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PROFILE
1961年生まれ、東京都出身。劇団四季、東京ディズニーランドな
どのショウの音楽で作曲家デビュー。代表作に、『ワン・マンズ・
ドリーム』『身毒丸』《マツケンサンバⅡ》など、NHKでは『クイ
ンテット』『どれみふぁワンダーランド』『宮川彬良のショータイ
ム』、木曜時代劇『ちかえもん』、連続テレビ小説『ひよっこ』など
多数の番組音楽を手がけ、幅広く活動する。2015年よりOsaka Shion 
Wind Orchestraにて音楽監督を務める。著書に『「アキラさん」は音
楽を楽しむ天才』（NHK出版）など。

音楽は「１」から始まる
──私を救ってくれた真理
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Interview

父
に
憧
れ
、
幼
く
し
て
作
曲
家
を
志
す

父
の
宮
川
泰ひ
ろ
しは
「
宇
宙
戦
艦
ヤ
マ
ト
」
の
主
題

歌
や
「
恋
の
バ
カ
ン
ス
」
な
ど
、
数
々
の
作
品
を

生
み
出
し
た
作
曲
家
で
す
。
幼
い
頃
、
友
だ
ち
み

ん
な
が
父
の
作
っ
た
曲
を
口
ず
さ
み
、
テ
レ
ビ
を

つ
け
れ
ば
父
が
ピ
ア
ノ
を
弾
い
た
り
指
揮
し
た
り

し
て
い
る
の
で
、「
パ
パ
っ
て
す
ご
い
な
あ
」
と
憧

れ
ま
し
た
。「
僕
も
ヒ
ッ
ト
曲
を
作
っ
て
有
名
人
に

な
り
た
い
」
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
自
然
な

流
れ
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
小
学
1
年
生
の

頃
に
は
、
作
文
で
「
将
来
は
作
曲
家
に
な
る
」
と

書
い
て
い
ま
し
た
。

10
歳
前
後
で
ヘ
ン
リ
ー
・
マ
ン
シ
ー
ニ
の
「
子

象
の
行
進
」
と
い
う
曲
に
夢
中
に
な
っ
た
と
き
の

こ
と
で
す
。
普
段
は
家
に
い
な
い
父
が
「
そ
の
曲

好
き
な
の
？
」
と
ピ
ア
ノ
の
前
に
座
っ
て
伴
奏
形

を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
父
は
ピ
ア
ノ
を
弾
き
つ

つ
、
コ
ー
ド
を
変
え
る
た
び
に
「
次
は
ど
っ
ち
に

行
き
た
い
？
」
と
聞
い
て
き
ま
す
。
心
地
よ
く
聞

こ
え
る
方
を
僕
が
答
え
て
い
く
と
、「
誰
に
も
教

わ
っ
て
い
な
い
の
に
、
お
前
は
も
う
ブ
ル
ー
ス
を

知
っ
て
い
る
ん
だ
よ
」
と
父
は
大
き
く
う
な
ず
き

ま
し
た
。
こ
の
曲
は
ブ
ル
ー
ス
コ
ー
ド
と
い
っ
て
、

12
小
節
で
一
巡
す
る
コ
ー
ド
進
行
で
書
か
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
な
ぜ
そ
れ
が
定
番
化
さ
れ
て
い
る

か
は
世
界
の
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。ブ
ル
ー

ス
の
循
環
コ
ー
ド
に
つ
い
て
知
識
の
な
い
少
年
で

も
、感
覚
的
に
ど
の
コ
ー
ド
が
心
地
よ
い
か
を
知
っ

て
い
る
こ
と
に
父
は
感
嘆
し
た
様
子
で
、「
ど
う
し

て
お
前
に
も
わ
か
る
ん
だ
ろ
う
。
不
思
議
だ
ね
。

音
楽
っ
て
不
思
議
だ
ね
」
と
つ
ぶ
や
い
て
い
ま
し

た
。こ

う
し
た
経
験
は
小
さ
い
頃
か
ら
ず
っ
と
続
き

ま
し
た
。
父
は
折
に
ふ
れ
て「
こ
れ
、い
い
だ
ろ
う
」

と
言
っ
て
は
僕
の
中
に
存
在
す
る
音
楽
的
な
感
覚

に
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
が
、
父
自
身
も
そ
れ

を
見
て
大
い
に
楽
し
ん
で
い
た
の
で
す
。

父
は
多
忙
で
な
か
な
か
家
に
い
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
僕
の
大
好
き
な
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
曲
を
ピ
ア
ノ

の
発
表
会
用
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
く
れ
た
り
、
僕
が

作
曲
し
た
ピ
ア
ノ
の
譜
面

を
見
て
「
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン

が
よ
く
書
け
て
い
る
」
と

母
に
言
づ
け
た
り
、
音
楽

の
道
に
進
む
こ
と
を
さ
り

げ
な
く
応
援
し
て
く
れ
ま

し
た
。

一
生
の
恩
師
と
の

出
会
い

小
学
３
年
生
の
と
き

に
港
区
の
赤
羽
小
学
校
に

転
入
し
た
の
で
す
が
、
こ

こ
で
素
晴
ら
し
い
出
会
い

が
あ
り
ま
し
た
。
伊
藤
俊

彦
先
生
と
い
う
音
楽
専
任

の
先
生
に
、
４
年
生
か
ら

６
年
生
ま
で
教
え
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。
50
年

以
上
経
っ
て
も
伊
藤
先
生
の
授
業
の
記
憶
は
色
あ

せ
ず
、
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。

当
時
は
友
人
た
ち
と
バ
ン
ド
と
称
し
て
、
毎
日

の
よ
う
に
音
楽
準
備
室
に
忍
び
込
ん
で
は
、
木
琴

や
マ
リ
ン
バ
を
か
き
鳴
ら
し
て
自
己
流
の
音
楽
を

楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
鼓
笛
隊
が
練
習
を
し
て
い

る
隣
で
大
騒
ぎ
し
た
と
き
も
、
先
生
は
「
よ
う
、

諸
君
！

や
っ
と
る
か
ね
！
」と
だ
け
お
っ
し
ゃ
っ

て
、
お
と
が
め
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

大
人
に
な
っ
て
考
え
る
に
、
高
価
な
楽
器
が
た

く
さ
ん
置
い
て
あ
る
音
楽
準
備
室
に
鍵
も
か
け
ず
、

開
け
っ
ぱ
な
し
に
し
て
お
く
も
の
だ
ろ
う
か
と
疑

問
に
思
い
ま
し
た
。
も
し
か
し
た
ら
僕
た
ち
が
い

つ
で
も
自
由
に
楽
器
を
使
っ
て
遊
べ
る
よ
う
、
先

生
は
お
目
こ
ぼ
し
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

50
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
先
生
に
再
会
し
た
と
き
、

そ
れ
と
な
く
聞
い
て
み
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
で

す
が
、「
そ
れ
は
言
わ
な
い
約
束
」
と
い
う
空
気
が

流
れ
て
、
は
っ
き
り
お
答
え
に
は
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

音
楽
家
の
家
に
生
ま
れ
た
僕
が
、
音
楽
を
心
か

ら
「
お
も
し
ろ
い
も
の
だ
な
あ
」
と
実
感
し
た
の

は
、
学
校
の
日
常
の
中
で
し
た
。
今
の
僕
を
形
作

る
上
で
、伊
藤
先
生
の
存
在
は
大
き
な
フ
ァ
ク
タ
ー

に
な
っ
た
と
確
信
し
ま
す
。

大
学
で
野
口
三み

千ち

三ぞ
う

先
生
に
衝
撃
を
受
け
る

音
大
を
目
ざ
し
て
受
験
勉
強
を
し
て
い
る
頃
か

ら
、
音
楽
家
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
探

し
て
悩
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
西
欧
の
音
楽
を

日
本
人
の
自
分
が
志
す
こ
と
に
居
心
地
の
悪
さ
、

ニ
セ
モ
ノ
感
覚
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

自
分
は
ど
ん
な
音
楽
を
作
り
た
い
の
か
、
何
の
た

め
に
音
楽
を
や
っ
て
い
る
の
か
も
わ
か
ら
な
く
な

り
ま
し
た
。

東
京
藝
術
大
学
に
入
学
し
て
か
ら
も
答
え
は
出

ず
、
悶
々
と
す
る
日
は
続
き
ま
し
た
。
し
か
し
一

年
後
期
の
体
育
の
授
業
で
、「
野
口
体
操
」
で
有
名

な
野
口
三
千
三
先
生
に
出
会
い
、
世
界
が
一
変
し

た
の
で
す
。
最
初
の
授
業
で
、先
生
は
黒
板
に
「
自

分
」
と
縦
に
書
き
、
何
と
読
む
か
を
問
い
ま
し
た
。

学
生
た
ち
が
「
じ
ぶ
ん
」
と
答
え
る
と
、
先
生
は

「
然
」
と
「
身
」
を
そ
れ
ぞ
れ
横
に
書
き
加
え
、「『
自

分
』
と
書
い
て
、『
自
然
』
の
『
分
身
』
と
読
み
ま
す
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
瞬
間
、
目
の
前
の
霧

が
一
気
に
晴
れ
て
、
救
わ
れ
た
気
に
な
り
ま
し
た
。

ず
っ
と
自
分
自
身
は
「
０ゼ
ロ

」
だ
と
思
い
込
ん
で
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い
た
け
れ
ど
、
生
ま
れ
た
と
き
、
す
で
に
「
１
」

