と
い
う
ࢹ

に
お

い
て
は
、
ߴ
い
ਫ਼
度
で
の
一
؏
性
が
ٻ
め
ら

ࣄ
ྫ
ؙ
ϊ

ϗ
ς
ϧ

の

૯
߹
త
な
σ
β
Π
ϯ
ࢧ
ԉ

ࣾ
ձ
ਓ

の
σ
β
Π
ϯ
ڭ
ҭ

教育を考える



取
り
組
み
の
࠷
ॳ
に
、
現
状
の
課
題
を

ൃ
見
す
る
た
め
の
調
査
を
行
い
、
す
べ
て
の

部
ॺ
へ
の
ώ
ア
リ
ン
グ
、
ࢼ
ധ
体
ݧ
や
タ
ッ

チ
ϙ
イ
ン
ト
の
؍

を
通
し
て
問
題

を
ந

ग़
し
た
。そ
の
݁
Ռ
、「
ス
タ
ッ
フ
に
と
っ
て
、

自
社
の
ྺ
࢙
が
実
感
で
き
な
い
」
と
い
う
課

題
が
ු
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

こ
の
問
題
を
解
ܾ
す
る
た
め
に
、
ؙ
ノ

内
ϗ
テ
ル
の
ඦ
年
の
ྺ
࢙
に
ཪ
ଧ
ち
さ
れ
た

ڧ
み
や
特
性
を
見
ग़
す
こ
と
が
ඞ
ཁ
だ
と
考

え
た
。
そ
こ
で
、

さ
れ
て
い
た
過
ڈ
の
ࢿ

ྉ
か
ら
、
ϗ
テ
ル
の
ス
タ
ッ
フ
と
共
に
年
表

を
作
成
し
、
ϗ
テ
ル
の
現
在
や
今
後
に
݁
び

つ
く
事

を
探
し
た
。
そ
の
中
で
ࢲ
た
ち
が

着
目
し
た
の
は
、
1
9
6
0
年

に
起
用
さ

れ
た
ア
ϝ
リ
カ
人
の
イ
ン
テ
リ
ア
デ
β
イ

φ
ー
、パ
ト
リ
シ
ア
・
έ
ラ
ー
ࢯ
の
実

だ
っ

た
。
そ
れ
ま
で
の
日
本
で

来
日
٬
向
け
の
ϗ
テ
ル
の

し
つ
ら
え
と
い
え
ば
、
着


や
ߕ
ႀ
、

と
い
っ
た
、

日
本
を
直

的
に
ア
ピ
ー

ル
す
る
も
の
ば
か
り
だ
っ

た
が
、
έ
ラ
ー
ࢯ
は
ந


化
さ
れ
た
「
日
本
ら
し
さ
」

を
ఏ
Ҋ
し
、
৽
た
な
ϗ
テ

ル
の
ス
タ
イ
ル
を
実
現
し

て
い
た
。

ࢲ
た
ち
は
έ
ラ
ー
ࢯ

の
思

を
Ҿ
き
ܧ
͗
な
が

ら
、
ϗ
テ
ル
の
サ
ー
Ϗ
ス
や
し
つ
ら
え
に
ల

開
で
き
る
ී
ว
的
な「
日
本
ら
し
さ
」を
探
っ

た
。
日
本
の
ج
本
的
な
ܴ
ෂ
の
作
๏
に
は
、

ق
અ
の
ม
化
を
ઌ
取
り
し
て
共
有
す
る
と
い

う
、

ಓ
か
ら
つ
な
が
る
考
え
方
が
あ
る
。

ཱྀ
ؗ
な
ど
で
は
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、

ϗ
テ
ル
で
も
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
デ
β
イ
ン

を
ఏ
Ҋ
す
る
こ
と
と
し
た
。

۩
体
的
に
は
、
ϗ
テ
ル
ؗ
内
の
主
ཁ
な

サ
イ
ン
の
一
部
に
ア
ー
ト
ピ
ー
ス
を
組
み
ࠐ

み
、
ق
અ
ご
と
に
ࠩ
し
ସ
え
る
こ
と
で
、
デ

β
イ
ン
コ
ン
η
プ
ト
で
あ
る
日
本
的
な
ܴ
ෂ

の
文
化
を
感
じ
さ
せ
る
場
と
し
た
。
こ
れ
に

は
、
い
く
つ
か
の
Ͷ
ら
い
が
あ
る
。
ひ
と
つ

は
、
リ
ピ
ー
タ
ー
の
ଟ
い
ϗ
テ
ル
で
あ
る
た

め
、
来
訪
す
る
た
び
に
し
つ
ら
え
が
ม
わ
っ

て
い
る
こ
と
で
、
ஸ
ೡ
に
ܴ
え
ら
れ
て
い
る

と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
。
そ
し
て
ス
タ
ッ
フ

に
と
っ
て
は
、
ق
અ
ご
と
の
ߋ
৽
を
自
ら

行
う
こ
と
で
、
そ
の
行
ҝ
を
通
し
て
ϗ
テ

ル
の
ྺ
࢙
と
の
つ
な
が
り
を
実
感
し
、
ތ

り
を
ৢ
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ق
અ
に
よ
る
デ
β
イ
ン
の
ߋ
৽
は
サ
イ

ン
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ؗ
内
の
さ
ま
ざ
ま
な

ア
イ
テ
ム
に
ల
開
し
た
。
例
え
ば
キ
ー
カ
ー

ド
の
έ
ー
ス
や
ศ
ᝦ
な
ど
٬
室
内
の
ア
ϝ

ニ
テ
ィ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
ߋ
৽

す
る
作
業
は
、
ϗ
テ
ル
の
ス
タ
ッ
フ
が
自

主
的
に
行
っ
て
い
る
。

٬
室
の
ศ
ᝦ
を
デ
β
イ
ン
し
た
時
に
、

ҹ

ਂ
か
っ
た
Τ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
ハ

ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
の
現
場
は
一
分
一
ඵ
を

૪
う
と
ฉ
い
て
い
た
の
で
、
ࢲ
た
ち
は
࢛

ق
に
合
わ
せ
た
ࠩ
し
ସ
え
は
困
難
と

அ

し
、
य़
Ն
ळ
ౙ
の
η
ッ
ト
を
ఏ
Ҋ
し
た
。

し
か
し
、
現
場
の

任
者
は
「
そ
れ
は
コ

ン
η
プ
ト
と
ҧ
い
ま
す
よ
Ͷ
。
こ
れ
は
ࢲ

た
ち
が
行
う
べ
き
こ
と
で
す
」
と
ڧ
い
意

ࢤ
を
も
っ
て
Ҿ
き
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
ス
タ
ッ
フ
が
こ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
意
ٛ
を
ਂ
く
理
解
し

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
実
現
で
き
た
デ
β
イ

ン
だ
っ
た
。

ؙ
ノ
内
ϗ
テ
ル
の
場
合
を
ؚ
め
、
ࢲ
た

ち
は
デ
β
イ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ス
タ
ー

ト
と
と
も
に
、
デ
β
イ
ン
の
ج
ૅ
か
ら
応

用
ま
で
を

հ
す
る
ษ
ڧ
会
を
は
じ
め
る

こ
と
に
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
関
係
者
に
デ

β
イ
ン
の
意
味
や
プ
ロ
η
ス
を
理
解
い
た
だ

き
、
ج
本
的
な
「
デ
β
イ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
」

の
共
有
を
図
る
た
め
だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

そ
の
後
の
ٞ

の
ਫ਼
度
や
進
行
の
ޮ

を
確

実
に
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
デ
β
イ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の