な
ん
だ
と
教
え
て
も
ら
っ
た
気
が
し
ま
し
た
。

ず
っ
と
己
の
存
在
意
義
の
よ
う
な
も
の
を
探
し
て

い
た
け
ど
、も
う
す
で
に
あ
る
。
ど
こ
か
ら
ス
タ
ー

ト
す
れ
ば
真
に
自
分
ら
し
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
悩

ん
で
い
た
け
れ
ど
、
も
う
始
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。

０
か
ら
始
ま
る
と
思
え
ば
帰
る
場
所
も
な
く
、

こ
ん
な
に
心
許
な
い
も
の
は
な
い
け
れ
ど
、
自
分

は
も
う
己
の
中
に
「
自
然
」
を
備
え
も
っ
て
い
る

の
で
す
。
世
界
中
ど
こ
に
行
っ
て
も
、
誰
に
対
し

て
も
重
力
は
公
平
に
働
い
て
下
に
落
ち
る
。
自
分

の
中
に
自
然
と
い
う
物
差
し
が
あ
る
の
だ
か
ら
、

そ
の
物
差
し
を
使
っ
て
好
き
な
と
こ
ろ
に
行
け
ば

い
い
し
、
自
分
に
照
ら
し
て
自
分
の
感
覚
で
判
断

し
て
い
け
ば
い
い
。
こ
ん
な
自
分
も
音
楽
を
作
り

楽
し
む
権
利
が
あ
る
と
言
っ
て
も
ら
え
た
気
が
し

て
、
非
常
に
安
心
し
た
の
で
す
。

０
か
ら
始
ま
る
の
か
、
１
か
ら
始
ま
る
の
か

あ
ら
ゆ
る
分
野
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
、
０
と
１

の
ど
ち
ら
を
ス
タ
ー
ト
地
点
と
捉
え
る
か
は
非
常

に
大
き
な
問
題
で
す
。
音
楽
は
０
か
ら
で
は
な
く
、

１
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
音
楽
は
第
一
楽
章
の
第
一

小
節
め
の
一
拍
め
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
０

拍
め
と
い
う
の
は
な
い
の
で
す
。

音
程
に
お
い
て
も
オ
ク
タ
ー
ブ
は
８
度
と
い

い
、
同
じ
「
ド
」
と
「
ド
」
は
１
度
。
隣
同
士
の

「
ド
」と「
レ
」は
２
度
な
の
で
す
。
中
学
生
の
と
き
、

楽
典
で
最
初
に
こ
れ
を
聞
い
た
と
き
は
違
和
感
が

あ
り
ま
し
た
。
数
学
で
は
同
じ
座
標
軸
の
同
じ
点

に
い
る
な
ら
０
の
は
ず
で
す
。な
ら
ば「
ド
」と「
レ
」

は
１
度
に
な
る
は
ず
だ
と
中
学
生
の
僕
は
思
っ
た

わ
け
で
す
。
ど
ち
ら
が
自
然
に
思
え
る
か
は
分
野

に
よ
っ
て
違
う
と
思
い
ま
す
が
、
音
楽
で
は
、
同

じ
音
は
１
度
、
出
発
点
は
「
１
」
な
ん
で
す
ね
。

そ
こ
に
何
ら
か
の
主
体
性
が
あ
る
も
の
は
「
１
」

な
の
で
す
。
し
か
し
主
体
的
で
な
い
も
の
、
単
に

数
字
上
の
概
念
だ
け
の
も
の
は
０
な
の
で
す
。
そ

も
そ
も
数
学
に
根
本
的
な
認
識
違
い
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
０
と
１
の
認
識
だ
と
思
え
る
の
で
す
。

高
度
な
科
学
ま
で
に
発
展
し
た
数
学
も
結
構
だ

け
ど
、
そ
こ
に
は
命
が
足
り
て
い
な
い
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。
そ
こ
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
、
気
持

ち
と
か
主
観
的
な
も
の
は
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
に
、
今
の
社
会
の
根
本
的
な
問
題
が
あ

る
と
思
わ
れ
ま
す
。

原
発
事
故
の
よ
う
な
社
会
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
す
不
祥
事
が
起
き
た
と
き
、
昔
は
「
反
省
し
ま

し
た
、
１
か
ら
出
直
し
ま
す
」
と
謝
罪
し
て
い
ま

し
た
が
、
最
近
は
「
０
か
ら
や
り
直
し
ま
す
」
と

言
っ
て
い
る
の
を
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。「
１
か
ら
や
り
直
し
ま
す
」な
ら
、ち
ゃ

ん
と
主
人
公
が
い
て
、
あ
れ
こ
れ
自
問
自
答
や
反

省
し
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
「
０
か

ら
や
り
直
し
ま
す
」
だ
と
、
そ
こ
に
は
主
人
公
も
、

や
り
直
す
と
言
っ
て
い
る
本
人
す
ら
も
い
な
い
。

多
分
、
よ
り
丁
寧
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
か
ら
「
０

か
ら
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
よ
り
虚

ろ
で
何
も
な
い
の
で
す
。確
か
に
仕
事
を
全
部
失
っ

た
の
だ
か
ら
０
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
生
き

て
い
る
の
だ
か
ら
、や
は
り
「
１
か
ら
」
で
す
よ
ね
。

自
分
が
０
か
ら
全
て
始
め
た
と
思
う
の
は
お
ご
り

の
問
題
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
考
え
方
が
直
ら
な
い
限
り
、
ま
た
同
じ
不
祥

事
を
起
こ
す
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
す
。

我
々
が
も
う
一
段
階
上
の
世
界
に
行
く
た
め
に

は
、
こ
れ
は
決
し
て
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
い
け
な

い
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

教
育
現
場
に
願
う
こ
と

僕
は
教
育
に
関
し
て
は
門
外
漢
で
す
が
、
客
観

的
に
見
て
い
て
感
じ
る
の
は
、
文
科
省
の
か
た
や

教
育
長
な
ど
、
教
育
に
携
わ
る
人
た
ち
が
よ
か
れ

と
思
っ
て「
こ
う
し
よ
う
」と
着
想
し
た
時
点
で
は
、

全
て
が
正
し
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
上
意

下
達
方
式
で
現
場
に
降
り
て
く
る
過
程
で
、
オ
セ

ロ
の
色
が
い
つ
の
間
に
か
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
が

よ
く
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
逆
に
現
場

の
先
生
や
生
徒
側
か
ら
発
信
し
て
、
上
に
上
が
っ

て
い
く
場
合
で
も
同
じ
。
し
か
し
お
酒
の
入
っ
た

盃
を
一
滴
も
こ
ぼ
さ
な
い
よ
う
リ
レ
ー
し
て
運
ん

で
い
く
の
は
無
理
な
話
で
す
か
ら
、
受
け
取
る
ま

で
の
時
点
で
逆
転
現
象
が
起
こ
っ
た
り
、
鮮
度
が

落
ち
て
し
ま
っ
た
り
す
る
の
は
仕
方
な
い
と
思
い

ま
す
。
大
事
な
の
は
、
各
所
で
受
け
取
る
側
の
自

由
が
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

教
育
に
お
い
て
は
儲
け
主
義
に
走
る
べ
き
で
は

な
い
と
い
う
の
も
、
政
治
家
や
役
人
な
ど
多
く
の

人
に
い
ま
一
度
徹
底
し
て
い
た
だ
き
た
い
考
え
で

す
。か

つ
て
大
阪
市
は
教
育
委
員
会
の
所
轄
と
し
て
、

大
阪
市
音
楽
団
と
い
う
歴
史
あ
る
交
響
吹
奏
楽
団

を
直
営
し
て
い
ま
し
た
。
僕
は
2
0
1
0
年
か
ら

ア
ー
テ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
し
て

関
わ
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
大
阪
市
の
方
針
で
、

団
の
維
持
費
が
年
４
億
円
か
か
る
と
い
う
理
由
か

ら
編
成
人
員
の
見
直
し
が
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の

と
き
当
時
の
市
長
か
ら
言
わ
れ
た
の
は
、「
あ
な
た

が
た
が
一
流
で
あ
る
な
ら
、
一
本
立
ち
し
て
普
通

に
儲
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う
」
と
い
う
言
葉
。

い
ま
は
全
て
を
商
売
に
つ
な
げ
て
、
儲
か
る
か

儲
か
ら
な
い
か
で
良
し
あ
し
の
判
断
を
し
が
ち
で
、

教
育
界
に
も
そ
の
波
が
押
し
寄
せ
て
き
て
い
ま
す
。

私
立
の
芸
術
大
学
は
ど
ん
ど
ん
門
戸
を
広
げ
、ジ
ャ

ズ
・
ポ
ッ
プ
ス
科
は
も
ち
ろ
ん
、
よ
り
多
く
の
生

徒
を
呼
び
込
む
た
め
に
声
優
科
を
設
け
る
大
学
も

増
え
て
き
ま
し
た
。
さ
す
が
に
公
立
の
小
学
校
に

は
ま
だ
被
害
が
及
ん
で
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、

教
育
現
場
そ
の
も
の
が
「
儲
か
っ
て
い
る
も
の
が

尊
い
も
の
だ
」
と
い
う
方
向
に
舵
を
切
り
が
ち
で

あ
る
と
感
じ
ま
す
。
教
育
と
経
済
は
同
じ
土
俵
で

は
語
れ
な
い
の
で
、
切
り
離
し
て
考
え
て
ほ
し
い

も
の
で
す
。
も
っ
と
皆
さ
ん
で
雄
弁
に
議
論
し
た

り
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
語
り
合
っ
た
り
し
て
、
目

先
の
利
益
に
飛
び
つ
き
が
ち
な
少
々
さ
も
し
い
今

の
状
況
に
何
と
か
歯
向
か
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

大
阪
市
音
楽
団
は
2
0
1
4
年
に
民
営
化
さ
れ
、

僕
も
そ
れ
に
と
も
な
い
音
楽
監
督
に
就
任
し
ま
し

た
。
そ
の
後
はO

saka Shion W
ind O

rchestra

と
改
名
し
、
現
在
に
ま
で
至
り
ま
す
。

音
楽
の
世
界
で
は
「
売
れ
る
こ
と
が
最
大
の
勲

章
、
売
れ
る
音
楽
が
最
も
よ
い
音
楽
」
と
言
わ
れ

れ
ば
ぐ
う
の
音
が
出
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、

芸
術
の
価
値
は
そ
れ
だ
け
で
は
計
れ
な
い
は
ず
だ

と
抵
抗
す
る
自
分
も
い
て
。
い
つ
も
芸
術
性
と
実
利

と
い
う
両
極
の
価
値
観
の
狭
間
に
立
っ
て
、
す
ご
く

登
り
に
く
い
と
こ
ろ
を
登
っ
て
き
た
気
が
し
ま
す
。

中
学
生
の
頃
か
ら
舞
台
の
台
本
を
読
む
と
自
然

と
音
楽
が
聞
こ
え
て
く
る
た
ち
で
、
舞
台
音
楽
な

ど
作
曲
す
る
際
は
割
と
迷
い
が
な
い
の
で
す
が
、

全
く
の
新
曲
を
自
分
で
自
由
に
書
く
仕
事
は
ず
っ

と
苦
手
で
し
た
。「
バ
レ
エ
の
た
め
の
音
楽
」
と
い

う
風
に
、
ど
う
し
て
も
己
で
手
枷
足
枷
を
作
ら
な

い
と
書
き
始
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
今
で
こ

そ
ど
う
批
評
さ
れ
て
も
構
わ
な
い
と
割
り
切
っ
て
、

自
分
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
音
楽
を
発
表
す
る
の
も

さ
ほ
ど
怖
く
は
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
作
曲
家
と

し
て
は
長
い
間
そ
こ
が
最
大
の
壁
で
し
た
。

や
は
り
自
分
の
中
で
売
れ
る
こ
と
と
芸
術
性
と

い
う
相
反
す
る
目
的
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
常
に
ス

テ
レ
オ
の
よ
う
に
響
い
て
い
た
の
が
原
因
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
う
し
た
価
値
観
が
せ
め