共
有
と
、
協

に
よ
る
デ
β
イ
ン
プ
ロ
η
ス

を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
β
イ

φ
ー
だ
け
で
は
見
ग़
せ
な
か
っ
た
課
題
や
、

外
か
ら
見
え
に
く
い
内
部
の
状
況
を

Ѳ
す

る
こ
と
が
で
き
、
サ
ー
Ϗ
ス
や
ϒ
ラ
ン
ド
、

経
営
ઓ
ུ
に
お
け
る
デ
β
イ
ン
の
活
用
が
行

い
や
す
く
な
る
。

と
り
わ
け
未
来
༧
ଌ
が
難
し
い
時

に

お
い
て
は
、
ଟ
く
の
ࢹ

か
ら
可
能
性
を
探

り
、
ݕ
証
を
行
う
協

プ
ロ
η
ス
は
ޮ
Ռ
的

だ
。
ࢲ
た
ち
は
こ
の
よ
う
に「
協

」と「
教

育
」
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
デ
β
イ
ン
を

ܧ
続
し
て
自

的
に
運
用
で
き
る
෩

が
、

組
৫
や
地
域
に
ࠜ
付
く
と
考
え
て
い
る
。
実

は
こ
れ
こ
そ
が
、
ࢲ
た
ち
デ
β
イ
φ
ー
が
今

後
ఏ
ڙ
し
て
い
く
べ
き
、
࠷
大
の
Ձ

で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
デ
β
イ
ン
は
、
今
や
デ
β

イ
φ
ー
だ
け
で
行
う
も
の
で
は
な
く
な
り
、

す
べ
て
の
人
々
が
ஐ
ܙ
を
݁
集
し
、
共
に
未

来
を
ߏ

す
る
た
め
の
手
ஈ
に
ม
わ
り
つ
つ

あ
る
。だ
か
ら
こ
そ
ٛ

教
育
に
お
い
て
も
、

子
ど
も
た
ち
が
自
ら
の
未
来
を
ங
く
た
め
の

一
ॿ
と
し
て
、
今
日
的
な
デ
β
イ
ン
教
育
が

実
現
さ
れ
る
こ
と
を
ئ
っ
て
い
る
。

্ɿαΠϯɹԼɿΞϝχςΟ
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教育を考える

知っておきたい教育NOW 

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
・
漫
画
家
と
し
て

活
動
し
て
お
り
ま
す
、
カ
シ
ワ
イ
と
申
し

ま
す
。

�
�
�
�
年
に
上
梓
し
た
『
光
と
窓
』

（
リ
イ
ド
社
）
は
、小
川
未
明
や
新
美
南
吉
、

宮
澤
賢
治
な
ど
、
私
が
深
く
影
響
を
受
け

た
日
本
文
学
の
名
作
を
漫
画
の
形
に
再
構

成
し
た
短
編
集
で
す
。
こ
の
作
品
が
生
ま

れ
た
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
に
、
あ
る
一
人

の
先
生
と
の
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。

私
が
通
っ
て
い
た
小
学
校
で
は
、
低
学

年
の
と
き
に
国
語
の
授
業
だ
け
サ
ブ
の
先

生
が
つ
い
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
先
生

は
詩
や
短
歌
な
ど
を
題
材
に
低
学
年
の
子

に
も
わ
か
り
や
す
く
教
え
る
と
い
う
方
針

で
し
た
。
そ
の
授
業
の
お
か
げ
で
、
以
前

か
ら
好
き
だ
っ
た
児
童
文
学
の
世
界
へ
の

興
味
が
増
し
、
詩
や
文
学
全
般
に
幅
広
く

興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
今
で

も
忘
れ
ら
れ
な
い
先
生
で
す
。

二
週
に
一
度
は
親
に
連
れ
ら
れ
て
図
書

館
に
通
い
、
た
く
さ
ん
本
を
借
り
る
こ
と

が
習
慣
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
昔
か
ら
読

書
は
好
き
な
子
ど
も
で
し
た
。
た
だ
、
文

章
を
書
く
の
は
苦
手
で
、
本
を
読
ん
で
も

文
章
よ
り
映
像
記
憶
と
し
て
覚
え
て
い
る

の
で
す
。
そ
う
い
う
点
か
ら
も
、
自
分
を

表
現
す
る
手
段
と
し
て
絵
や
イ
ラ
ス
ト
を

自
然
と
選
ん
だ
の
だ
と
思
い
ま
す
。

私
に
と
っ
て
本
と
は
、
限
ら
れ
た
自
分

の
人
生
だ
け
で
は
経
験
で
き
な
い
こ
と
を

教
え
て
く
れ
、
無
限
の
世
界
に
連
れ
て

行
っ
て
く
れ
る
扉
の
よ
う
な
も
の
。

本
の
表
紙
の
イ
ラ
ス
ト
を
制
作
す
る
と

き
に
心
が
け
て
い
る
の
は
、
表
紙
は
本
の

入
口
と
出
口
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

読
者
が
そ
の
本
を
手
に
取
る
最
初
の
き
っ

か
け
で
も
あ
り
、
本
を
読
み
終
え
た
と
き

に
「
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
」
と
さ

ら
に
そ
の
物
語
の
内
容
が
深
ま
る
よ
う
な

絵
で
あ
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

教
科
書
な
ど
の
表
紙
を
手
が
け
る
場
合

は
、
や
は
り
勉
強
の
道
具
で
も
あ
る
か
ら
、

硬
さ
と
か
真
面
目
さ
み
た
い
な
も
の
が
あ

ま
り
出
す
ぎ
ず
、
勉
強
に
対
し
て
身
構
え

な
い
よ
う
な
絵
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
描

い
て
い
ま
す
。

創
作
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
楽
し
い
と
感

じ
る
点
は
、
思
っ
た
通
り
の
線
を
引
け
て

い
る
と
き
と
か
、
創
作
の
過
程
で
ふ
と
感

じ
る
瞬
間
で
す
。

逆
に
難
し
い
と
感
じ
る
点
は
、
何
を
描

く
か
ラ
フ
を
起
こ
し
て
い
る
と
き
で
す
。

お
仕
事
を
依
頼
さ
れ
た
と
き
は
、
今
回

ど
う
い
う
こ
と
を
表
現
し
た
い
の
か
、
何

を
大
切
に
し
て
こ
の
本
を
編
集
し
て
い
る

の
か
、
ど
う
い
う
層
に
手
に
取
っ
て
も
ら

い
た
い
の
か
な
ど
を
打
ち
合
わ
せ
の
際
に

デ
ザ
イ
ナ
ー
の
か
た
や
編
集
の
か
た
と
す

り
合
わ
せ
て
、
な
る
べ
く
ブ
レ
が
な
い
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
絵
に
起
こ

ΠϥετϨʔλʔɾອըՈ

ΧγϫΠ

①
ຊ

別
ੈ
ք
に
࿈
Ε
ͯ
ߦ
ỳ
ͯ

͘
Ε
る
൶
の
Α
͏
な

の
。
ද

ࢴ
を
σ
β
Π
ϯ
す
る
と
き



༰
が
Α
Γ
ਂ
·
る
Α
͏
な
Π
ϥ

ス
τ
を
ҙ
ࣝ
し
ͯ
い
る
。

②
಄
の
த
に
͋
る
Π
ϝ
ー
δ
を
۩

ମ
Խ
す
る
ա
ఔ
で

、
֩
と
な

る
Π
ϝ
ー
δ

ί
ϯ
η
ϓ
τ
を

ࣄ
લ
に
Ϋ
ϥ
Π
Ξ
ϯ
τ
と
ଧ
ͪ

合
わ
せ
ͯ
共
௨
ೝ
ࣝ
を
໌
֬
に

す
る
。

③
教
ࢣ

ࢠ
Ͳ

の
ٙ

に

が

Γ
を

ỳ
ͯ
ฦ
し
ͯ

Γ
、
ಓ

を
ࣔ
す
Ψ
Π
υ
と
な
る

き
。

ポ
イ
ン
ト ද

ݱ
ऀ
と
な
ỳ
ͨ
͍
·
ࢥ
͏
ỏ

ײ
ੑ
を
ཆ
͏
त
ۀ
と
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し
た
と
き
に
イ
メ
ー
ジ
が
違
う
と
い
っ
た

こ
と
も
あ
る
の
で
、
そ
の
場
合
は
ラ
フ
で

イ
メ
ー
ジ
に
近
づ
け
て
い
く
と
い
う
微
調

整
は
あ
り
ま
す
が
、
核
と
な
る
コ
ン
セ
プ

ト
や
目
標
と
い
っ
た
も
の
は
事
前
の
打
ち

合
わ
せ
で
明
確
に
し
て
お
く
よ
う
心
が
け

て
い
ま
す
。

た
だ
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
さ
ん
側
で
も
ど

う
い
う
も
の
を
出
し
た
い
の
か
、
ど
う
い

う
コ
ン
セ
プ
ト
で
描
い
て
ほ
し
い
の
か
具

体
的
に
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
真
意
や
意
図

を
読
み
取
る
の
が
難
し
い
と
き
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
い
う
と
き
は
私
が
過
去
に
描
い

た
も
の
や
他
の
人
の
作
品
な
ど
か
ら
近
い

イ
メ
ー
ジ
や
絵
な
ど
で
サ
ン
プ
ル
を
出
し

て
も
ら
っ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
や
別

の
方
向
性
か
ら
も
探
り
を
入
れ
た
り
し

て
、
な
ん
と
か
落
と
し
ど
こ
ろ
を
見
つ
け

て
い
く
作
業
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

自
分
の
頭
の
中
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
を
誰

も
が
見
ら
れ
る
よ
う
具
現
化
す
る
プ
ロ
セ

ス
で
は
、
描
い
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
、
と
に
か
く
数

を
描
き
ま
す
。
た
く
さ
ん
描
い
た
上
で
最

も
よ
い
と
思
う
物
を
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
さ
ん

に
お
送
り
し
て
い
る
の
で
、
数
を
描
い
て

試
行
錯
誤
す
る
し
か
な
い
で
す
。

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
降
り
て
き
や

す
い
場
面
は
特
に
決
ま
っ
て
な
い
で
す

が
、
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
で
ど
う
い
う
方

向
性
な
の
か
を
探
っ
た
あ
と
、
一
旦
置
い

て
お
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る

と
何
か
別
の
こ
と
を
し
て
い
る
と
き
、「
こ

う
い
う
絵
を
描
い
た
ら
い
い
の
か
な
」
と

ポ
ン
と
ア
イ
デ
ア
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
も
ひ
ら
め
き
が
降
り
て
こ
な
い

と
き
は
別
の
媒
体
か
ら
の
イ
ン
プ
ッ
ト
を

増
や
す
こ
と
が
効
果
的
で
す
が
、
絵
の
線

や
形
に
つ
い
て
の
ス
ラ
ン
プ
に
つ
い
て

は
、
や
は
り
描
い
て
い
く
の
が
い
ち
ば
ん

で
す
。

教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
文
学
作
品

の
中
で
は
、
安
房
直
子
さ
ん
の
『
き
つ
ね

の
窓
』
や
工
藤
直
子
さ
ん
の
『
の
は
ら
う

た
』
が
と
て
も
好
き
で
し
た
。
授
業
で
取

り
上
げ
た
作
品
の
続
刊
を
自
分
で
買
っ

て
、
先
生
に
そ
れ
を
お
話
し
す
る
と
、
そ

れ
な
ら
次
は
こ
う
い
う
作
品
が
い
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
提
案
し
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
そ
う
い
っ
た
や
り
と
り
は
今
も
印
象

に
残
っ
て
い
ま
す
。
興
味
が
あ
る
こ
と
に

広
が
り
を
も
っ
て
返
し
て
く
だ
さ
っ
た
の

は
す
ご
く
た
め
に
な
り
ま
し
た
。

子
ど
も
は
ま
だ
経
験
も
浅
く
、
知
ら
な

い
こ
と
も
多
い
か
ら
、
先
生
は
子
ど
も
が

何
か
に
興
味
を
も
っ
た
と
き
は
「
こ
う
い

う
も
の
も
あ
る
よ
」
と
別
の
入
口
を
示
す

と
か
、
読
み
広
げ
を
示
唆
し
て
あ
げ
る
と

い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
子
ど
も

の
興
味
を
引
き
出
し
、
可
能
性
を
高
め
て

や
れ
る
よ
う
導
い
て
い
け
る
ガ
イ
ド
に
な

れ
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

興
味
が
あ
る
こ
と
は
そ
の
子
が
勝
手
に

や
る
で
し
ょ
う
し
、
あ
と
は
自
由
に
育
っ

て
い
く
と
考
え
ま
す
。

子
ど
も
の
自
由
な
発
想
を
促
す
授
業
、

何
か
新
し
い
こ
と
を
考
え
よ
う
と
か
自
分

で
調
べ
て
み
よ
う
と
い
っ
た
た
ぐ
い
の
授

業
は
私
の
小
中
学
校
時
代
に
も
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
中
学
受
験
を
す
る
子
が
多
い

小
学
校
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
み
ん
な
い

つ
も
疲
れ
て
い
て
、
学
校
の
授
業
は
遊
び

だ
と
思
っ
て
い
る
ふ
し
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
状
況
で
自
由
に
や
っ
て
ご
ら

ん
、
表
現
し
て
ご
ら
ん
と
い
わ
れ
て
も
、

結
局
す
べ
て
成
績
に
絡
ん
で
く
る
し
、
優

秀
な
も
の
や
よ
い
と
さ
れ
る
も
の
は
決

ま
っ
て
い
る
の
が
す
ご
く
感
じ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
こ
に
沿
っ
て
や
れ
ば
一
定
の
点
数

は
も
ら
え
る
し
楽
な
の
で
、
賢
い
子
は
み

ん
な
そ
れ
に
な
ら
っ
て
い
ま
し
た
。

何
か
新
し
い
こ
と
を
や
ろ
う
と
い
う
試

み
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
い
っ
そ
先
生
に

も
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
も
の

を
扱
う
と
か
、
何
か
ゴ
ー
ル
が
決
ま
っ
て

な
い
こ
と
を
や
り
た
か
っ
た
な
と
今
で
は

思
い
ま
す
。

自
分
な
り
に
考
え
る
課
題
を
み
ん
な
で

や
っ
た
上
で
、
生
徒
ど
う
し
お
互
い
講
評

し
あ
う
け
れ
ど
、
最
終
的
に
良
い
悪
い
と

い
っ
た
評
価
は
つ
け
な
い
と
か
。
学
校
教

育
で
は
な
か
な
か
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

子
ど
も
の
こ
ろ
、
理
科
の
教
科
書
の

「
や
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
コ
ラ
ム
が
好
き

で
、
植
物
に
よ
っ
て
花
粉
の
形
が
違
う
と

書
い
て
あ
っ
た
と
き
は
近
所
で
タ
ン
ポ
ポ

の
花
粉
を
集
め
て
き
て
、
お
も
ち
ゃ
の
顕

微
鏡
で
観
察
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

昔
か
ら
生
き
物
全
般
が
好
き
で
、
身
近

に
い
る
動
物
や
鳥
、
植
物
や
昆
虫
な
ど
を

観
察
し
て
絵
に
描
く
の
が
趣
味
で
し
た
。

大
人
に
な
っ
た
今
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、

小
さ
い
こ
ろ
に
好
き
だ
っ
た
こ
と
の
延
長

線
上
に
あ
る
と
感
じ
ま
す
。

今
ま
で
自
分
が
経
験
し
て
き
た
こ
と
や

出
会
っ
た
人
々
、
読
ん
だ
本
、
そ
の
す
べ

て
が
今
の
自
分
を
形
作
り
、
作
品
に
変

わ
っ
て
生
ま
れ
出
て
い
ま
す
。

好
き
な
ク
リ
エ
イ
タ
ー
さ
ん
や
作
家
さ

ん
は
数
え
切
れ
な
い
で
す
が
、
今
後
も

ず
っ
と
描
き
続
け
た
い
と
考
え
て
い
る
の

で
、
和
田
誠
さ
ん
や
安
野
光
雅
さ
ん
の
よ

う
に
生
涯
を
通
じ
て
表
現
し
続
け
た
人
に

は
憧
れ
ま
す
。
自
分
も
そ
う
な
れ
る
よ
う
、

た
だ
真
摯
に
努
力
し
続
け
て
い
こ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。
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知っておきたい教育NOW