ぎ
合
う
境
遇
に
置
か
れ
が
ち
な
の
も
、
自
分
な
り

の
お
役
目
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

壁
と
言
え
ば
僕
の
場
合
は
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、

父
親
と
い
う
巨
大
な
壁
が
そ
び
え
立
っ
て
い
ま
し

た
か
ら
ね
。
ど
こ
も
か
し
こ
も
見
渡
す
限
り
壁
だ

ら
け
だ
っ
た
け
れ
ど
、
登
っ
て
い
る
と
そ
れ
な
り

に
楽
し
い
の
で
、
気
が
つ
け
ば
こ
こ
ま
で
や
っ
て

き
た
、
そ
ん
な
気
が
す
る
の
で
す
。
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「
国
語
力
」「
読
解
力
」
の
低
下
が
言

わ
れ
て
久
し
い
が
、
こ
の
言
説
の
具
体

的
内
実
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

少
な
く
と
も
教
員
は
、
た
ん
な
る
総
体

的
な
数
値
や
こ
ろ
こ
ろ
変
わ
る
教
育
政

策
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
分

の
目
の
前
の
生
徒
た
ち
を
定
点
観
測
し

て
、
そ
こ
で
感
じ
る
こ
と
の
方
を
大
事

に
す
べ
き
だ
と
私
は
思
う
。

例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
読
解
力
」
に

関
す
る
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
シ
ョ
ッ
ク
」
は

意
味
あ
る
驚
き
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

２
０
０
０
年
の
第
一
回
調
査
の
８
位
か

ら
第
二
回
の
14
位
へ
の
転
落
が
こ
の
言

知っておきたい教育NOW❶

で
あ
り
、
そ
の
最
た
る
も
の
は
間
違
い

な
く
Ｓ
Ｎ
Ｓ
だ
。
彼
ら
は
毎
日
大
量
の

活
字
を
受
信
／
発
信
し
て
い
る
。
し
か

し
、こ
の
変
化
は
読
み
書
き
の
能
力
を
む

し
ろ
低
下
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
実
感

を
も
た
れ
る
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
こ
と
ば
に
は
、
断
片
的

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
偏
向
し
が
ち
と
い

う
特
性
が
あ
る
。
短
文
で
の
即
座
の
反

応
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、

じ
っ
く
り
物
事
の
つ
な
が
り
を
考
え
る

習
慣
が
育
た
な
い
。
そ
し
て
趣
味
や
意

見
の
合
う
人
を
す
ぐ
に
見
つ
け
出
せ
る

代
わ
り
に
、
異
な
る
意
見
の
人
間
を
無

視
、
排
除
す
る
こ
と
で
、
自
分
に
都
合

の
よ
い
こ
と
ば
し
か
入
っ
て
こ
な
く
な

る
。
特
定
の
意
見
だ
け
が
強
化
さ
れ
る
、

い
わ
ゆ
る
エ
コ
ー
チ
ェ
ン
バ
ー
現
象
が

生
じ
る
。

コ
ス
パ
、
タ
イ
パ
を
重
視
す
る
傾
向

が
ま
す
ま
す
こ
う
し
た
現
象
に
拍
車
を

か
け
る
な
か
、
国
語
教
育
の
目
標
と
す

べ
き
は
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
数
多

く
正
答
を
出
す
効
率
性
で
は
な
く
、
む

し
ろ
じ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
論
理
的

に
も
の
を
考
え
、
ま
た
意
見
の
異
な
る

他
者
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
生
徒
の
国
語
力
に
、

断
片
化
、
偏
向
と
い
う
負
の
影

響
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

・
他
者
理
解
の
た
め
に
は
、
た
ん

な
る
「
共
感
」
を
越
え
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
文
学
作
品
等
を
通

じ
て
、
一
見
理
解
不
能
な
他
者

の
言
動
の
裏
に
あ
る
意
図
を
論

理
的
に
探
る
訓
練
が
重
要
。

・
生
徒
が
授
業
の
前
に
自
分
で
考

え
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
指
針
を
示
す
こ
と
が
大
切
。

ポ
イ
ン
ト

明治大学教授　

伊藤　氏貴

Ｓ
Ｎ
Ｓ
時
代
の
こ
と
ば
の

守
り
方

葉
の
は
じ
ま
り
だ
が
、
そ
の
後
、
15
位
、

８
位
、
４
位
と
盛
り
返
し
、
２
０
１
５

年
に
は
再
び
８
位
、
つ
づ
い
て
15
位
と

低
下
し
た
。

こ
の
乱
高
下
の
原
因
も
明
確
に
は

突
き
止
め
ら
れ
な
い
ま
ま
、
最
新
の

２
０
２
２
年
の
調
査
で
は
い
き
な
り
３

位
へ
と
躍
進
、「
読
解
力
が
急
回
復
」
な

ど
と
見
出
し
を
打
っ
た
新
聞
も
出
た
。

し
か
し
、
今
回
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
も
あ
っ

て
前
回
首
位
の
地
域
は
参
加
せ
ず
、
ま

た
点
数
は
８
位
だ
っ
た
第
一
回
よ
り
も

下
が
っ
て
い
る
。
順
位
だ
け
で
一
喜
一

憂
す
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
「
読
解
力
」

の
欠
如
を
意
味
す
る
。

国
際
的
な
順
位
な
ど
よ
り
重
要
な
の

は
、
子
ど
も
た
ち
の
言
語
環
境
の
変
化

Ｓ
Ｎ
Ｓ
時
代
に
求
め
ら
れ
る

「
国
語
力
」
と
は



じ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て
論
理
的

に
考
え
、
他
者
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
を

目
標
に
し
た
と
き
、
例
え
ば
、
一
読
し

て
感
動
に
浸
れ
る
作
品
は
、
実
は
教
科

書
に
は
向
い
て
い
な
い
。
気
を
つ
け
る

べ
き
は
「
共
感
」
で
あ
る
。

す
ぐ
に
共
感
で
き
る
こ
と
を
求
め
る

の
が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
こ
と
ば
の
特
徴
だ
。

そ
う
し
た
こ
と
ば
は
、
脊
髄
反
射
的
な

共
感
＝
「
い
い
ね
」
を
通
じ
て
一
気
に

拡
散
す
る
こ
と
を
目
ざ
す
。
と
き
に
失

敗
し
て
、
炎
上
と
い
う
か
た
ち
で
も
拡

散
す
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
は

瞬
間
的
な
「
共
感
／
反
感
」
の
二
分
法

で
物
事
が
処
理
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
。

教
室
や
教
科
書
の
こ
と
ば
が
そ
の
よ
う

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

例
え
ば
仮
に
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
の
結

末
が
ど
れ
ほ
ど
感
動
的
だ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
教
材

と
し
て
と
り
あ
げ
る
意
味
は
な
い
。
む

し
ろ
熱
い
友
情
と
見
え
る
も
の
の
中
に

も
疑
念
や
諦
念
が
混
じ
る
現
実
に
気
づ

き
、
最
後
に
王
を
簡
単
に
許
し
て
し
ま

う
メ
ロ
ス
の
単
純
さ
を
疑
い
、
さ
ら
に

は
自
分
を
感
動
さ
せ
た
作
者
の
叙
述
法

に
思
い
を
い
た
す
と
こ
ろ
ま
で
い
か
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

太
宰
が
作
中
で
語
り
の
視
点
の
位
置

を
変
え
た
の
は
な
ぜ
だ
っ
た
の
か
。
こ

う
し
た
こ
と
を
考
え
る
こ
と
で
、
自
分

た
ち
の
周
り
に
あ
る
全
て
の
言
説
に
は

語
り
手
が
存
在
し
、
と
い
う
こ
と
は
そ

こ
に
は
語
る
意
図
と
い
う
も
の
が
存
在

す
る
こ
と
に
気
づ
く
。

米
国
防
総
省
に
は
「
物

ナ
ラ
テ
ィ
ブ語」

を
戦
略
と

し
て
研
究
す
る
部
署
が
あ
る
そ
う
だ
。
コ

マ
ー
シ
ャ
ル
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
報
道

も
完
全
に
公
正
中
立
と
い
う
こ
と
は
あ
り

え
ず
、必
ず
な
ん
ら
か
の
「
意
図
」
を
も
っ

た
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
を
通
じ
て
共
感
を
誘
お
う

と
し
て
い
る
。
小
説
の
「
語

ナ
ラ
テ
ィ
ブり」

に
つ
い

て
深
く
学
ぶ
こ
と
は
、た
ん
な
る
「
共
感
」

を
越
え
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
手
続
き

を
経
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
を
論
理
的
に

考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

だ
か
ら
例
え
ば
、
教
科
書
を
指
し
て

「
今
ど
き
の
若
者
が
共
感
で
き
る
作
品
が

少
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
批
判
は
、
的

を
外
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
内
の
自
分
の

居
心
地
の
い
い
言
語
空
間
に
閉
じ
籠
る

の
で
な
く
、
多
様
性
を
認
め
つ
つ
世
界

を
広
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
共
感
で
き

な
い
他
者
を
ど
う
や
っ
て
論
理
的
に
理

解
す
る
か
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

文
学
作
品
を
通
じ
て
、
一
見
理
解
し

が
た
い
他
者
の
言
動
に
も
、
実
は
論
理

が
内
在
し
て
い
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が

そ
の
助
け
に
な
る
。
あ
る
い
は
、評
論
は
、

す
ぐ
に
は
納
得
し
が
た
い
結
論
を
も
っ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
評
論
と
は
、
論

理
を
通
じ
て
読
者
を
説
得
す
る
文
章
の

こ
と
で
、
た
ん
な
る
説
明
文
で
は
な
い
。

そ
の
説
得
の
論
理
を
辿
る
こ
と
で
、
他

者
理
解
が
可
能
に
な
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
生
徒
自
身
が
こ
こ

に
時
間
を
か
け
て
、
自
ら
共
感
で
き
な

い
相
手
に
橋
を
架
け
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
著
者
の
言
い
た
い
こ