ઍ
༿
市
教
育
η
ン
タ
ー
で
は
、
不
登
校
の

子
ど
も
た
ち
が
主
体
的
に
社
会
的
自
立
や
学

校
෮
帰
に
向
か
う
た
め
に
、
一
人
一
人
の
状

況
に
応
じ
た
ܥ
౷
的
な
「
サ
ϙ
ー
ト
・
プ
ロ

グ
ラ
ム
」
に
ج
ͮ
き
、
不
登
校
児
童
生
徒
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

不
登
校
の
子
ど
も
た
ち
の
ଟ
༷
な
居
場
所

ͮ
く
り
を
目
ざ
し
た
、「
誰
一
人
取
り

さ

な
い
支
援
の
༷
子
」
を

հ
し
ま
す
。

不
登
校
の
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
の
背
景

や
ニ
ー
ズ
は
ଟ
༷
化
し
て
お
り
、
個
に
応
じ

た
ద
切
な
支
援
や
ಇ
き
か
け
が
ٻ
め
ら
れ
て

い
る
。
ઍ
༿
市
教
育
η
ン
タ
ー
で
は
、「
支

え
る
（
家
ఉ
訪
問
相
談
員
の

ݣ
）（
来
所

相
談
）」「
見
क
る
（
教
育
支
援
η
ン
タ
ー
ラ

イ
ト
ϙ
ー
ト
Ừ）」「
つ
な
げ
る
（
グ
ル
ー
プ

活
動
）」「
学
ば
せ
る（
教
育
相
談
指
導
教
室
）」

と
い
う
ܥ
౷
的
な
支
援
・
援
ॿ
を
通
し
て
、

子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
が
「
集
ஂ
生
活
へ
の

ద
応
や
社
会
的
に
自
立
す
る
こ
と
」
を
目
ざ

し
、
サ
ϙ
ー
ト
を
進
め
て
い
る
。
子
ど
も
の

実
ଶ
、
気
持
ち
や
思
い
な
ど
を
学
校
と
保
護

者
、
教
育
η
ン
タ
ー
の
ࡾ
者
で
相
談
・
ݕ
౼

し
な
が
ら
、
居
場
所
の
ఏ
ڙ
を
し
て
い
る
。

不
登
校
の
子
ど
も
た
ち
を「
支
え
る
支
援
」

と
し
て
、
自

に
Ҿ
き
こ
も
り
が
ち
な
子
ど

も
の
家
ఉ
を
訪
問
し
て
面
談
等
を
行
う
、
家

ఉ
訪
問
相
談
事
業
を
実
ࢪ
し
て
い
る
。
子
ど

も
た
ち
に
ۙ
い
年
ྸ
の
ए
い
相
談
員
が
、
ຖ

週
ܾ
め
ら
れ
た
時
間
に
２
時
間
ఔ
度
訪
問

し
、
話
を
し
た
り
、
一
ॹ
に
ゲ
ー
ム
で
༡
ん

だ
り
し
な
が
ら
人
間
関
係
を
ங
き
、
状
況
の

վ
ળ
を
目
ざ
し
て
い
く
。
訪
問
を
ॏ
Ͷ
る
こ

と
で
関
係
が
ਂ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
家
か
ら
ग़

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
子
が
公
Ԃ
で
指
導

員
と
一
ॹ
に
༡
べ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
成


に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

ま
た
、
ۙ
年
増
加
し
て
い
る
自
ই
行
ҝ
や

%
7
等
の
ॏ
ಞ
な
έ
ー
ス
、
Կ
年
に
も
わ
た

る

期
化
の
έ
ー
ス
等
に
対
応
す
る
た
め
、

令
和
４
年
度
よ
り
家
ఉ
訪
問
カ
ウ
ン
η
ラ
ー

を
配
置
し
た
。
保
護
者
や
学
校
の
ཁ

に
応

じ
て
、
ਝ

に
家
ఉ
訪
問
相
談
を
行
い
、
早

期
の
έ
ア
に
努
め
て
い
る
。
さ
ら
に
保
護
者

が
安
心
し
て
子
ど
も
に
寄
り
添
え
る
よ
う
に
、

相
談
員
と
共
に
家
ఉ
を
訪
問
し
、
保
護
者
へ

の
カ
ウ
ン
η
リ
ン
グ
も
実
ࢪ
し
て
い
る
。

①
ෆ
ొ
ߍ
の
ࢠ
Ͳ

た
ͪ
が
ओ
ମ

త
に
ࣾ
ձ
త
自
立

ֶ
ߍ
෮
ؼ

に

か
͏
た
Ί
に
、「
ࢧ
え
る
」

「
ݟ
क
る
」「
ͭ
な
͛
る
」「
ֶ


せ
る
」
と
い
͏
ܥ
౷
త
な
ࢧ

ԉ
・
ԉ
ॿ
を
ߦ
ỳ
ͯ
い
る
。

②
Ͳ
の
ࢠ

҆
৺
で
き
る
ډ

ॴ

で
自

ら
し
͘
生
き
生
き
と
活

ಈ
で
き
る
Α
͏
に
、「
ମ
ݧ
活

ಈ
」、「
গ
ਓ

で
の
ֶ
श
」
な

Ͳ
、
ଟ
༷
な
ֶ
ͼ
の
ػ
ձ
を
ॆ

࣮
͞
せ
ͯ
い
る
。

③
ෆ
ొ
ߍ
対
ࡦ
ύ
ỽ
έ
ー
δ
の
औ

Γ

み
に
Α
Γ
、「
୭
一
ਓ
औ

Γ

͞
な
い
ࢧ
ԉ
」
を
ਐ
Ί
、

ࢠ
Ͳ

た
ͪ
一
ਓ
一
ਓ
の



を
応
ԉ
し
ͯ
い
る
。

ポ
イ
ン
ト ू

ஂ
生
׆

の
ద
Ԡ
ɾ
ࣾ
ձ
త
ࣗ
ཱ
を

目
ざ
し
ͨ
ࢧ
ԉ
の
ͨ
Ί
の
α
ϙ
ồ
τ
ɾ

ϓ
ϩ
ά
ϥ
Ϝ

ઍ༿市ڭҭηϯλʔ

ෆొ校ࣇಐੜెࢧԉͷαϙʔτɾϓϩάϥϜ

えるࢧ
家庭訪問相談員の派遣

えるࢧ
来所相談

個人の
適応支援

学ばせる
教育相談指導教室

自立への
適応支援

守るݟ
教育支援センター
「ライトポート」

ͭなげる
教育センター
グループ活動

少人数の
適応支援

個人の
適応支援

グループの
適応支援

社会的な自立
原籍校　進学先学校
生活への適応
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「
見
क
る
支
援
」
の
場
と
し
て
、
教
育
支

援
η
ン
タ
ー
「
ラ
イ
ト
ϙ
ー
ト
」
を
各
行


۠
に
̍
か
所
ず
つ
、
計
̒
か
所
に
ઃ
置
し
て

い
る
。
一
人
一
人
が
自
分
ら
し
く
生
き
生
き

と
活
動
で
き
る
「
居
場
所
」
を
目
ざ
し
、
教

科
の
学
習
や
運
動
、

作
や
体
ݧ
的
な
活
動

等
を
行
っ
て
る
。
特
に
学
習
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　

ۙ
ྡ
の
中
学
校
の
教

員
が
ラ
イ
ト
ϙ
ー
ト

を
訪
れ
、
週
に
10
時

間
ఔ
度
の
支
援
授
業

を
行
っ
て
お
り
、
学

び
の
機
会
を
ॆ
実
さ

せ
て
い
る
。

ừ
খ
ֶ
ੜ
ઐ
༻
ڭ
ࣨ
ͷ
։
ઃ
Ử

小
学
生
の
不
登
校
児
童
の
増
加
に
対
応

し
、
令
和
４
年
度
か
ら
は
各
ラ
イ
ト
ϙ
ー
ト

に
小
学
生
専
用
教
室
を
開
ઃ
し
た
。
ൃ
ୡ
ஈ

֊
に
応
じ
た
き
め
ࡉ
か
な
支
援
を
す
る
こ
と

で
、
子
ど
も
た
ち
は
自
信
を
取
り

し
、
進

級
し
た
４
月
に
は
学
校
に
通
え
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
報
告
も
ଟ
い
。
目
的
や
内
༰

に
よ
っ
て
小
中
が
分
か
れ
て
活
動
で
き
る
体

制
を
整
え
た
こ
と
で
、
よ
り
安
心
し
た
環
ڥ

で
ଟ
༷
な
学
び
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
小

学
生
の
み
な
ら
ず
中
学
生
に
と
っ
て
も
よ
い

Ө
ڹ
を
༩
え
て
い
る
。

ừ


ʹ
ͭ
ͳ
͕
Δ
ମ
ݧ
׆
ಈ
ͷ
ॆ
࣮
Ử

ラ
イ
ト
ϙ
ー
ト
で
は
、校
外
学
習
、ス
ϙ
ー

π
ަ
ྲྀ
会
、
॓
ധ
行
事
、
ൃ
表
会
と
年
間
を

通
じ
て
ଟ
く
の
体
ݧ
活
動
や
行
事
を
行
っ
て

い
る
。
集
ஂ
で
の
活
動
を
通
じ
て
、
人
間
関

係
や
社
会
性
を
育
成
し
て
い
る
。
ஈ
֊
的
に

「
人
と
の
か
か
わ
り
合
い
」
が

が
る
よ
う

に
、
一
つ
の
ラ
イ
ト
ϙ
ー
ト
୯
ಠ
で
実
ࢪ
す

る
行
事
も
あ
れ
ば
、
̒
か
所
の
ラ
イ
ト
ϙ
ー

ト
、教
育
η
ン
タ
ー
で
行
っ
て
い
る「
グ
ル
ー

プ
活
動
」
と
࿈
ܞ
し
て
行
う
行
事
も
あ
る
。

そ
の
一
つ
、「
ジ
ョ
イ
ン
ト
キ
ャ
ン
プ
」

は
๛
か
な
自
વ
環
ڥ
の
中
で
、
人
や
自
વ
と

の
か
か
わ
り
を
学
ぶ
、
２
ധ
３
日
の
॓
ധ
行

事
で
あ
る
。
不
登
校
の
子
ど
も
に
と
っ
て
家

ఉ
か
ら

れ
、
॓
ധ
行
事
に
参
加
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　

は
ߴ
い
ハ
ー
ド
ル
と

も
い
え
る
が
、
４
年

ぶ
り
に
実
ࢪ
し
た
10

月
の
キ
ャ
ン
プ
に
は

૯

50
名
の
子
ど
も

た
ち
が
参
加
し
、
大

き
な

ઓ
を
し
た
。

「
学
ば
せ
る
支
援
」
と
し
て
、
市
内
中
学

校
内
に
「
教
育
相
談
指
導
教
室
」
を
ઃ
置
し

て
い
る
。
ラ
イ
ト
ϙ
ー
ト
や
グ
ル
ー
プ
活
動

に
お
け
る
生
活
を
と
お
し
て
、
人
間
関
係
や

集
ஂ
へ
の
ద
応
力
を
ߴ
め
て
き
た
子
ど
も
た

ち
が
主
に
入
級
を
し
て
い
る
。「
教
育
相
談

指
導
教
室
」
で
は
、通
ৗ
に
ۙ
い
教
育
課
ఔ
を

実
ࢪ
し
つ
つ
、
少
人

で
の
生
徒
一
人
一
人
の

実
ଶ
に
応
じ
た
指
導
・
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

体
育
ࡇ
、
合
এ
コ
ン
ク
ー
ル
、
म
学
ཱྀ
行
等

の
行
事
に
参
加
を
す
る
こ
と
で
、
学
校
生
活
へ

の
ద
応
お
よ
び
社
会
的
自
立
を
目
ざ
し
て
い
る
。

ま
た
、
教
科
担
任
制
で
き
め
ࡉ
か
な
指
導
を
す

る
こ
と
で
、
生
徒
の
意
ཉ
は
向
上
し
進
࿏
に
つ

い
て
ਂ
く
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
ر

の
ߴ
校

へ
入
学
す
る
生
徒
も
ଟ
い
。
教
職
員
が
一
人
一

　
　
　
　
　
　
　
　

人
に
寄
り
添
う
支
援
を

す
る
と
と
も
に
、
生
徒

同
࢜
の
;
れ
あ
い
を
ਂ

め
る
機
会
を
ଟ
く
作
る

こ
と
で
、
安
定
し
た
学

校
生
活
を
ૹ
る
こ
と
が

で
き
て
い
る
。

ઍ
༿
市
教
育
η
ン
タ
ー
で
は
、
ଟ
༷
な
居

場
所
を
ఏ
ڙ
す
る
こ
と
で
不
登
校
の
子
ど
も

た
ち
を
支
え
て
い
る
。
し
か
し
、い
ま
だ「
支

援
の
ྠ
に
入
れ
て
い
な
い
」「
ど
こ
に
も
つ

な
が
っ
て
い
な
い
」
子
ど
も
た
ち
が
ଟ
く
い

る
こ
と
は
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

令
和
４
年
度
か
ら
̒
年
度
に
か
け
て
、「
不

登
校
対
ࡦ
パ
ッ
έ
ー
ジ
」
を
ࡦ
定
し
、
ߋ
な

る
支
援
の
֦
ॆ
に
向
け
、
̒
つ
の
取
り
組
み

を
進
め
て
い
る
。

令
和
̑
年
度
か
ら
の
৽
し
い
取
り
組
み
と

し
て
、
市
内
小
中
学
校
各
２
校
に
、
校
内
教

育
支
援
η
ン
タ
ー
で
指
導
を
行
う
専
任
の
教

員
（
ス
テ
ッ
プ
ル
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
）
を

配
置
し
た
。
ス
テ
ッ
プ
ル
ー
ム
に
通
う
子
ど

も
た
ち
は
、
個
々
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
を

ܧ
続
的
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の

安
心
感
か
ら
、「
学
校
内
に
居
場
所
が
で
き

た
」
と
い
う

が
ฉ
か
れ
る
な
ど
、
大
き
な

成
Ռ
が
見
ら
れ
て
い
る
。

今
後
も
「
誰
一
人
取
り

さ
な
い
支
援
」

を
目
ざ
し
、
子
ど
も
た
ち
の
一
人
一
人
の
成


を
応
援
し
て
い
き
た
い
。

ừ
δ
ἀ
イ
ン
ト
Ω
Ỿ
ン
ϓ
ʹ
ࢀ
Ճ
͠
ͨ

ࢠ
Ͳ

ͷ
ײ

Ử

・
い
ͪ

ん
ࢥ
い
ग़
に

ỳ
た
活
ಈ

、
Χ

Ϩ
ー
࡞
Γ
で
す
。
い
ͭ

一
ਓ
で
࡞
ỳ
ͯ

い
ͯ
ָ
し
い
と
ࢥ
わ
な
か
ỳ
た
͚
Ε
Ͳ
、

み
ん
な
で
ڠ
ྗ
し
ͯ
Χ
Ϩ
ー
を
࡞
ỳ
た
ܦ

ݧ

、
と
ͯ

ָ
し
い
ࢥ
い
ग़
で
す
。

・
こ
の
Ω
Ỿ
ϯ
ϓ
に
ࢀ
Ճ
す
る
こ
と
、
୭
か

と
一
緒
に
৸
る
こ
と
、
͓
෩
࿊
に
入
る
こ

と
な
Ͳ
、
自

の
த
で
い
Ζ
い
Ζ
「

ઓ
」

し
た
こ
と
が
͋
Γ
·
し
た
。
ָ
し
か
ỳ
た

こ
と

ࣦ
ഊ
と
ࢥ
ỳ
た
こ
と

͋
ỳ
た
͚

Ε
Ͳ

ઓ
し
ͯ
Α
か
ỳ
た
と
ײ
͡
·
し
た
。

तۀ෩ܠ

ϥΠτϙʔτͰのഓ׆ಈ

δϣΠϯτΩϟϯϓͰのேのू͍

不登校対策パッケージ

〇 ライトポート機能拡充

〇 スクールカウンセラーの機能強化

〇 教育センターの機能拡充

〇 ステップルームティーチャーによる登校支援
別室登校

〇 教職員への啓発と研修の充実

〇 フリースクール等との連携強化

【 】



教育出版 Educo No.63 1011 教育出版 Educo No.63

文
部
科
学
省
令
和
４
年
度
「
児
童
生
徒

の
問
題
行
動
・
不
登
校
等
生
徒
指
導
上
の

諸
課
題
に
関
す
る
調
査
」
に
よ
る
と
、
全

国
に
不
登
校
生
徒
（
小
・
中
学
校
）
は

29
万
9
0
4
8
人
お
り
、
在
籍
児
童
・
生

徒
に
占
め
る
不
登
校
の
割
合
は
3.
2
％
に

及
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
で
も
、
公
立

中
学
校
の
生
徒
に
限
る
と
18
万
5
8
1
0

人
、
在
籍
に
占
め
る
割
合
は
6.

3
%
と
な

っ
て
い
る
。
各
学
級
に
2
、
3
人
い
る
計

算
に
な
る
。

本
校
で
も
同
じ
く
ら
い
の
割
合
で
不
登

校
、
不
登
校
傾
向
に
あ
る
生
徒
が
い
る
。
そ

の
不
登
校
に
い
た
っ
た
原
因
を
探
っ
て
も
一

知っておきたい教育NOW❹

３
年
度
か
ら
は
横
浜
市
教
育
委
員
会
に
よ
る

「
校
内
ハ
ー
ト
フ
ル
事
業
」
に
応
募
す
る
こ

と
で
、支
援
員
（
週
29
時
間
）
が
配
置
さ
れ
、

生
徒
た
ち
が
特
別
支
援
教
室
に
い
つ
来
て
も

誰
か
が
い
る
体
制
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
。

特
別
支
援
教
室
を
「
和
み
ル
ー
ム
」
と
名
付

け
、生
徒
指
導
専
任
教
諭
（
生
徒
指
導
主
事
）

と
支
援
員
の
２
名
が
中
心
と
な
っ
て
、
オ
ン

ラ
イ
ン
学
活
や
学
習
支
援
を
企
画
運
営
し
て

い
る
。

「
和
み
ル
ー
ム
」
を
利
用
す
る
に
は
、
本

人
、
保
護
者
が
同
意
の
上
、
担
任
を
通
じ
て

特
別
支
援
校
内
委
員
会
に
利
用
申
請
し
、
承

認
さ
れ
た
生
徒
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
る
。「
和
み
ル
ー
ム
」
へ
の
登
校
は
、
生

徒
そ
れ
ぞ
れ
の
体
調
に
合
わ
せ
て
登
下
校
し

て
い
る
。
朝
登
校
し
て
午
前
中
で
帰
る
生
徒

や
昼
前
に
登
校
し
て
午
後
早
く
に
帰
る
生

徒
、
昼
前
に
登
校
し
て
部
活
ま
で
参
加
す
る

①
教
員
が
「
別
室
か
ら
教
室
に
戻

す
」「
み
ん
な
と
一
緒
」
に
こ
だ

わ
ら
な
い
教
育
観
へ
の
転
換
を

図
る
。

②
活
用
で
き
る
外
部
リ
ソ
ー
ス
を

探
し
、
柔
軟
に
導
入
す
る
。

③
生
徒
の
自
立
を
目
ざ
し
、
状
況

に
合
わ
せ
た
対
応
を
考
え
、
生

徒
・
保
護
者
・
教
員
間
で
共
有

す
る
。

ポ
イ
ン
ト

ΈϧʔϜ

横浜市立鴨居中学校　

校長　長島　和広

学
校
が
生
徒
の
居
場
所
と

な
る
こ
と
を
目
ざ
し
て

人
ひ
と
り
異
な
り
、
思
い
悩
ん
で
い
る
気
持

ち
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
生
徒
も
お

り
、
対
応
に
苦
慮
し
た
ま
ま
年
月
が
経
過
し

て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
、
保
健
室
登

校
や
別
室
登
校
と
い
っ
た
形
を
と
っ
て
も
、

支
援
す
る
人
が
い
な
い
こ
と
で
十
分
機
能
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
。

本
校
で
は
、
平
成
30
年
ご
ろ
か
ら
特
別
支

援
教
室
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た

保
健
相
談
室
を
ベ
ー
ス
に
不
登
校

支
援
を
本
格
的
に
開
始
し
た
。
同

時
期
に
経
済
産
業
省
「
未
来
の
教

室
」
実
証
事
業
に
参
画
し
、
不
登

校
支
援
で
の
デ
ジ
タ
ル
ド
リ
ル
「
デ

キ
タ
ス
」（
城
南
進
学
研
究
社
）
の

活
用
を
進
め
、
学
習
面
で
の
不
安

解
消
を
図
っ
た
。
そ
し
て
、
令
和

学
校
に
複
数
の
居
場
所
を

つ
く
る



生
徒
と
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。
個
人
の
選
択
を

大
切
に
し
て
い
る
。

学
習
に
つ
い
て
は
、
教
室
で
授
業
を
受
け

る
こ
と
も
で
き
る
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
授
業

に
参
加
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
技
能

教
科
だ
け
参
加
す
る
、「
デ
キ
タ
ス
」
で
自

信
の
な
い
教
科
の
学
び
直
し
を
す
る
こ
と
も

で
き
る
よ
う
に
し
、
支
援
員
と
相
談
し
な
が

ら
自
分
の
学
び
を
選
択
す
る
よ
う
に
し
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
記
録
は
本
人
が
日
誌
に
記
録