と
を
教
師
が
い
き
な
り
説
明
し
て
は
な

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
自
身
の
予
備
校
講
師
時
代
の
経
験

で
言
え
ば
、
記
述
問
題
の
添
削
を
一
人

一
人
し
て
い
た
が
、
基
本
的
に
は
授
業

の
一
週
前
ま
で
し
か
受
け
付
け
な
か
っ

た
。
授
業
で
は
当
然
、
解
答
も
、
そ
れ

に
至
る
道
筋
も
説
明
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
を
聞
い
て
し
ま
っ
た
あ
と
の
添
削

に
は
あ
ま
り
効
果
が
な
い
。
生
徒
が
自

分
で
直
す
に
し
て
も
、
聞
い
た
こ
と
を

整
理
す
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

う
で
は
な
く
、
自
分
で
ま
ず
解
答
し
、

そ
れ
に
最
低
限
の
コ
メ
ン
ト
を
も
ら
っ

て
、
自
分
で
再
考
す
る
、
こ
の
過
程
で

こ
そ
、
理
解
を
深
め
る
力
が
養
わ
れ
る
。

授
業
も
、
全
員
で
本
文
を
読
み
、
と

い
う
と
こ
ろ
か
ら
で
は
ど
う
し
て
も
生

徒
自
身
が
考
え
る
時
間
が
足
り
な
い
の

で
は
な
い
か
。
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
も
い

い
が
、
な
お
さ
ら
時
間
が
必
要
に
な
る
。

授
業
で
本
文
を
は
じ
め
て
読
む
の
で
は

な
く
、
あ
ら
か
じ
め
読
ん
で
お
い
て
も

ら
う
、
少
し
は
考
え
て
お
い
て
も
ら
う

の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

だ
が
、
そ
う
言
わ
れ
て
も
、
生
徒
と
し

て
は
何
を
考
え
れ
ば
い
い
の
か
途
方
に
暮

れ
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
、一
つ
二
つ
、

指
針
を
与
え
て
お
い
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

再
び
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
を
例
に
と
れ
ば
、

「
語
り
手
が
変
化
す
る
の
で
、
誰
が
語
っ

て
い
る
の
か
に
注
意
し
な
が
ら
読
ん
で
お

い
て
」
な
ど
と
。
授
業
で
は
、
こ
の
変
化

を
確
認
し
、
そ
れ
が
何
の
た
め
だ
っ
た
の

か
、
読
者
に
ど
ん
な
影
響
を
も
た
ら
す
の

か
を
話
し
合
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
S
N
S
に
浸
る
生

徒
た
ち
の
こ
と
ば
を
守
る
た
め
に
大
事

な
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
生
徒
に
考
え
る

時
間
を
十
分
に
与
え
る
こ
と
だ
。
瞬
発

力
は
各
自
生
活
の
中
で
つ
け
て
も
ら
い
、

授
業
で
は
熟
考
を
重
視
し
た
い
。

「
共
感
」を
越
え
て

教
え
る
前
に
考
え
さ
せ
る



教育出版 Educo No.64 67 教育出版 Educo No.64

知っておきたい教育NOW❷

日
本
の
公
教
育
の
強
み
は
、
ࢉ
数
を
ؚ

め
た
基
ૅ
教
育
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
こ

と
で
す
。
国
際
ൺ
ֱ
で
見
て
も
日
本
は
小

中
高
大
と
全
校
छ
に
わ
た
っ
て
学
力
が
高

く
、
༏
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
ٞ
論
を
し

た
り
意
見
を
औ
り
ま
と
め
た
り
す
る
こ
と

に
は
あ
ま
り
時
間
を
ׂ
か
な
い
の
で
、
ऑ

い
と
は
前
ʑ
か
ら
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

国
際
ࣾ
ձ
で
日
本
の
地
位
が
低
下
し
て

い
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
異
な
る
意
見
を

も
つ
人
ʑ
を
調
整
力
や
ަ
ব
力
を
ۦ

し

て
ま
と
め
上
げ
、
存
在
感
を
発
ش
す
る
ػ

ձ
は
確
か
に
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
い
っ
た
能
力
を
৳
ば
す
た
め
に
、

学
校
教
育
に
お
い
て
は
単
に
˓
×
問
題
で

高
得
点
を
औ
れ
ば
よ
い
と
す
る
の
で
は
な

く
、
子
ど
も
自
身
が
時
間
を
か
け
て
考
え

る
ػ
ձ
を
与
え
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
さ

ら
に
、
そ
の
考
え
を
ද
明
で
き
る

を
૿

や
し
て
い
く
こ
と
も
大
事
で
す
ね
。

正
解
が
な
い
問
題
で
あ
っ
て
も
、
子
ど

も
が
気
後
れ
す
る
こ
と
な
く
自
分
の
意
見

や
考
え
を
ද
明
で
き
る

が
あ
る
こ
と
が

大
事
で
す
。
自
分
で
文
章
を
考
え
て
書
く

こ
と
も
こ
れ
と
つ
な
が
り
ま
す
。
上
手
な

文
章
で
な
く
て
よ
い
の
で
、
自
分
の
考
え

を
ま
と
め
て
発
ද
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。自

分
で
考
え
る
ػ
ձ
が
な
い
の
が
今
の

教
育
の
問
題
な
の
で
、
指
ಋ
す
る
ઌ
生
が

た
は
大
変
で
す
が
、
今
後
は
そ
う
い
う


が
で
き
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

い
ま
は
S
%
(
T
が
学
校
教
育
に
も
औ

り
入
れ
ら
れ
て
、
大
変
よ
い
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
こ
の
S
%
(
T
の
༗
効
性
を
測

定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
私
は
「
新
国

指

標
」
と
い
う
֓
念
を
ఏ
এ
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
(
%
1
を
ิ
ర
す
る
考
え
と
し
て

༗
༻
で
す
。

(
%
1
は
国
の
目
標
の
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
年
の
ফ
අ
と

ࢿ
に


っ
た
お
ۚ
の
総
ֹ
に
す
͗
な
い
の
で
、

こ
れ
を
ࣾ
ձ
の
Ձ
値
と
し
て
し
ま
う
と
、

本
࣭
を
見
ޡ
る
ڪ
れ
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
戦
૪
で
ொ
が
ഁ
յ
さ
れ
た
ら
、
こ

れ
ま
で

ࢿ
し
て
作
っ
た
も
の
が
յ
れ
て
い

る
か
ら
、
１
回
マ
イ
ナ
ス
に
し
て
ܭ
ࢉ
し
な

い
と
ࣾ
ձ
の
๛
か
さ
に
つ
な
が
ら
な
い
の

に
、
単
純
に
ݐ
ઃ
ձ
ࣾ
の
ࣾ
員
の
ऩ
入
が
上

が
れ
ば
(
%
1
上
は
プ
ラ
ス
に
な
り
ま
す
。

ಉ
様
に
、
ප
Ӄ
は
人
を
ٹ
う
Ձ
値
が
あ
る
は

ず
な
の
に
、
ࡂ

や
戦
૪
で
人
が
ෛ
ই
し
た

こ
と
を
マ
イ
ナ
ス
と
ܭ
ࢉ
せ
ず
、
ױ
者
が
૿

え
て
ҩ
者
の
ऩ
入
が
૿
え
れ
ば
(
%
1
上

は
プ
ラ
ス
に
な
り
ま
す
。
自
然
環
境
も
ಉ
じ

で
、
生
物
多
様
性
の
環
境
が
ѱ
く
な
れ
ば
地

域
の
自
然
の
Ձ
値
は
下
が
っ
て
い
る
の
に
、

自
然
ഁ
յ
し
て
エ
ω
ル
Ϊ
ー
ձ
ࣾ
が
得
を
す

る
都
ࢢ
։
発
を
す
る
こ
と
で
(
%
1
が
૿

九州大学主幹教授

馬
ㆾ

奈
ㆪ

木
ㆍ

　俊介

①
日
本
は
基
礎
教
育
が
し
っ
か
り
し

て
お
り
全
体
的
に
学
力
が
高
い

が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
は
子
ど

も
が
時
間
を
か
け
て
考
え
、
意
見

を
表
明
で
き
る
場
を
設
け
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

②
(
%
1
の
み
で
国
の
豊
か
さ
を
測

ろ
う
す
る
と
本
質
を
見
誤
る
恐
れ

が
あ
る
の
で
、
(
%
1
を
補
填
し
、

4
%
(
T
の
有
効
性
を
測
定
す
る

概
念
と
し
て
、「
新
国
富
指
標
」

が
有
用
で
あ
る
。

③
4
%
(
T
の
各
目
標
を
現
実
の
社

会
問
題
と
つ
な
げ
て
考
え
ら
れ
る

よ
う
、
教
育
現
場
は
生
徒
を
導
い

て
い
き
た
い
。
子
ど
も
た
ち
が
学

校
で
学
ん
だ
知
識
が
つ
な
が
り
あ

い
、
広
が
っ
て
い
く
こ
と
が
理
想

で
あ
る
。

ポ
イ
ン
ト S

D
G
s
教
育
で

「
つ
な
げ
る
・
組
み
立
て
る
・

ま
と
め
る
」力
を
養
う
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え
た
り
す
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
実
࣭
的
に
は
マ
イ
ナ
ス
で