す
る
と
共
に
支
援
員
が
学
習
支
援
ア
プ
リ

「
ス
タ
デ
ィ
プ
ラ
ス
」（Studyplus

社
）
に

記
録
し
、
担
任
と
も
日
々
の
生
活
に
つ
い
て

共
有
を
し
、
保
護
者
に
報
告
を
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
ア
プ
リ
に
つ
い
て
は
「
未
来
の
教

室
」
事
業
終
了
後
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
と

共
同
研
究
を
進
め
る
こ
と
で
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
て
い
る
。

ま
た
、「
な
ご
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
や
「
な

ご
マ
リ
タ
イ
ム
」
と
名
付
け
た
イ
ベ
ン
ト
を

企
画
し
、
生
徒
た
ち
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

の
維
持
を
図
っ
て
い
る
。「
な
ご
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
」
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
の
か
た
と

お
話
や
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
を
す
る
機
会
を
つ
く

り
、
社
会
人
の
人
の
考
え
方
や
も
の
の
見
方

を
感
じ
さ
せ
、
自
立
に
向
け
た
気
持
ち
を
育

て
て
い
る
。「
な
ご
マ
リ
タ
イ
ム
」
で
は
、
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横
浜
Ｆ
・
マ
リ
ノ
ス
の
協
力
を
得
て
、
サ
ッ

カ
ー
や
チ
ア
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
通
じ
た
軽
運

動
や
身
体
ほ
ぐ
し
を
し
て
い
る
。「
な
ご
ミ

ー
テ
ィ
ン
グ
」
で
つ
な
が
っ
た
サ
イ
ボ
ウ
ズ

社
の
か
た
と
生
徒
た
ち
が
話
し
合
い
、
本
社

会
社
訪
問
も
実
現
し
た
。

今
年
度
は
、
市
教
委
が
進
め
る
起
業
家
育

成
事
業
「
は
ま
っ
子
未
来
カ
ン
パ
ニ
ー
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
に
応
募
し
、「
な
ご
み
菜
場
」

を
立
ち
上
げ
野
菜
の
栽
培
販
売
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
参
加
に

つ
い
て
も
本
人
の
意
思
で
選
択
さ
せ
て
い

る
。こ

の
よ
う
に
学
校
だ
け
で
な
く
、
企
業
の

Ｃ
Ｓ
Ｒ
事
業
に
応
募
し
た
り
、
学
校
地
域
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
通
じ
て
大
学
生
の
ピ
ア

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
た
り
、
教
育
委

員
会
の
事
業
に
応
募
し
た
り
す
る
こ
と
で
、

学
校
だ
け
で
終
わ
ら
な
い
外
部
リ
ソ
ー
ス

を
活
用
し
な
が
ら
持
続
可
能
な
取
組
を
増

や
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
取
組
を
支
援
員
だ
け
で
進

め
る
こ
と
は
難
し
い
。
実
際
に
は
、
生
徒

指
導
専
任
教
諭
を
中
心
に
職
員
間
や
外
部

と
の
調
整
を
進
め
て
い
る
。
学
び
の
面
で

は
、
全
教
員
の
担
当
時
間
を
時
間
割
に
入

れ
、「
和
み
ル
ー
ム
」
で
生
徒
た
ち
と
関
わ

る
時
間
を
作
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
の

時
間
に
授
業
を
や
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
の
学
び
に
寄
り
添
い
、

教
員
が
支
援
す
る
と
い
う
形
を
取
っ
て
い

る
。
自
ず
と
教
科
の
話
を
よ
く
生
徒
た
ち

と
す
る
よ
う
に
な
り
、
学
年
担
当
や
担
任

以
外
の
教
員
と
の
つ
な
が
り
を
作
る
こ
と

が
で
き
て
い
る
。
全
員
が
関
わ
る
よ
う
に

し
た
背
景
に
は
、
保
健
室
や
特
別
支
援
教

室
へ
の
登
校
は
一
時
的
な
も
の
で
教
室
に

い
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
を
も
ち
、
特
別

な
配
慮
や
支
援
は
「
不
平
等
」「
わ
が
ま
ま
」

「
努
力
が
足
り
な
い
」
と
理
解
を
示
さ
な
い

教
員
も
少
な
か
ら
ず
い
た
こ
と
か
ら
、
現

状
を
知
る
と
い
う
意
味
も
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
形
に
し
て
い
る
。
保
護
者
に
対
し
て
も

担
任
が
保
護
者
の
困
り
感
を
共
有
し
、
生
徒

の
自
立
に
向
け
た
方
向
性
を
確
認
し
、
同
じ

歩
調
で
支
援
を
続
け
る
こ
と
を
大
切
に
し
て

い
る
。

校
内
で
取
組
が
定
着
す
る
こ
と
に
よ
り
、

教
員
に
と
っ
て
は
不
登
校
支
援
の
手
立
て
が

で
き
た
こ
と
、
生
徒
に
と
っ
て
は
自
分
の
選

択
で
生
活
リ
ズ
ム
を
作
り
、
心
身
が
安
定
す

る
と
い
っ
た
、
好
循
環
が
生
ま
れ
て
い
る
。

お
か
げ
で
、
学
校
と
の
関
係
が
切
れ
て
支
援

が
行
き
届
か
な
い
生
徒
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い

状
況
ま
で
た
ど
り
着
い
て
い
る
。

不
登
校
特
例
校
や
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
不
登
校
支
援
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が

注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
だ
れ
も
が
安
心
し
て

登
校
で
き
る
居
場
所
と
し
て
本
校
が
選
ば
れ

る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
進
化
を
し
て
い
き
た

い
。

ͳ͝ΈࡊʙαπϚΠϞऩ֭ʙ

学शࢧԉの༷ࢠ

だ
れ
も
が
安
心
し
て
学
ぶ
環
境

を
つ
く
る
た
め
に

学
校
だ
け
で
抱
え
な
い
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（注 1）原文は、Mueller, P.M. & Oppenheimer, D.M.（2014）：“The Pen Is Mightier Than the Keyboard：Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking”，Psychological 
Science, 25（6） 
（注 2）京都大学「漢字の手書きは文章力の発達に独自の貢献をする―読み書き発達の二重経路モデルの提唱―」（https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news/2023-04-27-3）。
（注 3）大塚貞男・村井俊哉「日本の中高生の読み書きスキルへの正確な手書き習得による独自の貢献」原文は、Sadao Otsuka, Toshiya Murai（2023）. “The unique 
contribution of handwriting accuracy to literacy skills in Japanese adolescents”，Reading and Writing, Published：24 April 2023.
（注 4）画像提供　林風舎
（注 5）国立国会図書館デジタルコレクションより

王羲之「蘭亭序」

欧陽詢「九成宮醴泉銘」 小野道風「屏風土代」
芥川龍之介
「奉教人の死（原稿）」（注 5）

歴　史　と　と　も　に　文　字　が　あ　る
空海「風信帖」 良寛「天上大風」 宮沢賢治「雨ニモ負ケズ手帖」（注 4）

ほとんど使われなくなってきた「略字」

門

品

第

職

歴

曜

文字を手で書くことは、このような身体的表現であり、技能の教育の基礎に位置づけられます。ことばの表現力を支え
る技能として、それぞれ個人が積み重ねて培っていく表現力なのです。「タイムパフォーマンス」ということばが席巻し、
何事にも効率化が求められる現代ですが、こればかりは他者にも頼ることができない、トレーニングによって身につけな
ければならない能力なのです。

ここまで教育における手書きの価値や位置づけを確認して
きましたが、ここからは「文化」としての側面も考えてみま
しょう。
つい最近、学生と話していて驚いたことがあります。ある

学生が「門」の略字「  」を使わないというので、そのクラス
全員に聞いてみたところ、ほとんどの学生が使ったことがない
というのです。親が使っているのを見て読めるけれども、自分
では使ったことがないとのこと。試みに「耺

4

員室」や「日
4

日」
などの表記も聞いてみましたが、やはり見たことがない学生が
大半でした。
これらの文字は、手書きによって生まれた略字です。パソ

コンの普及によって文字を省略すること自体がなくなり、ま
たパソコンでは表示できない字体であるため、次第に使われな
くなりました。パソコンが普及しなければ、これらの略字が一般的な字体になっていったのだと思われます。このように、
これまでのデジタル社会は手書き文字文化を制約し、妨げるものでもありました。しかし、これからの時代には、手書き
文字の表現力にデジタルの能力が追いつくことになるでしょう。デジタル社会は、手書き文字文化を狭めるものではなく、
むしろ共存して広げるものへと発展すると考えられます。

以上のように、手書き文字文化は決して過去の遺物ではなく、未来への可能性を秘めた「いまを生きる文化」です。
ただし、文字は歴史とともに変化してきたということも忘れてはなりません。ここに、先人たちが書いてきた「風」と

いう文字を並べてみました。私たちの文字文化は、先人たちが書き継いで、受け継がれてきたことばのかたちの表現です。
文字を手で書くことによって、私たちはこれらの歴史の最後に位置することになります。文字をよりよく表現しようとす
ることは、歴史を背負って文字を書くことであり、文化を新たに創り出す役割を担うことなのです。文字を手で書くこと
は最も身近な、歴史に参加する行為と言えます。ぜひ、その歴史の重みを感じてほしいと思っています。
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　　　　　　　　　　　　　　　筆者は、書写書道教育の歴史研究を中心としつつ、現代における文字を手で
　　　　　　　　　　　　　　　書くことの意義について考察を進めています。文字を手で書くことは、デジタル入力
　　　　　　　　　　　よりも記憶学習の効果が高いとされており、トレーニングによって身につけられる技能です。
　　　　　　文化的な側面から見ても、先人たちが書き継いできたことばのかたちの表現に加わり、その歴
　　史に参加する行為であるといえます。　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　鎌倉女子大学短期大学部　准教授 杉山　勇人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　

文化庁が実施した「国語に関する世論調査」（平成 26 年度）には、「文字を手書きする習慣は、これからの時代において
も大切にすべきであるか」という設問があり、これに 91.5％の人が「大切にすべきであると思う」と回答しました。また、
年賀状や挨拶状などについて、「手書きされたものや手書きが一言加えられたものがよい」と 87.6％の人が回答しています。
手書き文字の習慣や価値は、多くの人々に支持されてきたといえるでしょう。
しかし、コロナ禍以降の社会にはデジタル化の波が押し寄せ、文字を手書きする機会は急速に減っていると思われます。
文字を手で書くことの教育や文化もこのまま縮小し、失われてしまうのでしょうか？

実は、文字を手で書くことの学習効果は、さまざまな方面から見直されつ
つあります。むしろデジタル化が進んでいると思われる海外で、その研究は
進んでいます。有名なものとして、ミューラー＆オッペンハイマーの「ペン
はキーボードより強し」（注 1）という挑発的なタイトルの研究があります。彼
らは、ノートパソコンでメモしながら視聴する人と、紙にペンでメモしなが
ら視聴する人に分けて、被験者に映像教材を学習させました。その後、学習
内容をテストすると、紙にペンでメモをした人たちの成績が有意に高かった
のです。
また最近、京都大学の研究グループは、漢字書字力と文章作成能力との関

連性について明らかにしました。漢字の意味を理解すること自体よりも、漢
字の手書きに習熟することの方が、文章作成能力に影響を与えるというので
す。この研究は、「手書きに基づく読み書き教育を今後も続けていくことが、
これからの世代の高度な言語能力の発達のために有益であること」を示唆し
ています（注3）　。　
このように、特に記憶に関わる側面で、デジタル入力よりも手書きするこ

とに学習効果があり、ことばを表現する力にも影響があることが確かめられています。教育現場では、その効果も意識し
つつ、場合に応じたデジタルデバイスの使用を心がける必要があるでしょう。

当たり前のことかもしれませんが、文字を手で書くことの教育は「技能の教育」です。学校教育において「知識及び技能」
はセットで語られていますが、「知識」と「技能」は本来分けて考えるべきでしょう。
従来の「知識」は個人が備えるものでした。ところが、デジタル時代における知識は、誰もがアクセスすることができ、

いつでも取り出せる「データ」となりつつあります。もちろん知識を蓄えることは今でも大切ですが、たくさん覚えるこ
とよりも、データとしての知識を取り出し、いかに使うことができるかを求められる時代に変わりはじめています。一方
で「技能」は、個人に備わるものであり、他者と共有できない能力です。スポーツに代表されるように、繰り返しトレー
ニングを重ねて体で覚えていくことです。このため、技能が身についているかどうかは、「実際にやってみる」ことで確か
めるしかないのです。

手書き文字文化の現在、
　　　そして未来のために
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活
動
を
子
ど
も
の
思
い
や

願
い
に
つ
な
げ
る

地
域
の
水
田
で
田
植
え
を
経
験
し
、「
自

分
た
ち
で
も
お
米
を
育
て
た
い
」
と
の
願

い
か
ら
、
芽
出
し
か
ら
バ
ケ
ツ
稲
も
育
て

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
庄
川
地
区
の
歴
史
を

学
ん
だ
上
で
遠
足
に
出
か
け
、
見
渡
す
限

り
の
広
大
な
水
田
、
貯
水
池
や
ポ
ン
プ
に

圧
倒
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

稲
刈
り
と
脱
穀
で
は
、
手
作
業
の
大
変

さ
に
気
付
き
、
落
ち
て
い
る
お
米
も
拾
い

集
め
、「
手
で
も
、
も
み
殻
取
れ
た
よ
」

と
収
穫
の
喜
び
を
味
わ
い
ま
し
た
。一
方
、

バ
ケ
ツ
稲
は
出
穂
し
た
も
の
の
、
Ｊ
Ａ
の

か
た
か
ら
「
水
が
お
湯
の
よ
う
に
な
り
、

生
き
て
い
く
こ
と
に
精
一
杯
で
、
残
念
な

が
ら
実
っ
て
な
い
」と
告
げ
ら
れ
ま
し
た
。

「
酷
暑
を
乗
り
切
っ
て
収
穫
し
て
い
る
農

家
さ
ん
は
、
や
っ
ぱ
り
す
ご
い
」「
給
食

を
残
し
て
い
る
現
状
に
つ
い
て
、
考
え
直

庄し
ょ
う

川が
わ

地
区
の
価
値
を
再
発
見

以
前
は
、
全
校
異
学
年
の
ふ
る
さ
と
遠

足
を
実
施
し
て
い
ま
し
た
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
制
約
の
中
で
、
教
科
学
習
に
位
置
付
け

た
学
年
実
施
に
舵
を
切
り
ま
し
た
。
５
年

生
は
庄
川
地
区
を
「
米
づ
く
り
の
さ
か
ん

な
地
域
」
単
元
に
関
わ
ら
せ
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
諸
活
動
に
よ
り
、

上
記
表
に
ま
と
め
た
事
実
が
明
ら
か
に
な

り
ま
す
。

今
年
度
は
、
こ
れ
ら
を
ト
ピ
ッ
ク
的
に

取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
庄
川
地
区
を

核
と
し
た
単
元
に
再
構
成
し
、「
米
づ
く

り
の
さ
か
ん
な
地
域
」
と
い
う
見
方
だ
け

で
な
く
、「
先
人
が
切
り
開
い
て
き
た
」「
見

附
市
内
で
も
規
模
の
大
き
な
土
地
改
良
を

行
っ
た
」「
こ
れ
か
ら
の
市
の
施
策
の
最

前
線
を
担
う
」
場
と
い
う
価
値
の
再
発
見

を
ね
ら
い
ま
し
た
。

見
附
小
学
校
区
は
、
公
共
施
設
、
駅
、
商
店
街
が
あ
る
見
附
市
の
中
心
部
で
す
。
森
林
公
園
、

広
大
な
水
田
も
広
が
る
な
ど
、
教
育
活
動
の
核
と
な
る
魅
力
あ
る
教
材
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
５

年
生
担
任
は
、
こ
れ
ま
で
に
、
地
域
教
材
の
価
値
を
蓄
積
し
な
が
ら
実
践
を
積
み
上
げ
て
き
ま
し

た
。

●小太郎神社の由来を学ぶ

地球となかよし　 トピックス

地
域
教
材
を
見
直
し
、
子
ど
も
が
社
会
に

貢
献
す
る
意
欲
を
育
む
教
育
活
動

新
潟
県
見み

附つ
け

市

漆う
る
し

原は
ら

史ふ
み

剛た
か
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●小学校米のよさを発信

●地域から継続的に学ぶ

し
た
い
」
な
ど
、
食
料
生
産
の
難
し
さ
と

と
も
に
、
従
事
す
る
か
た
の
苦
労
や
今
の

食
生
活
へ
と
視
野
を
広
げ
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
地
域
社
会
の
担

い
手
を
育
む

庄
川
地
区
の
圃ほ

場じ
ょ
う

整
備
の
発
案
者
で

あ
り
、
学
区
の
「
小
学
校
米
」
生
産
者
と

担
当
職
員
を
迎
え
た
学
習
で
は
、「
市
が

進
め
て
い
る
『
地
消
地
産
』
を
広
め
る
た

め
に
、
小
学
校
米
を
売
る
手
助
け
を
し
た

い
」「
自
分
た
ち
が
学
び
・
考
え
た
こ
と

を
、
発
信
し
た
い
」
と
子
ど
も
た
ち
は
活

動
を
生
み
出
し
、
学
び
を
ま
と
め
て
い
ま

す
。
ポ
ス
タ
ー
、
絵
本
、
ご
飯
の
お
供
ま

と
め
本
、
劇
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
動
画
、

わ
ら
細
工
等
々
、
子
ど
も
た
ち
の
想
像
力

の
幅
広
さ
と
創
造
力
の
高
さ
に
驚
い
て
い

ま
す
。
こ
れ
も
、
庄
川
地
区
と
い
う
地
域

教
材
が
魅
力
的
で
あ
り
学
び
を
広
げ
深
め

た
か
ら
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

学
校
の
役
割
は
、仲
間
と
力
を
合
わ
せ
、

必
要
な
手
を
借
り
、
で
き
る
こ
と
に
全
力

で
挑
戦
す
る
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
こ
と

で
す
。
地
域
教
材
を
絶
え
ず
見
直
し
、
社

会
に
貢
献
す
る
意
欲
を
育
む
こ
と
が
で
き

る
教
育
活
動
を
、
こ
れ
か
ら
も
展
開
し
て

い
き
ま
す
。



小中一貫教育
本校は、小中一貫校紫

し
波
わ
西学園（施設隣接型）と

して、「ふるさと学習」の探究活動を研究の柱にすえ、
「教師のファシリテーション力」と「ＩＣＴ活用」を
手立てとし、対話的で協働的な学びの充実を目ざし
ています。これは紫波町小中一貫教育で目ざす資質・
能力（他者との関わり・自分自身の生き方・すべて
の基礎基本）の向上にもつながるものです。
探究型学習の実践
小３のふるさと学習では、学年テーマ「ふるさと

のよさを追究しよう」、題材名を「ぼくもわたしも紫
波町はかせ　町の魅力　広め隊」とし、町内５か所
の魅力の発見探索と情報の整理分析、発表会や大型ポ
スターづくりに取り組み、魅力を発信しました。常に
タブレットを活用し意欲的に話し合う姿も見られま
した。このような探究のスパイラルに則った学習は、
小１から中3まで系統的・計画的に行われています。
　今秋の公開では、参会者から「ゴールや目的意識
がしっかりあったので、子どもたちがそれに向かって
走り出す授業だった」と感想をいただきました。自
走する学びは目ざしている姿に合致するものでした。
リーディングDXスクール事業
本校では、リーディングDXスクール事業に参画し、

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充
実を図るべく、ふるさと学習や他教科においてタブ
レット活用の幅を広げてきました。ロイロノートを
「教わる」「考える」「やってみる」「対話する」の４
つのシーンに分け、多様な活用方法を日常的に実践
しています。
今後の展望
学校再編によって開校して3年。タブレット端末
を活用して2年となりますが、このような実践を積
み重ね、意欲的で対話的で、ふるさとに愛着をもち
未来を切り拓く児童の育成に努めていきます。 

紫波町立西の杜小学校　校長 佐藤　謙司

ふるさとの未来を切り拓く
児童を育てる
～探究活動とICT活用を生かして～

墨田区立第四吾
あづま

嬬小学校　校長 清水　雅也

新たな発見をする、知的好奇心がくすぐられる。
こんな楽しいことはない。月曜日の朝からこのよう
な気分を味わえたなら、一週間の学習はスムースに
スタートできるだろう。校長に与えられた唯一の授
業である「朝会講話」を探求心を引き出すために活
かせないかと考えた私は、いつのころからか「？を
探す旅人」となった。
先日は、日光移動教室への車窓から発見した「ト

ラス橋（河川に架かる鉄橋）」について、『三角形の
不思議』 と題し「問題提起→検証→結論→考察」の
構成で話した。牛乳パックで作った「けた（一枚板・
四角柱・三角柱）」に某キャラクターのフィギュアを
乗せた強度比較実験の写真も提示した。毎週の講話
で私が心がけていることは、
 ① 児童朝会は、話を集中して聞く環境を作るために、
各教室へ「リモート配信」する。
② キーワードや図・写真等を示し、視覚優位の児童
の理解を支援する。
③ 児童の学習用タブレットに資料を配布し、個々で
ふりかえりができるようにする。
④ 講話の要点を「毎朝のお手紙」として全学級に配
布し、内容の定着を図る。
⑤ 話題は、地域の歴史、自然科学、時事ネタ（SDGs、
食育、防災など）と幅広い分野から選定するとと
もに、「知の連鎖」を生み出すために、関連性・継
続性のあるものとする（詳細はHPを参照）。
毎週月曜日、校長からの「知の挑戦状」に果敢に
挑む児童たち。「しってるよ！ 　わかったよ！」とい
う歓喜の声、その誇らしげな表情は、知ること・発
見することの喜びに満ちあふれている、輝いている。
「知の満足感」に満たされたキラキラ笑顔の児童が
いっぱいな学校ほど、ステキな空間はないと思うが、
皆さんはいかがお考えになるだろう？

探求心を引き出す校長講話
とは？ 
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　　全国各地のさまざまな取組を紹介します。



　　