も
(
%
1
は
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
が
あ
る

の
で
、
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
྆
方
の
ト
ー
タ

ル
で
考
ྀ
す
る
指
標
を
新
国

指
標
と
ݺ
ん

で
、世
界
中
に
広
め
る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

Ξ
メ
Ϧ
Χ
ɾ
中
国
ɾ
イ
Ϊ
Ϧ
ス
ɾ
Χ
ナ

μ
は
ੵ
ۃ
的
な
ಋ
入
を
ݕ
౼
し
て
い
ま
す
。

学
校
教
育
に
浸
ಁ
す
る
に
は
ま
だ
時
間
が

か
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
教
育
も
݈

߁
も
ࣾ
ձ
イ
ン
ϑ
ラ
も
自
然
環
境
も
実
は

ಉ
じ
࣠
で
評
Ձ
で
き
る
と
い
う
本
࣭
は
理

解
さ
れ
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
ͧ
れ
が
相
ର

的
に
大
事
な
の
で
、
そ
れ
ら
全
部
を
見
す

え
つ
つ
、
何
に
注
力
し
た
ら
よ
い
か
を
考

え
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

S
%
(T
は
学
校
の
教
科
書
に
も
औ

り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
教
科
書
か
ら
発

ల
し
て
具
体
的
な
ࣾ
ձ
問
題
に
つ
い
て
考

え
、
調
べ
る

が
も
っ
と
あ
る
と
よ
い
と

考
え
ま
す
。
現
実
の
ࣾ
ձ
問
題
に
ର
し
て
、

S
%
(
T
は
あ
ま
り
関

な
い
と
言
う
人

も
い
ま
す
。
S
%
(
T
は
ۃ

に
言
え
ば

単
純
な
目
標
の
ཏ
ྻ
な
の
で
、
具
体
的
な

問
題
と
結
び
つ
け
る
の
は

し
い
。
実
際

の
ࣾ
ձ
問
題
と
ど
う
つ
な
が
る
か
、

૾

力
を
;
く
ら
ま
せ
て
考
え
る

が
必
要
で

す
。
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
す
ぐ
に
ω
ッ
ト

ධ
Ձ
は
ॏ
ཁ
Ͱ
は
ͳ
͍
ỏ

ࣗ

Ͱ
考
え
る
͜
と
͕
େ
ࣄ

で
ݕ
ࡧ
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
で
考
え

て
自
分
な
り
の
意
見
を
も
つ
こ
と
が
大
事

で
す
。
そ
れ
に
は
前
ఏ
と
な
る

ࣝ
が
必

要
な
の
で
、
小
中
学
生
に
教
え
る
際
は



が
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ࣾ
ձ
で
ى
こ
っ
て
い
る
現
実
的
な
問
題

を
自
分
事
に
Ϧ
ン
ク
し
て
ଊ
え
た
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
を
࿈

さ
せ
て
考
え
た

り
、
何
か
と
何
か
を
「
つ
な
ぐ
」
の
は

す
͝
く
よ
い
こ
と
で
す
。
そ
う
い
っ
た



力
を
養
う
ト
Ϩ
ー
χ
ン
グ
と
し
て
、

S
%
(
T
は
大
い
に

え
る
と
思
い
ま
す
。

私
は
大
学
で
教
え
る
と
き
に
毎
回
՝
題

を
た
く
さ
ん
出
す
の
で
す
が
、
そ
れ
は
評

Ձ
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
考
え
て

ද
明
す
る

を
学
生
に
与
え
る
こ
と
が
目

的
で
す
。
ਅ

に
՝
題
に
औ
り

み
、
Ξ


ト
プ
ッ
ト
し
た
も
の
を
ఏ
出
す
る
ߦ
ҝ

を
何

も
܁
り
返
し
た
学
生
と
、
評
Ձ
に

関

な
い
か
ら
と
ద
当
に
手
を
ൈ
い
た
学

生
と
で
は
、

年
後
に
は
大
き
な
ࠩ
が
出

ま
す
。
ਅ

に
や
っ
た
学
生
は
や
は
り
৳

び
ま
す
。
ผ
に
私
の
ઐ

分

に
関

な

く
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
औ
り

ん

で
自
分
の
能
力
を
ఈ
上
げ
す
る
力
が
育
つ

の
で
す
。
与
え
ら
れ
た
՝
題
に
つ
い
て
ど

う
調
べ
る
か
、
何
を
考
え
る
か
を
学
生
た

ち
は
何

も
࿅
習
し
ま
す
。
そ
う
い
う
࿅

習
を
何
回
も
ੵ
み
重
ね
る
の
が
大
事
で
、

正
し
い
答
え
は
重
要
で
な
い
の
で
す
。
小

中
学
校
で
そ
れ
を
実
ࢪ
す
る
の
は
大
変
な

の
は
わ
か
り
ま
す
が
、
自
分
で
調
べ
て
考

え
を
ま
と
め
て
書
く
と
い
う
作
業
を
܁
り

返
す
の
は
大
事
な
こ
と
な
の
で
、
可
能
な

限
り
ߦ
っ
た
方
が
よ
い
で
す
。

コ
ロ
ナ
Ւ
で
Թ
ઘ
֗
が
大
打
ܸ
を
受
け

た
と
き
、
ผ

ࢢ
と
ڠ
ಇ
で
、
Թ
ઘ
効
果

の
実
ূ
調
査
を
ߦ
い
ま
し
た
。
Թ
ઘ
は
体

に
よ
い
と
ੲ
か
ら
言
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
科
学
的
な
ݕ
ূ
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
の
で
、
言
い

え
の
域
を
出
な
か
っ
た

の
で
す
。
調
査
の
結
果
、
Թ
ઘ
に
入
る
こ

と
で

内
ࡉ
ە
が
૿
え
る
と
わ
か
り
、
体

に
よ
い
こ
と
が
実
ূ
さ
れ
ま
し
た
。


内
ࡉ
ە
は
ҩ
学
の
ൣ
ᙝ
で
す
が
、
私

は

学
部
で
ઐ

が
ま
ち
作
り
で
も
あ

り
、
今
回
の
ผ

ࢢ
と
の
ڠ
ಇ
は
さ
ま
ざ

ま
な
分

が
࿈

す
る
事
例
と
い
え
ま

す
。
ผ

Թ
ઘ
の
Ձ
値
を
上
げ
て
地
域
活

性
に
ߩ
ݙ
で
き
れ
ば
、
新
国

指
標
で
は

地
域
の
自
然
活
༻
と
い
う
意
味
で
自
然
指

標
に
な
り
ま
す
し
、
人
の
݈
߁
に
ߩ
ݙ
で

き
れ
ば
人
的
ࢿ
本
に
な
り
ま
す
。
Թ
ઘ
事

業
者
に
は

立
つ
し
、
経
ࡁ
界
の
人
は
お

も
し
ろ
い
と
広
め
て
く
れ
た
ら
う
れ
し
い

し
、
ࢢ
ຽ
も
参
加
し
て
ほ
し
い
し
、
ߦ
政

な
ど
公
的
な
人
た
ち
は
ど
う
ࢧ
ԉ
で
き
る

か
考
え
て
ほ
し
い
。
࣋
続
可
能
な
地
域
ࣾ

ձ
を
つ
く
る
た
め
、
大

の
人
が
関
与
し
、

ڠ
力
し
あ
っ
て
い
る
の
で
す
。

学
校
で
は
、
ෳ
数
の
物
事
が
ີ

に
つ

な
が
り
あ
い
、
影
響
を
ٴ
΅
し
合
う
事
例

と
し
て

հ
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

内

ࡉ
ە
と
い
う
ઐ

༻
語
は

れ
た
と
し
て

も
、
݈
߁
や
Թ
ઘ
効
果
と
い
う
ト
ϐ
ッ
ク

に
ऒ
か
れ
る
人
も
い
ま
す
し
、
入
ཋ
中
に

体
に
加
わ
る
ѹ
力
の
話
が
、
物
理
や
数
学

に
つ
な
が
っ
た
り
も
し
ま
す
。
そ
ん
な
;

う
に
学
校
教
育
の
な
か
で
考
え
る
き
っ
か

け
を
何
ݸ
も
与
え
て
あ
げ
て
、
何
か
ڵ
味

が
ऒ
か
れ
る
も
の
を
た
く
さ
ん
ಋ
き
出
す

ػ
ձ
に
な
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

何
か
ڵ
味
を
ऒ
く
も
の
を
一
つ
で
も
見

つ
け
ら
れ
れ
ば

ӡ
で
す
が
、
そ
れ
が
誰

か
に
ԡ
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
、
子
ど

も
は
い
ず
れ

き
て
ݏ
に
な
り
ま
す
。
で

も
自
分
で
考
え
て
物
事
を
つ
な
͗
あ
わ
せ
、

考
え
を
広
げ
て
い
っ
た
ら
、
ڵ
味
を
も
て

る
何
か
を
見
つ
け
だ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ෳ
数
の
物
事
や
人
ʑ
が
つ
な
が
る
事
例

が
世
の
中
に
૿
え
つ
つ
あ
る
こ
と
を
学
校
教

育
で
教
え
て
あ
げ
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

あ
ま
り
ઐ

的
に
な
ら
な
い
よ
う
、
な
る
べ

く
身
ۙ
で
小
さ
い
話
題
の
事
例
を

み
合
わ

せ
て
関
心
を
広
げ
て
い
く
、
そ
の
お
手
本
を

学
校
教
育
で
ࣔ
し
て
く
れ
る
な
ら
、
大
変
あ

り
が
た
い
と
ئ
っ
て
い
ま
す
。
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高校生とその保護者の悩みに寄り添う教室に
中学卒業後に不登校となった生徒（保護者）は、相談を受け止めてくれる場所もなく、一人で悩んでいること
が多い。高校２年生の段階で相談を受けた保護者には、現在の高校にこだわるのではなく、次のステップに進む
ためにどうしたらよいかを一緒に考えた。最終的に高校を中退、他へ編入学し、大学を受験することになった。
定期的に母親との面談を重ねるうちに、子どもとも志望校決定に向けて話ができるようになった。その子なりの
歩みで、自分自身の目標に向かって前に進めるような進路決定を促した。

かわせみ教室独自の活動を
夏休みのバーベキュー会
参加を希望する子どもがいるのかどうか心配したが、野
外活動センターにてバーベキュー会を実施した。食材・飲
み物等を分担して購入し出発する中で時間の経過とともに、
子どもどうしの会話が生まれてきた。と同時に、保護者の
間でもお互いに話し込む姿が見られるようになった。それ
ぞれがうまくかかわることができるのか心配していたが、
満面の笑顔の中で打ち消された。

校外学習　韮山研修へ
秋には校外学習で韮山研修を実施した。交通機関を利用して世界遺
産に登録されている韮山反射炉まで行ってきた。電車に乗り車窓から
の景色を楽しむ子、中学生のお姉さんとの話を楽しむ小学生、家に買
うお土産を楽しそうに探している姿など、集団で友だちが横に一緒に
いる中での姿だった。

保護者会の開催
バーベキュー会の取組後は、「また保護者どうしと話がしたい」とい
う強い要望があり、保護者会の開催へとつながった。保護者会では日々
の苦労や悩みを吐露し、お互いの話を共感し合える時間となった。また、
かわせみ教室での子どもたちの成長ぶりを確認できる場となった。
　　