文部科学省より不登校対策として発表された
COCOLOプランの中に、教育支援センターの機能
強化があります。当センターは教育支援センター
的機能として不登校児童生徒が通う相談指導教室
を運営しています。また、COCOLOプラン以前よ
り、保護者の相談場所としての相談室を設置する
とともに、保護者へ情報提供を行う「不登校を考
えるつどい」や不登校児童生徒がさまざまな体験
に挑戦する「チャレンジ教室」を企画運営してき
ました。
当センターの取組の一つに、メタバース空間を活
用した「オンライン版チャレンジ教室」があります。
「チャレンジ教室」はものづくり、ゲーム、スポー
ツなどさまざまな体験をするイベントなのですが、
「オンライン版」では民間企業の協力を得てつくら
れたメタバース空間にアバターで参加し、クロス
ワードやクイズなどにチャレンジするというもの
です。昨年度は１回、本年度は２回と、まだまだ
実施回数は少なくスタートラインに立ったばかり
で試行錯誤を重ねる必要がありますが、このイベ
ントで重要なことは、なかなか社会とつながりを
もてなかった子どもたちが、オンラインの先にあ
るリアルな体験や対面での会話につながることを
目標としているところです。実際に、今までどこに
もつながりをもてなかった子どもが「オンライン
版チャレンジ教室」への参加をきっかけに、当セ
ンター相談室でカウンセラーと会えるようになっ
た等の成果があります。また、参加者の自宅にも
のづくりキットを郵送し、メタバース空間で手順
を聞きながら作品を制作するなど、仮想空間と現
実をつなげる試みも行っています。
メタバースで留意すべき点は、活用そのものが目的
になってしまうのではなく、その先にある「子どもた
ちが出会いや体験を通して社会とつながる姿」を
描くことだと考えています。

岡山県教育委員会では、子ども一人ひとりに応じ
た学習活動や学習課題に取り組む機会を提供する
ため、学習用動画等を多数掲載するサイト「おか
やま　まなびとサーチ」を運用しています。子ど
もたちは、GIGAスクール構想によって整備された
１人１台端末等を活用して本サイトにアクセスし、
自らの興味や関心に応じて「いつでも」「どこでも」
学びたいときに主体的に学ぶことができます。
これからの学校には、社会（地域）と連携・協

働した教育活動を充実させることが求められてい
ますが、本サイトのコンテンツの特徴は、岡山県
の「人」「もの」「こと」など、地域資源を活用し、
その多くが、視聴後に現地へ赴き学びを深められ
るように作成していることです。
倉敷市立第二福田小学校では、小学校第６学年・

理科「土地のつくりと変化」の単元において、本サ
イトの「岡山の大地のロマンを追い求めてみよう」
という動画を視聴することを授業に取り入れまし
た。この動画では、水のはたらきによって、自分
たちの住む土地の海岸線の位置が大きく変化して
いることが確認できます。
地層の観察が困難な地域ではこの動画を視聴す

ることで、地下には、水のはたらきによってでき
た地層が広がっているということをイメージしや
すくなり、教科書の中にあった学びが、一気に自
分たちの足元と結びつきます。子どもたちからは、
「動画があるとわかりやすかった」「実際に倉敷市
立自然史博物館に行ってみたい」などの声が聞か
れ、学びを深めることに役立っています。
サイト内には、臨場感あふれるVRを活用した動

画やさまざまなお仕事を取り上げた紹介動画など
もあり、今後も、子どもたちの多様な興味関心に応え
られるよう、コンテンツを充実していきたいと考え
ていま
す。

相模原市立青少年相談センター所長 加藤　政義岡山県教育庁生涯学習課　社会教育主事 石川　雄大

相模原市立青少年相談
センターの取組

おかやま　まなびとサーチ
～小学生、中学生のための学びのコン
　テンツサイト～
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識
を
醸
成
す

る
こ
と
を
目

標
に
お
い
て

い
ま
す
。

し
か
し
な

が
ら
、
教
育

現
場
で
は
先

生
が
た
か
ら

「
子
ど
も
た

ち
は
隣
の
子

と
お
し
ゃ
べ

り
は
で
き

て
も
、
対
話

や
人
前
で
話

す
の
が
得

意
で
は
な

い
」、「
考
え

る
力
が
育
ま
れ
て
い
な
い
の
が
そ
の
理
由
な
の

で
は
」、
と
の
お
声
を
耳
に
し
ま
す
。

次
回
の
記
事
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
話
す
力
、

生
き
る
力
を
育
む
こ
と
に
ど
の
よ
う
に
私
た
ち

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
貢
献
し
て
い
る
の
か
、
詳
し

く
ご
紹
介
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

竹
内
明
日
香
（A

ska T
akeuchi

）

旧
日
本
興
業
銀
行
に
て
国
際
営
業
等
に
従
事
後
独
立
。
日

系
企
業
の
海
外
向
け
情
報
発
信
や
プ
レ
ゼ
ン
等
を
支
援
す

る
傍
ら
、
2
0
1
4
年
に
（
一
社
）
ア
ル
バ
・
エ
デ
ュ

を
設
立
。
自
治
体
や
学
校
で
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
務
め
る
。

著
書
に
『
す
べ
て
の
子
ど
も
に
「
話
す
力
」
を
』（
英
治

出
版
）、『
思
い
を
伝
え
る
「
話
す
力
」』（
Z
会
）。
東
京

大
学
法
学
部
卒
業
。

　　　　竹内明日香

は
じ
め
ま
し
て
、
一
般
社
団
法
人
ア
ル
バ
・

エ
デ
ュ
の
竹
内
明
日
香
で
す
。
公
教
育
に
お
け

る
「
話
す
力
」
の
向
上
を
目
ざ
す
私
た
ち
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
、
こ
の
連
載
を
通
じ
て
紹

介
し
ま
す
。
今
回
は
「
話
す
力
」
に
よ
っ
て
子

ど
も
た
ち
と
先
生
が
た
に
起
き
た
変
化
や
、
そ

の
力
が
こ
れ
か
ら
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
な

ぜ
重
要
か
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。

活
動
を
始
め
た
経
緯

私
は
金
融
機
関
勤
務
を
経
て
起
業
し
、
そ
の

間
に
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
の
現
場
で
多
く
の
日
本
人

が
、
プ
レ
ゼ
ン
や
交
渉
に
苦
戦
す
る
場
面
を
目

の
当
た
り
に
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
語

学
力
の
問
題
で
は
な
く
、
自
分
の
意
見
を
も
ち

自
信
を
も
っ
て
発
話
し
、
聞
き
手
の
反
応
を
見

て
言
葉
を
紡
ぐ
と
い
っ
た
「
話
す
力
」
の
欠
如

に
問
題
が
あ
る
と
気
づ
き
ま
し
た
。
子
ど
も
の

う
ち
か
ら
こ
れ
ら
の
能
力
を
高
め
ら
れ
な
い
か
。

そ
う
考
え
、
�
年
前
に
子
ど
も
た
ち
向
け
の
プ

レ
ゼ
ン
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
始
、
そ
の
後
、

学
校
で
の
授
業
展
開
に
も
取
り
組
み
、
現
在
は

教
員
研
修
な
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
全
国
複
数
の

自
治
体
に
提
供
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
に
起
き
た
変
化

昨
年
度
、
�
つ
の
自
治
体
の
小
中
学
校
で
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
を
検
証
し
た
と
こ
ろ
、
子
ど

も
た
ち
の
「
人
前
で
話
す
楽
し
さ
」
へ
の
認
識

が
高
ま
り
、「
自
己
効
力
感
」
が
向
上
、
学
級
内

の
心
理
的
安
全
性
も
高
ま
っ
た
と
の
結
果
を
得

ま
し
た
。
な
か
に
は
、
全
国
学
力
調
査
の
成
績

が
前
年
比
で
��ô

��
�
向
上
し
た
り
、
推
薦
入

試
の
合
格
者
数
が
約
�
倍
、
��
人
中
��
人
が
「
こ

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
お
か
げ
」
と
回
答
し
た
り
す

る
な
ど
、
う
れ
し
い
効
果
が
確
認
で
き
た
学
校

も
あ
り
ま
す
（
下
図
ご
参
照
）。��

「
話
す
」
に
は
、
能
動
的
か
つ
即
時
的
な
思
考

が
要
求
さ
れ
ま
す
。
.
3
*
装
置
を
用
い
て
脳

活
動
を
調
べ
る
G
.
3
*
（
磁
気
共
鳴
機
能
画

像
法
）
に
よ
る
複
数
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
話
す

際
に
は
、
内
容
を
考
え
、
適
切
な
表
現
を
選
び
、

正
し
く
発
話
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り

脳
の
複
数
の
部
位
が
活
性
化
す
る
こ
と
、
さ
ら

に
、
相
手
の
反
応
を
見
な
が
ら
発
話
を
調
整
す

る
こ
と
で
、
情
動
も
鍛
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

主
体
的
に
社
会
に
参
画
す
る
力

日
本
の
子
ど
も
た
ち
が
こ
れ
か
ら
生
き
て
い

く
世
界
に
は
、
環
境
問
題
、
国
際
政
治
・
経
済

情
勢
な
ど
、
多
く
の
課
題
が
待
ち
受
け
て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
世
界
に
お
い
て
は
、
自
分
の
頭
で

主
体
的
に
考
え
て
社
会
に
働
き
か
け
る
こ
と
こ

そ
が
生
き
る
力
に
な
り
ま
す
。
0
&
$
%
の
ラ
ー

ニ
ン
グ
・
コ
ン
パ
ス
�
�
�
�
は
、「
社
会
参

画
を
通
じ
て
影
響
を
与
え
る
責
任
感
」
を
重
視

し
て
お
り
、
日
本
の
「
主
体
的
・
対
話
的
」
を

重
視
す
る
学
習
指
導
要
領
も
こ
の
流
れ
に
沿
っ

て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
、
子
ど

も
が
自
ら
課
題
に
働
き
か
け
る
こ
と
の
重
要
性

を
認
識
し
た
う
え
で
、
自
信
を
も
っ
て
自
ら
の

意
見
を
述
べ
、
社
会
に
積
極
的
に
参
画
す
る
意

「話す」は生きる力
～子どもたちの未来を変える
   プログラム～

一般社団法人　
アルバ・エデュ代表理事

推薦入試結果が改善！
合格者数　　　　　　合格率　　　 　　授業が役に立った

˙౦ژށߐཱ۠ਸ਼ߐୈೋத学校ڭһݚम �त݁ࢪ࣮ۀՌɹ"MCB�&EV�JOD�"MM�SJHIUT�SFTFSWFE�

96%

47
%24

名5名 12%

【連載第1回】（全3回）
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私たちの未来のために！
多彩なSDGsアクション
～こどもエコクラブ～