かわせみ教室のこれから
本年度４月からは拠点となる場所が決定し、今まで以上に幅広く支
援に向き合うことができる。しかし原点を忘れず、フットワークよく
小回りが利く、きめの細かい支援で目の前の子どもたちや保護者と向
き合いたい。「かわせみ教室があったからこそ、わが子は本来の自分ら
しさを取り戻せた」と語ってくれた保護者の言葉のように、心が元気
になれる場所から、さらに「子どもたちが安心して次の一歩を踏み出
すことができるかわせみ教室」としていきたい。
また今後も、不登校児童生徒への支援に留まらず、その保護者が必
要とする相談場所や保護者会等の情報提供、さまざまな学びの場や居
場所につながることができるための支援等を充実させていきたい。
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子ども一人一人に寄り添う教室に
不登校になった理由や原因など、子ども一人一人がかかえている課題はさまざ
まである。その課題に向き合うためには、かわせみ教室が「ほっとできる場所」「笑
顔になれる場所」でなければならない。そのためには、通室を決して無理強いせ
ず、「待っているよ」「顔が見たいよ」という姿勢で子どもや保護者と接するよう
に努めた。しかし通室が定着するまでには、欠席を繰り返すことも何度かあった。
そのようなときほど、「待ってるよ」という言葉が大切であったと思う。その言葉
には子どもだけでなく、保護者も安心するのではないかと考える。
教室では、教科の学習や、カードゲーム、ものづくり、公園を散歩するなどさ
まざまな活動に取り組んでいる。そのいずれもが、その子の現段階で無理なく興
味をもって取り組める内容を選択した。その延長線上で登校をチャレンジする子
どもには、保護者と一緒に、放課後の誰もいない体育館でボール遊びやとび箱、
バドミントンを通して体を動かした。
かわせみ教室が３年めに入ると通室の子どもが 10 名から 22 名となり、支援に２名の職員で向き合っている。
その中で、子どもと一緒に登校し別室で過ごしたり、教室で授業を受けるということもあった。担任との密接な
連携と学校ぐるみの支援の、１年近くにわたる積み重ねにより、現在６年生の児童は週に４日間登校し、１日を

かわせみ教室で過ごすようになった。３年前の姿からは想像もできないほどの成長ぶりである。

進路に寄り添うかわせみ教室に
今年度は中学３年生が４名通室しており、それぞれの進路に寄り添うことも大きな課題であった。不登校になっ
た生徒の多くは、選択肢が少なく、行きたい学校というより、行ける学校を選び、それで安心してしまうケース
もある。かわせみ教室では、中学３年生になってからいくつかの高校を一緒に見学することで、自分に合った行
きたい高校を志望校として決定するようにしてきた。それにより、進路を自分自身の問題としてとらえ、自己の
進路に立ち向かっていく意識や意欲を高めることができた。志望校が決定してからは、受検に向け面接練習に４
人で取り組むことにした。それぞれの個人面接を見て、感想を言い合うことで、他者のよさを見取り、自分を見
つめることにつなげたいと考えた。４人で行う面接練習の光景からは、緊迫感と個々の真摯で真剣な姿に力強い
成長を感じた。

保護者の思い、苦しみ、悩みに寄り添う教室に
不登校の子どもを抱える保護者の悩みは、経験した者でなくては語れないほど辛く、苦しいものである。周囲
の子どもたちが元気に明るい笑顔で登校している姿を、自分の子どもの姿に重ねられないもどかしさが絶えず保
護者の胸中に去来している。保護者の言葉一つ一つを丸ごと受け止めながら話を伺っていると、目にするのは保
護者の涙である。そして、その涙の裏側には子どもの姿が見えてくる。子どもと向き合っていくうえで、日々子
どもの姿を見つめ思いを注いでいる保護者との連携は不可欠のものである。保護者の思い、苦しみ、涙に寄り添
う教室でありたいと思う。保護者の安心感は、そのまま子どもを見つめる強い力につながっていると考える。

清水町ならではの
　　　　　　かわせみ教室に
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ʰ生徒指導提要ʱが12年ぶりに改訂されました。
ʰ生徒指導提要ʱとは、生徒指導のための学校や教職
員の手引書で、指導を行う際の基本的な視点や方向
性が示されています。改訂版で注目されるべきはʰ発
達支持的生徒指導ʱという新しい概念に基づく取組
の推進ではないかと考えます。
ʰ発達支持的生徒指導ʱは、「日々の教職員の児童
生徒への挨拶、声かけ、励まし、賞賛、 対話、及び、
授業や行事等を通した個と集団への働きかけが大切
であると提唱し、例えば、自己理解力や自己効力感、
コミュニケーション力、他者理解力、思いやり、共感性、
人間関係形成力、協働性、目標達成力、課題解決力
などを含む社会的資質・能力の育成や…（中略）…
全ての児童生徒の発達を支える働きかけを行う。」と
されています。まさにすべての子どもたちに将来や
人生を豊かにする一連の能力であるライフスキルを
育み高めていくことが提唱されています。
ライオンズクエストプログラムは、これらのライ
フスキルを獲得するためのプログラムであり、スキ
ルを理解するh わかる こɦとから日常の生活場面でh で
きるʱことまで高めることをめざしています。
このプログラムを活用するには、ライオンズクラ
ブと青少年育成支援フォーラム（JIYD）が主催する
研修（ワークショップ）を受講する必要があります。
研修修了者には、未就学児から中高生までを対象と
した発達段階に合わせた９段階の電子教材を自由に
閲覧活用することができます。この教材を使いなが
ら学級などでライフスキル教育を実践していきます。
ライオンズクエストプログラムやワークショップに
ご興味のある先生がたは、下記QRコードからホーム
ページをご覧いただくとともに、お近くのライオンズ
クラブもしくは青少年育成支援フォー
ラムまでお問い合わせください。

青少年育成支援フォーラム ライオンズクエスト認定講師
大阪府教育庁 小中学校課 生徒指導アドバイザー
　　　　　　　　　　　　　　　　 寺西　勉

ライオンズクエストプログラム
～生徒指導提要との関連～

元仙台市教育長 阿部 芳
よ し

吉
き ち

「̶相談・まなび塾」の誕生　̶
少年非行や不登校に、約40年間向き合ってきた私

は、「話を聞くだけでは、らちが明かない」と訴え、
歯を食いしばって生きている保護者の気持ちに応え
るため、教育相談・教科指導にすぐれている退職校
長とともに、相談・まなび塾を設けました。（令和４
年９月１日設立）
̶ストップ・ザ・不登校シンポジウム̶
仙台市の昨年度の不登校児は2,567名となり、こ

の２年間で約900名の増となっています。この流れ
に歯止めをかけるため、今年の１月に次の３項目をね
らいとして「ストップ・ザ・不登校」のシンポジウムを、
仙台市富沢市民センターで開催しました。
①不登校対策を地域ぐるみで取り組む提案。
② 仙台市教育委員会の不登校対策機関「児遊の杜」（仙
台市適応指導センター）や、学級に入れない子ど
もの居場所であるステーションの理解。
③ 親子に対して、将来を見すえた指導に励んでいる
「相談・まなび塾」の認識。
シンポジウムで、児遊の杜の遠藤克宏所長は「在
籍外教室ステーションは、不登校の未然防止に役立っ
ている」と強調し、富沢中学校の鈴木丈治教頭は「校
内に安心して通える場があることで、不登校の生徒は
徐々に減ってきた」と説明し、ステーションで学ん
でいる生徒２名を指導している相談・まなび塾の小
野英男副塾長は「じっくり耳を傾け、個に応じた教
材を工夫することで、情緒も安定し、学力も向上する」
とこれまでの取組を報告しました。
　̶ 今後の取組̶
次年度の最初は、袋原中学校区で「ストップ・ザ・
不登校」を実施する予定ですが、まずは富沢中学校
が他のモデルとなれるよう、親父の会などと手を携
えて戦略を練っていく所存です。
また、相談・まなび塾には、サッカー日本代表の

森保監督やあん馬の元世界チャンピオンの亀山耕平
さんからもエールをいただいていますが、スポーツ
を通して「ひきこもり傾向の子どもの目を外に向け
られないか」などの研究も推進する予定です。

ストップ・ザ・不登校
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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、国指定史跡塚原古墳群の北端に位置す
る施設です。館には、熊本市南区城南町各遺跡か
らの出土品や古文書類・民俗資料などを展示する
考古・歴史・民俗の常設展示室を備えています。
江戸時代に書かれた『肥後国誌』に「塚原村ニ

九十九塚アリ」と記された塚原古墳群は、九州縦
貫自動車道建設に伴う大規模発掘調査でその存在
価値が高く評価されました。自動車道をトンネル
化し古墳群を残すという稀有な史跡保存展示が実
現した歴史を誇ります。復元された古墳の中には、
天井をガラスで覆い、中の石室が見学できる「丸
山２号墳」があり、また資料館に隣接した「りゅ
うがん塚古墳」は、側面がカットされ内部の石室
を確認できる構造で一見の価値があります。方形
周溝墓・円墳・方墳・前方後円墳などのさまざま
な古墳が約 200 年間にわたり築かれ、現在も見学
できるところが塚原古墳群の魅力でしょう。保存
された塚原古墳群から出土した資料等を展示すべ
く、昭和 58（1983）年 11 月１日に開館したの
が当館です。
昭和 30年に誕生した城南町の初代町長を務め、

戦前・戦後を通して熊本の考古学会を牽引してき
た小林久雄氏の業績も館の誕生に大きくつながっ
ています。氏が長年にわたり収集した資料、通称「小
林コレクション」も数多く展示しています。中で
も昭和 11年発見の『台付舟形土器』は弥生時代の
祭事に使われていた酒器と推定され、独特の形状
から国指定重要文化財に指定されています。
貴重な資料の展示に加え、近年はさまざまな体

験教室も開催し、来館者のかたがたにいにしえの
文化にふれ親しむ機会をご用意しています。土器・
埴輪づくり、勾玉づくり、藍染体験など人気のイ
ベントです。こどもたち
の学習研究の場として、
また広く生涯学習の場
としてご利用ください。

熊本市塚原歴史民俗資料館　主任主事 米村　均
ひとし

入善町教育長 小川　晋
すすむ

入善町では、町内の中学生をカンボジアに派遣す
る事業と、カンボジアの中学生を受け入れる事業を
行っています。これらの事業は、さいたま市北区在
住で、大宮中央ロータリークラブに所属し、入善町
出身かつ名誉町民である泉英明氏のご寄附を活用し、
実施しています。泉氏からは、「長い内戦により疲弊
したカンボジアの復興と、両国の発展のため貢献でき
る人材の育成に寄与したい」との思いとともに、こ
れまで多大なご寄附をいただいています。
中学生をカンボジアに派遣する事業では、現地小
中学校や山本日本語学校の生徒と交流するほか、アン
コールワットなどの世界的な文化や自然にふれます。
この事業は平成18年度から実施し、これまで219
名を派遣しました。子どもたちは現地での約4日間
の滞在を通して大きく成長します。昨年、私もカン
ボジアを訪問しましたが、まさしく「百聞は一見に
如かず」でありました。子どもたちが14歳という多
感な時期に、この経験を得ることは、未来を担う人
材の育成という観点からも大変素晴らしいことだと
実感しました。
カンボジアの中学生を受け入れる事業では、訪問
団が町内小中学校を訪れ、授業体験や交流活動を行
うほか、各所で日本文化を体験します。学校訪問では、
カンボジアの中学生の高い学習意欲や学習能力を目
の当たりにし、自身もこうありたいと刺激を受ける生
徒も少なくありません。また、昨年、引率の先生が
「日本を訪れることが生涯の夢であった」と涙ながら
に語っており、この事業は子どもたちだけではなく、
多くの人々に夢と希望を与える取組だと再認識しま
した。
今後は、子どもたちの学びをより深めるため、オ
ンラインを活用し、さらなる交流機会の増加を図る
など、寄附者の泉氏をはじめ関係者のご助言をいた
だきながら、事業を発展させていきたいと考えてい
ます。

カンボジア王国との交流を通
した人材育成 

いにしえ人に思いを馳せて
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内
容
を
練
り
ま
す
。

こ
こ
で
論
理
的
で
あ
る
こ
と
は
ひ
と
ま
ず

横
に
置
き
、
原
稿
を
作
っ
て
推
敲
を
重
ね
た

り
、
原
稿
を
一
言
一
句
覚
え
た
り
す
る
こ
と

も
推
奨
し
て
い
ま
せ
ん
。

Q
４
ど
の
よ
う
な
テ
ー
マ
が
効
果
的
か
？

A
４
小
学
校
低
学
年
に
は
、
話
す
が
楽
し
く
な

る
テ
ー
マ
、
例
え
ば
長
期
休
暇
の
思
い
出
、
地

域
探
検
等
。
小
学
校
高
学
年
か
ら
は
防
災
や
理

想
の
学
校
、
行
事
の
提
案
等
。
中
学
生
に
は
常

識
を
疑
っ
て
み
る
な
ど
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ

ン
グ
や
、
高
校
進
学
を
前
に
自
分
の
人
生
プ
ラ

ン
等
。
も
し
少
し
で
も
余
裕
が
あ
る
の
で
あ
れ

ば
、
単
純
に
子
ど
も
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
「
好
き

な
こ
と
」
を
発
話
し
て
も
ら
う
と
、
最
高
の
笑

顔
が
見
ら
れ
る
は
ず
で
す
。

こ
ん
な
テ
ー
マ
が
盛
り
上
が
っ
た
と
い
う
事

例
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
弊
社
団
ま
で
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

＊
強
調
の
た
め
に
小
学
校
1
年
生
か
ら
カ
タ
カ
ナ
で

伝
え
て
い
ま
す
。

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

前
回
の
号
で
は
、
活
動
を
始
め
た
経
緯
や
子

ど
も
た
ち
に
起
き
た
変
化
に
つ
い
て
書
き
ま
し

た
。
今
回
は
「
子
ど
も
た
ち
の
話
す
力
や
生
き

る
力
を
育
む
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
プ
レ
ゼ
ン

授
業
を
導
入
し
て
い
る
の
か
」
に
つ
い
て
、
よ

く
聞
か
れ
る
質
問
に
お
答
え
す
る
形
で
お
伝
え

し
ま
す
。

Q
１
ど
の
科
目
で
導
入
す
る
の
が
よ
い
の
か
？

A
１
国
語
や
総
合
的
な
学
習
（
探
究
）
の
時
間

に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、

図
工
・
美
術
・
家
庭
科
の
作
品
を
紹
介
す
る
、

社
会
で
グ
ラ
フ
を
駆
使
し
な
が
ら
話
す
、
音
楽

で
好
き
な
曲
に
つ
い
て
発
表
す
る
な
ど
、
実
は

ど
の
教
科
で
も
楽
し
ん
で
実
践
で
き
ま
す
。
全

教
科
で
プ
レ
ゼ
ン
を
試
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事

例
も
複
数
ご
報
告
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

Q
２
プ
レ
ゼ
ン
授
業
と
は
ス
ラ
イ
ド
作
り
の
指

導
で
は
な
い
の
か
？

A
２
全
国
の
教
員
研
修
を
通
じ
て
ご
提
案
し
て

い
る
授
業
は
、「
考
え
る
」「
伝
え
る
」「
見
せ

る
」
と
い
う
�
つ
の
ス
テ
ッ
プ
に
分
か
れ
ま

す
。「
考
え
る
」
ス
テ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
Q
3

で
詳
し
く
述
べ
ま
す
が
、
個
人
や
少
人
数
の
演

習
で
考
え
を
広
げ
深
め
な
が
ら
発
表
内
容
を
考

え
る
時
間
。
次
の
「
伝
え
る
」
ス
テ
ッ
プ
は
発

声
練
習
を
挟
ん
で
話
す
練
習
を
す
る
時
間
。
さ

ら
に
、
考
え
た
こ
と
を
端
的
に
ビ
ジ
ュ
ア
ル
資

料
で
表
現
す
る
の
が
最
後
の「
見
せ
る
」ス
テ
ッ

プ
で
、ス
ラ
イ
ド
作
成
は
こ
こ
に
あ
た
り
ま
す
。

一
人
一
台
端
末
を
有
効
活
用
し
て
ス
ラ
イ
ド
を

作
成
す
る
こ
と
も
と
て
も
よ
い
の
で
す
が
、
ソ

フ
ト
を
い
じ
る
だ
け
に
長
時
間
を
充
て
る
の
は

避
け
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

Q
３
既
存
の
国
語
の
「
話
す
・
聞
く
」
授
業
と

の
違
い
は
何
か
？

A
３
国
語
で
は
、「
聞
き
あ
う
こ
と
」
や
他
者
の

考
え
と
自
分
の
考
え
を
「
比
べ
る
」
こ
と
を
重

視
し
ま
す
が
、
私
た
ち
が
提
案
す
る
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
の
授
業
は
、
ま
ず
自
分
の
「
＊
イ

イ
タ
イ
コ
ト
」
を
見
つ
け
る
こ
と
か
ら
始
め
ま

す
。
児
童
生
徒
に
話
す
こ
と
を
好
き
に
な
っ
て

も
ら
い
、
主
体
性
を
も
っ
て
も
ら
う
上
で
特
に

大
切
に
し
て
い
る

こ
と
で
す
。

調
べ
学
習
に
も

通
じ
る
、
考
え
を

「
広
げ
る
」
作
業
、

主
語
を
自
分
に
し

て
考
え
を
深
掘
り

す
る
「
深
め
る
」

作
業
、
そ
の
な
か

か
ら
最
終
的
に
聞

き
手
に
伝
え
た
い

内
容
を
「
選
ぶ
」

作
業
を
し
て
も
ら

い
、
ス
ト
ー
リ
ー

を
つ
な
げ
て
話
す

「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

【連載第2回】（全3回）
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作品作りを通して育む
「未来を創る力」
～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

「こどもエコクラブ」では環境活動をしてい
る子どもたちの団体を対象として、日頃の活動
をまとめた作品を募集する「全国エコ活コン
クール」を年1回実施しています。募集する内
容は、仲間で作る壁新聞、一人でじっくり取り
組む絵日記、パソコンや動画編集のスキルの腕
試しにもなるデジタル作品の3種類。子どもた
ちのやる気や興味に合わせて自由に選んでチャ
レンジしてもらっています。
その中でも壁新聞は子どもたちの個性がいち

ばん出る楽しい作品が毎年勢ぞろいしており、
本コンクールの花形と言っても過言ではありま
せん。生き物の調査データを継続的にまとめ、
いまや「定期刊」として地域のかたがたの楽し
みになっている壁新聞もあれば、春から冬まで
の活動をすごろくのように表現することでワク
ワクしながら読み進められるようになっている
もの、オリジナルキャラクターが活動内容をわ
かりやすくナビゲーションしているもの、周囲
を小さな絵や写真で囲んでコマ割りマンガのよ
うに活動の様子を紹介するものなど、どの作品
も子どもたちの自由な発想が満載です。誰もが
楽しめるだけでなく読めばその地域の環境の様
子や課題、子どもたちの元気な活動の様子が伝
わってくる素敵な作品ばかりです。

また、模造
紙大という大
きな作品を作
り上げるには
みんなの協力
が必要で、絵
が得意な子は
絵を、計算や分析が得意な子はデータ作りを、
字が得意な子は文字を、と多くのクラブが仲間
と分担しており、作品作りを通してまわりと協
力する態度やコミュニケーション能力、リー
ダーシップ、自分に任された作業を遂行する責
任感が着実に身についています。本コンクール
は「全国エコ活コンクール」という名の通り環
境保全活動を顕彰して称えるものではあります
が、子どもたちの思考力・表現力・発信力に加え、
上述の「未来を創る力」を育むほか、みんなと
話し合うことで他者との価値観の違いを知りそ
れらを認め合う場ともなっています。
コロナ禍以降、みんなで集まって作業する機
会が減り、ICT 活用推進によって子どもたちが
手書きしたものを目にすることが少なくなって
きているように思います。デジタルツールは大
変便利ですし、誰もが日常的にふれなくてはな
らないものになっていますが、子どもたちが「自
分の手で書くこと」で覚え・感じることは確実
にあるはずです。また「手書きで作る」からこ
そ作品から伝わってくる子どもたちの環境への
思いや今の地域や環境への課題をどうにかした
いという熱意は、周りの人たちの心を動かして
います。
本コンクールの壁新聞作品は、全てに有識者
のアドバイスをつけてウェブに掲載する他、全
国の自治体等に貸し出して展示するなど多くの
人の目にふれる機会を設けています。調べ学習・
総合的な学習のまとめや発表の場として格好の
場ではないでしょうか。ぜひ次年度は壁新聞を
作って「全国エコ活コンクール」にご応募くだ
さい。皆さんのチャレンジ、待ってます！