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

全国各地の子どもたちが、自身の興味関心にそっ

た環境保全活動を自主的に行う「こどもエコクラ

ブ」。子どもたちは継続的に川の生き物調査をした

り、町のクリーン活動を行ったりなど、身近な地域

の環境に関する課題を自ら見つけて、保全や改善に

向けて行動しています。SDGs の重要性が叫ばれ

る前からSDGsアクションに取り組んでいたと言

えます。

定期的に町のごみ拾いをしているクラブは、自分

たちが拾い続けても地域の人がごみのポイ捨てをや

めようと思わな

い限り抜本的な

解決にならない

と考え、地域の

小学生によるポ

イ捨て禁止のポ

スター作りを企画しました。地元の教育委員会や学

校に説明しに回って協力を仰ぎ、今では町のエコポ

スターコンクールとして実施されるようになりまし

た。審査会や表彰式の開催に加え、商店街への掲示

依頼もクラブのメンバーたちで行っており、

「SDGs11．住み続けられるまちづくりを」

「SDGs12．つくる責任つかう責任」につながるア

クションとなっています。

週１回継続的に地域の川の魚や水生生物を採取し

ているクラブは、特定外来生物を捕まえて畑の肥料

に加工したり、自分たちで調理して食べたりしてい

ます。命を無駄にしないように防除して、在来種の

保全につなげています。また、川にいる在来種・絶

滅危惧種についてたくさんの人に知ってもらいたい

と、採取した生き物の写真にメンバーたちが描いた

イラストを添えたオリジナルの図鑑を制作し、地域

のかたに配っています。この図鑑は自治体のウェブ

サイトにも掲載され、地域の「SDGs15．陸の豊

かさも守ろう」の達成にも一役買っています。

このように、地域に根付いた活動を展開している

子どもたちのパワーがだんだんと認知されるように

なり、最近では

「SDGs の活動の

一環としてこども

エコクラブを応援

したい！」「子ど

もたちと一緒に活

動したい！」とい

う企業・団体から

支援や協働のご相

談をいただくよう

になりました。

一例として、ケ

ガや事故・自然災害等から人々の生活を守る「こく

みん共済 coop 〈全労災〉」様との連携プログラムを

ご紹介します。近年これまでにないような豪雨など、

異常な気象が原因で自然災害が発生しており、地球

温暖化の影響で起こる気候変動の一つではないかと

言われています。そこで、電気・水道・ガスなどの

ライフラインが使えないときに役立つ方法を体験し

たり、日々のエネルギーの使い方を見直したりする

プログラムを開発。３年前よりこどもエコクラブの

全国一斉活動として、防災アクションに取り組んで

います。子どもたちが活動することで周囲の大人も

改めて日頃の備えや地域の防災体制をチェックする

など、「SDGs11．住み続けられるまちづくりを」

に貢献する活動となっています。

SDGs の取組として何をしようか、または企業

団体と連携して活動できないかと思案されているか

た、こどもエコクラブと一緒に活動してみませんか。

目標達成のための大きな戦力となる子どもたちがた

くさんいます。いつでもご相談ください！

【連載第 2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

命
を
か
け
た
過
酷
な
修
行

大
峯
千
日
回
峰
行
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
標
高

差
�
�
�
�
メ
ー
ト
ル
余
り
の
険
し
い
山
道
を
一

日
��
キ
ロ
、
千
日
間
歩
き
続
け
る
過
酷
な
修
行
で

す
。
小
学
生
の
頃
、
千
日
回
峰
行
に
挑
む
酒
井
雄ゆ

う

哉さ
い

大
阿
闍
梨
の
姿
を
テ
レ
ビ
番
組
で
拝
見
し
、「
自
分

も
や
り
た
い
」
と
思
っ
た
の
が
こ
の
道
に
飛
び
込
ん

だ
き
っ
か
け
で
す
。

一
年
の
う
ち
山
を
歩
け
る
期
間
は
５
月
か
ら
９
月

の
四
か
月
に
限
ら
れ
ま
す
の
で
、
９
年
が
か
り
で
��

歳
の
時
に
満
行
し
ま
し
た
。

行ぎ
ょ
う
の
間
は
大
怪
我
を
し
て
も
高
熱
が
出
て
も
、
医

者
に
か
か
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
途
中
断
念
す
る

場
合
は
自
決
用
の
短
刀
で
腹
を
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
足
が
腫
れ
上
が
っ
た
り

膝
が
曲
が
ら
な
く
な
っ
た
り
、
失
神
す
る
ほ
ど
の
歯

痛
に
襲
わ
れ
た
時
も
、
苦
痛
を
こ
ら
え
て
や
り
過
ご

し
ま
し
た
。

当
時
は
一
日
の
始
ま
り
に
目
覚
め
た
瞬
間
、
体
調

は
良
い
か
悪
い
か
で
は
な
く
、
常
に
悪
い
か
最
悪
で

し
た
。
山
中
で
熊
に
追
い
か
け
ら
れ
た
り
、
暴
風
雨

で
崖
か
ら
吹
き
飛
ば
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
り
、
命
の

危
険
を
感
じ
た
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で

も
、「
今
日
は
行
に
行
き
た
く
な
い
」
と
思
う
日
は

一
日
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

母
の
姿
を
思
い
返
し
て

苦
し
い
修
行
を
や
り
遂
げ
る
底
力
と
な
っ
た
も
の
は

何
か
と
よ
く
聞
か
れ
る
の
で
す
が
、
貧
し
い
中
で
も
必

死
に
育
て
て
く
れ
た
母
親
の
存
在
は
大
き
い
で
す
。

中
学
生
の
時
に
両
親
が
離
婚
し
て
、
そ
の
後
は
母

と
祖
母
の
三
人
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
母
は
も
と

も
と
体
が
弱
く
、
本
当
は
横
に
な
り
た
い
だ
ろ
う
時

も
笑
顔
で
が
ん
ば
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ら
い
時
は
ふ

と
母
の
姿
が
蘇
っ
て
き
て
、
負
け
て
ら
れ
な
い
と
思

う
ん
で
す
よ
ね
。
母
と
祖
母
が
神
仏
に
手
を
合
わ
せ

る
姿
を
見
て
育
っ
た
か
ら
か
、
私
も
神
仏
の
世
界
に

自
然
に
な
じ
ん
で
い
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

厳
し
い
修
行
は
覚
悟
の
上
で
飛
び
込
ん
だ
世
界
な

の
で
、愚
痴
は
言
う
ま
い
、音
は
上
げ
る
ま
い
と
思
っ

て
い
ま
し
た
。
お
坊
さ
ん
に
な
っ
て
修
行
す
る
た
め

に
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
で
不

思
議
と
納
得
で
き
ま
し
た
。

修
行
の
意
義

千
日
間
体
を
動
か
し
て
山
を
駆
け
回
っ
て
も
、
目

に
見
え
な
い
心
の
部
分
が
リ
ン
ク
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
修
行
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
山
中
を
駆
け
巡
っ
て
い

る
時
は
い
つ
も
、
己
の
心
の
悪
い
部
分
や
醜
い
部
分

を
見
つ
め
て
、
な
ぜ
改
善
で
き
な
い
の
か
と
反
省
し

て
い
ま
し
た
。

千
日
回
峰
行
を
満
行
し
た
翌
年
に
は
、
９
日
間
の

断
食
・
断
水
・
不
眠
・
不
臥
の
中
、
��
万
編
の
御
真

言
を
唱
え
続
け
る
「
四
無
行
」
を
満
行
し
ま
し
た
。

行
を
経
験
し
た
後
は
些
細
な
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
な
く

な
り
、
自
分
の
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
忍
耐
力
が
つ
い
て
、
感
謝

の
心
で
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
ギ
リ
ギ
リ
の
状
態
に
自

分
を
追
い
こ
む
こ
と
で
、
そ
の
場
所
に
し
か
咲
い
て

い
な
い
悟
り
の
花
の
よ
う
な
も
の
を
見
て
、
何
ら
か

の
気
づ
き
を
持
ち
帰
っ
て
く
る
こ
と
に
千
日
回
峰
行

の
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の

花
の
姿
形
を
皆
さ
ま
に
お
伝
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
に
、
行
者
や
お
坊
さ
ん
の
役
目
が
あ
る
よ
う
な
気

が
い
た
し
ま
す
。

行
と
は
決
し
て
苦
し
む
た
め
に
す
る
の
で
は
な

く
、
苦
し
み
の
中
か
ら
喜
び
を
得
る
た
め
に
や
る
も

の
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
人
生
も
同
じ
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

教
師
は
人
間
力
を
磨
く
べ
き

中
学
生
の
時
、
全
校
集
会
で
生
徒
た
ち
が
騒
い
で

い
て
、
怖
い
先
生
が
ど
ん
な
に
青
筋
立
て
て
「
静
か

に
し
な
さ
い
！
」
と
怒
鳴
っ
て
も
全
く
収
ま
ら
な
い

の
に
、
一
人
の
老
教
師
が
前
に
立
っ
た
だ
け
で
す
ぐ

静
か
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
人
間
力

は
す
ご
い
な
あ
と
感
嘆
し
た
も
の
で
す
。

先
生
か
ら
に
じ
み
出
る
人
格
と
か
、
優
し
さ
・
思

い
や
り
と
い
っ
た
も
の
は
、
子
ど
も
の
方
が
見
る
目

が
あ
っ
て
ご
ま
か
せ
な
い
で
す
。

学
校
の
先
生
は
、
ま
ず
己
の
生
き
方
を
律
し
て
、

生
徒
か
ら
尊
敬
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
存
在
に
な
ら

な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
努
力
を
怠
っ
て
、
ど
う

し
た
ら
子
ど
も
を
ま
っ
す
ぐ
育
て
ら
れ
る
か
、
こ
う

い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
は
ど
う
か
な
ん
て
考
え
て

も
、
小
手
先
だ
と
す
ぐ
見
抜
か
れ
ま
す
。

教
育
と
は
先
生
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を
生
徒
に
真

似
し
て
も
ら
う
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
先
生
が
た

は
礼
儀
礼
節
を
守
り
、
約
束
や
時
間
を
守
る
と
い
っ

た
、
人
と
し
て
基
本
的
な
部
分
を
正
し
て
い
く
こ

と
。
歩
き
方
や
座
り
方
、
話
し
方
、
ご
飯
の
食
べ
方
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
人
格
は
に
じ
み
出
て
き
ま

す
。
生
徒
か
ら
一
挙
手
一
投
足
を
見
ら
れ
て
い
る
と

い
う
自
覚
を
も
っ
て
、
先
生
が
た
に
は
が
ん
ば
っ
て

ほ
し
い
で
す
ね
。

塩
沼

亮
潤
（
し
お
ぬ
ま

り
ょ
う
じ
ゅ
ん
）

1
9
6
8
年
仙
台
市
生
ま
れ
。
1
9
8
7
年
、
奈
良
県

吉
野
山
金
峯
山
寺
で
出
家
得
度
、
修
行
と
研
鑽
の
生
活

に
入
る
。
1
9
9
9
年
に
1
3
0
0
年
の
歴
史
上
二
人

め
と
な
る
大
峯
千
日
回
峰
行
、
2
0
0
0
年
に
四
無
行
、

2
0
0
6
年
に
八
千
枚
大
護
摩
供
を
満
行
。
大
阿
闍
梨
の

称
号
を
得
て
、
2
0
0
3
年
に
仙
台
市
秋
保
に
慈
眼
寺
を

開
山
。
2
0
2
1
年
12
月
に
「
塩
沼
亮
潤
大
阿
闍
梨
基

金
〜
と
も
に
寄
り
添
う
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
〜
」
を
創
設
。

著
書
に『
人
生
生
涯
小
僧
の
こ
こ
ろ
』（
致
知
出
版
）他
多
数
。

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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大
おお

峯
み ね

千日回峰行で己の限界に肉
薄、山から持ち帰った気づきの花 塩沼　亮

りょう

潤
じゅん

さん

ほ・っ・と・な・出・会・い

福
ふく

聚
じゅ

山
さん

慈
じ

眼
げん

寺
じ

　住職

◆ 「草枕」脱線雑談（全３回）が読みごたえがあり、かつ新しい知識にふれさせてくれて、とて
も楽しかったです。（千葉県H.M）
◆ 「こどもエコクラブ」の活動がすばらしいと思いました。特に活動レポートに対して専門家が
メッセージやアドバイスを返している点は感心しました。活動を学びにするためには、こうし
たフィードバックが大切です。学校教育に生かしたい点です。（愛知県T.S）
◆ 「ほっとな出会い」に関連して。こども食堂で退職教員等を活用して、学習もできないかと考
えているところです。私は１年前から「相談まなび塾」を設置して、悩める親子の学びの場を
提供しています。（宮城県Y.A）

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