【連載第 3回】（全 3回）
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大
おお

野
の

寿
ひさ

子
こ

さん

ほ・っ・と・な・出・会・い

栄
養
士
さ
ん
の
言
葉
で
食
に
目
覚
め
る

現
在
、
栄
養
士
と
し
て
都
内
の
小
学
校
に
勤
務
し

て
い
ま
す
が
、
小
さ
い
頃
は
偏
食
が
激
し
く
、
給
食

の
時
間
が
苦
痛
で
し
た
。
あ
る
日
、
学
校
の
栄
養
士

の
先
生
に
「
君
の
た
め
に
な
る
も
の
し
か
入
っ
て
い

な
い
か
ら
、
一
口
で
い
い
か
ら
食
べ
て
ご
ら
ん
」
と

優
し
く
言
わ
れ
ま
し
た
。「
一
口
な
ら
我
慢
で
き
る

な
」
と
思
っ
て
食
べ
た
と
こ
ろ
、
５
時
間
目
の
体
育

の
授
業
で
逆
上
が
り
に
初
成
功
し
た
の
で
す
。
給
食

の
お
か
げ
だ
と
思
い
込
ん
だ
僕
は
、
そ
れ
か
ら
は
苦

手
な
物
も
我
慢
し
て
食
べ
る
よ
う
に
な
り
、
高
学
年

に
な
る
頃
は
給
食
が
大
好
き
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

い
ま
勤
務
し
て
い
る
学
校
の
子
ど
も
に
も
「
君
の

た
め
に
な
る
も
の
し
か
入
っ
て
な
い
か
ら
食
べ
て
ご

ら
ん
」
と
つ
い
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
大
抵

の
栄
養
士
さ
ん
は
事
務
室
や
職
員
室
に
こ
も
り
が
ち

で
、子
ど
も
と
ふ
れ
あ
う
機
会
が
少
な
い
の
で
す
が
、

す
ご
く
も
っ
た
い
な
い
と
感
じ
ま
す
。
栄
養
士
さ
ん

が
毎
日
教
室
に
行
っ
て
子
ど
も
に
話
し
か
け
る
と
、

た
く
さ
ん
フ
ォ
ロ
ー
で
き
る
の
で
す
。「
今
日
の
サ

ラ
ダ
い
や
だ
」
と
言
う
子
に
、「
大
丈
夫
。
す
ご
く

甘
く
、
お
い
し
く
し
た
か
ら
ね
」
と
言
う
だ
け
で
、

食
べ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
よ
い

子
」
ほ
ど
、
学
校
の
先
生
や
親
と
話
せ
て
い
な
か
っ

た
り
す
る
の
で
す
が
、
給
食
の
時
間
に
毎
回
や
っ
て

く
る
栄
養
士
さ
ん
と
話
を
す
る
だ
け
で
、
ス
ト
レ
ス

発
散
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

い
ま
勤
務
し
て
い
る
学
校
で
は
廊
下
を
歩
け
ば

「
松
丸
先
生
！
」
と
み
ん
な
声
を
か
け
て
く
れ
て
、

１
年
生
な
ど
は

飛
び
つ
い
て
き

て
く
れ
ま
す
。

顔
の
見
え
る
栄

養
士
で
あ
り
た

い
と
常
々
思
っ

て
い
ま
す
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
に
悩
ん
だ
日
々

今
で
こ
そ
天
職
と
思
っ
て
楽
し
く
働
け
て
い
ま
す

が
、
学
校
栄
養
士
と
し
て
働
き
始
め
た
当
初
は
、
男

性
の
栄
養
士
が
ど
こ
に
も
い
な
い
時
代
だ
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
認
め
て
も
ら
え
ず
苦
労
し
ま
し
た
。「
男

の
栄
養
士
な
ん
て
聞
い
た
こ
と
も
な
い
。
ち
ゃ
ん
と

で
き
る
の
？
」
と
言
わ
れ
た
り
、「
肉
ば
か
り
の
献

立
に
し
な
い
で
よ
」と
先
入
観
か
ら
心
配
さ
れ
た
り
。

僕
が
白
衣
を
着
て
教
室
に
入
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
は

「
知
ら
な
い
男
の
人
が
入
っ
て
き
た
！
」
と
驚
い
て

ひ
そ
ひ
そ
話
を
始
め
ま
す
。
先
生
に
も
子
ど
も
た
ち

に
も
信
用
さ
れ
ず
、心
が
折
れ
か
け
て
い
た
あ
る
日
、

「
子
ど
も
た
ち
が
給
食
を
食
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見

に
い
こ
う
」
と
校
長
先
生
が
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
教
室
で
子
ど
も
た
ち
が
食
べ
て
い
る
様
子

を
眺
め
な
が
ら
、
校
長
先
生
は
「
み
ん
な
す
ご
く
い

い
笑
顔
で
食
べ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。「
こ
れ
が
最
高
の
景
色
だ
と
思
え
る
な

ら
、
君
は
絶
対
こ
の
仕
事
に
向
い
て
る
よ
」
と
も
。

実
は
校
長
先
生
は
も
と
も
と
音
楽
の
先
生
で
し
た
。

女
性
の
先
生
が
多
い
教
科
ゆ
え
、
も
し
か
し
た
ら
校

長
先
生
も
若
い
頃
、
同
じ
よ
う
な
目
に
あ
わ
れ
て
い

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
つ
ら
い
と
き
は
い
つ
で

も
自
分
に
と
っ
て
最
高
の
景
色
│
│
子
ど
も
た
ち
の

笑
顔
を
見
に
い
け
ば
い
い
」
あ
の
言
葉
は
今
も
自
分

の
宝
と
し
て
、
大
切
に
胸
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

給
食
甲
子
園
で
優
勝

お
い
し
い
給
食
を
つ
く
り
た
い
一
心
で
が
む
し
ゃ

ら
に
突
き
進
ん
で
き
ま
し
た
。
高
額
か
つ
巨
大
な
業

務
用
オ
ー
ブ
ン
を
自
腹
で
購
入
し
、
当
時
の
１
K

の
部
屋
に
設
置
し
て
、
ス
チ
ー
ム
サ
ウ
ナ
状
態
に
な

り
つ
つ
調
理
法
を
研
究
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

東
京
の
子
た
ち
に
も
っ
と
東
京
産
の
食
材
を
食
べ

て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
矢
先
、「
全
国
学
校

給
食
甲
子
園
」
の
話
が
舞
い
込
ん
で
き
ま
し
た
。
こ

れ
は
実
際
に
提
供
さ
れ
て
い
る
給
食
の
お
い
し
さ
な

ど
を
競
う
大
会
で
、
地
場
産
物
を
使
う
こ
と
が
条
件

で
す
。

調
べ
て
い
く
う
ち
に
品
種
改
良
前
の
姿
を
保
っ
て

い
る
江
戸
東
京
野
菜
の
存
在
を
知
り
ま
し
た
が
、
お

店
で
は
め
っ
た
に
見
か
け
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
江
戸
東

京
野
菜
を
作
っ
て
い
る
農
家
さ
ん
に
、
ま
ず
は
信
頼

関
係
を
築
く
た
め
「
草
む
し
り
で
も
ゴ
ミ
拾
い
で
も

や
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」と
頼
み
込
み
、毎
週
畑
に
通
っ

て
農
作
業
を
手
伝
い
ま
し
た
。
念
願
通
じ
て
、
江
戸

東
京
野
菜
を
卸
し
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。満

を
持
し
て
臨
ん
だ
決
勝
大
会
当
日
。
大
勢
の
報

道
陣
の
カ
メ
ラ
の
前
で
調
理
す
る
の
で
手
が
震
え
ま

し
た
が
、
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
作
っ
て
い
る
ん
だ

と
己
に
言
い
聞
か
せ
、
平
常
心
を
保
ち
ま
し
た
。
結

果
、
第
８
回
全
国
学
校
給
食
甲
子
園
（
応
募
総
数

2
2
6
6
校
）
に
お
い
て
、
男
性
栄
養
士
と
し
て

初
め
て
優
勝
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

新
た
な
夢
に
向
か
っ
て

給
食
は
「
食
べ
て
学
べ
る
教
材
」、「
お
い
し
い
教

科
書
」
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
僕
は
日
本
中

の
子
ど
も
の
好
き
嫌
い
を
な
く
し
た
い
と
い
う
野
心

が
あ
る
の
で
、
今
年
か
ら
仕
事
を
し
つ
つ
大
学
院
に

通
い
、
子
ど
も
の
好
き
嫌
い
の
研
究
を
し
よ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。
う
ま
く
い
け
ば
公
表
し
て
、
日
本

中
の
栄
養
士
さ
ん
に
実
践
し
て
い
た
だ
き
た
い
で

す
。
日
本
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
、
ま
た
世
界
の
食

べ
物
に
恵
ま
れ
な
い
子
た
ち
の
た
め
に
、
挑
戦
者
の

心
を
忘
れ
ず
、
こ
れ
か
ら
も
走
り
続
け
ま
す
。

松
丸
 
　

奨
（
ま
つ
ま
る

す
す
む
）

1
9
8
3
年
千
葉
県
生
ま
れ
。
管
理
栄
養
士
、
栄
養
教
諭
。

専
門
学
校
卒
業
後
、
栄
養
士
と
し
て
千
葉
県
内
の
市
立
病

院
に
勤
務
。
2
0
0
9
年
よ
り
東
京
都
の
小
学
校
で
学
校

栄
養
士
と
し
て
勤
務
。
2
0
1
3
年
、
2
2
6
6
校
が
出

場
し
た
第
８
回
全
国
学
校
給
食
甲
子
園
で
男
性
初
の
優
勝

を
飾
る
。
2
0
1
7
年
よ
り
台
湾
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
海

外
で
も
食
育
指
導
を
行
う
。
メ
デ
ィ
ア
出
演
多
数
。『
給
食

が
教
え
て
く
れ
た
こ
と
「
最
高
の
献
立
」
を
作
る
、
ぼ
く

は
学
校
栄
養
士
』（
く
も
ん
出
版
）
他
、
著
書
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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Ͳのࢠ৯を௨ͯ͡څߍֶ
をͳ͍͍ͨ͘͠ݏ͖ 松丸　奨

すすむ

さん

ほ・っ・と・な・出・会・い

栄養士

◆岡田武史氏のインタビューで、岡田さんの人柄がよくわかりました。教師集団を指導する管理
職に読ませたい内容です。皆から期待されている者が未知のチャレンジをすることは、教育現場
にはよくあります。（神奈川県S.M）
◆ NOW①のデザイン教育については、米国スタンフォード大学での研修に日本の高校生など
も参加しており、これから大切な分野・教育であるので、関心をもって拝読しました。（大阪府T.Y）
◆塩沼さん「ほっとな出会い」インタビュー。近年の若い教員はまず「やり方」を求める傾向が
強くなったと感じています。うまくいくときもあれば、うまくいかないときも少なくありません。
教師としての大前提として「教師は人間力を磨くべき」という言葉に納得です。（北海道T.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


