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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】
郷土資料館が、市民の「居場所」に
ベーゴマが結ぶ人の輪

【連載第1回】
子どもの心理とコロナ禍
～コロナ禍とその後に起こったこと・起こっていること～

知っておきたい教育 NOW p.4

p.10

p.8きょういく見聞録
①『～令和の記憶・記録プロジェクト～
「未来に残したい福生の風景写真コンテスト」』
－全てはふっさっ子の未来のために－

② 甲州市「夢をかなえる学び」のプロジェクトの推進

末永 幸歩さんp.12 北から南からInformation

ほっとな出会い p.16

Front Runner p.15

地球となかよしゼミナール p.14
①これからの修学旅行を考える
②令和の北海道修学旅行

アート教育実践家・
アーティスト

小
林
快
次
さ
ん

恐
竜
研
究
者

北
海
道
大
学
教
授
よ
し

つ
ぐ

p
・
2



PROFILE
1971年福井県生まれ。北海道大学総合博物館教授。大
阪大学総合学術博物館招聘教授、米国テキサス州・ペ
ロー自然科学博物館招聘研究員。ワイオミング大学地質
学地球物理学科を首席で卒業後、サザンメソジスト大学
大学院にて日本人で初めて恐竜の博士号を取得。2011
年から北海道勇払郡むかわ町でむかわ竜（2019年にカ
ムイサウルス・ジャポニスクと命名）の発掘を指揮。日
本国内初となる巨大恐竜の全体骨格の発掘は話題を呼
んだ。『恐竜まみれ 発掘現場は今日も命がけ』（新潮
社）『化石ハンター』（PHP研究所）他、著書多数。

大きな夢を仰ぐよりも、
人間として目の前の一歩を

小林 快
よし

次
つぐ

さん

Ed

Interview

「
勉
強
を
す
る
な
」
の
真
意
と
は
？

―
―
ど
う
し
た
ら
恐
竜
博
士
に
な
れ
ま
す

か
？

子
ど
も
た
ち
や
そ
の
親
御
さ
ん
か
ら

よ
く
こ
ん
な
質
問
を
い
た
だ
く
の
で
す
が
、
必

ず
言
う
言
葉
が
二
つ
あ
り
ま
す
。一
つ
め
が「
勉

強
を
す
る
な
」
で
す
。「
な
ん
て
無
責
任
な
！
」

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、“
勉
強
”

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
出
た
瞬
間
か
ら
、
本
来

は
お
も
し
ろ
い
は
ず
の
“
学
び
”
が
苦
行
に
変

容
し
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

現
在
の
日
本
に
お
い
て
の
“
勉
強
”
は
決

ま
っ
た
正
解
に
照
準
を
合
わ
せ
テ
ス
ト
に
回

答
す
る
た
め
の
訓
練
で
あ
っ
て
、“
学
び
”
と

は
興
味
を
も
っ
た
こ
と
を
探
求
す
る
こ
と
、
つ

ま
り
僕
た
ち
が
や
っ
て
い
る
研
究
と
同
じ
く

と
て
も
楽
し
い
こ
と
な
ん
で
す
。
私
が
籍
を
置

く
北
海
道
大
学
の
研
究
室
に
入
っ
て
く
る
優

秀
な
学
生
た
ち
は
、
そ
れ
こ
そ
勉
強
は
で
き
る

け
れ
ど
学
ぶ
こ
と
＝
研
究
が
苦
手
で
す
。『
ど

ん
な
こ
と
を
研
究
し
た
い
？
』
と
尋
ね
る
と
、

な
ま
じ
っ
か
頭
が
い
い
も
の
だ
か
ら
過
去
の

論
文
な
ど
を
引
っ
張
り
だ
し
て
き
て
「
恐
竜
の

中
足
骨
の
形
状
か
ら
走
行
性
の
進
化
を
…
…
」

と
か
な
ん
と
か
言
う
わ
け
で
す
。
本
当
に
そ
ん

な
こ
と
が
知
り
た
い
の
か
と
い
え
ば
そ
う
で

は
な
く
、
教
授
、
つ
ま
り
僕
が
気
に
入
り
そ
う

な
答
え
を
あ
て
に
き
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ

の
よ
う
な
小
手
先
で
他
の
論
文
の
隅
を
つ
つ

く
よ
う
な
研
究
は
す
ぐ
に
行
き
詰
ま
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

以
前
、
恐
竜
博
士
と
し
て
子
ど
も
た
ち
の

質
問
に
答
え
る
と
い
う

企
画
を
受
け
た
こ
と
が

あ
る
の
で
す
が
、
就
学

前
の
恐
竜
大
好
き
っ
子

た
ち
は
実
に
ユ
ニ
ー
ク

な
質
問
を
投
げ
か
け
て

き
ま
す
。「
恐
竜
は
い

び
き
を
か
く
の
？
」「
虫

歯
に
な
る
の
？
」
と
。

し
か
し
小
学
校
に
上

が
っ
た
と
た
ん
、
僕
が

監
修
し
た
図
鑑
な
ど
を

読
み
込
み
そ
れ
に
そ
っ

た
大
人
好
み
の
質
問
を
す
る
よ
う
に
な
る
ん

で
す
。
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
創
造
的
で
発
展
的

な
の
は
、
明
ら
か
に
前
者
で
す
。
研
究
室
の
学

生
た
ち
に
は
「
一
言
で
語
れ
る
テ
ー
マ
を
考
え

て
み
て
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
「
恐
竜
の
こ
と
を

知
り
た
い
」
と
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
た
子
ど
も
の

頃
の
気
持
ち
を
ま
ず
思
い
出
し
て
も
ら
う
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

夢
は
も
た
な
く
て
い
い

も
う
一
つ
が
「
夢
を
も
つ
な
」
で
す
。
も

と
も
と
夢
が
あ
る
な
ら
そ
れ
で
い
い
と
は
思

い
ま
す
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
夢
を
も
て
」「
夢
中

に
な
れ
る
こ
と
を
見
つ
け
な
さ
い
」
な
ど
と
言

う
こ
と
は
意
味
が
な
い
し
、
こ
れ
ほ
ど
残
酷
な

言
葉
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。「
夢
を
も
て
」

と
言
っ
て
い
る
本
人
が
子
ど
も
の
頃
の
夢
を

叶
え
て
い
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
り

し
て
「
無
責
任
な
発
言
だ
な
ぁ
」
と
す
ら
感
じ

ま
す
。じ
ゃ
あ
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
え
ば
、

子
ど
も
自
身
が
気
に
な
っ
た
こ
と
を
、
な
ん
で

も
い
い
か
ら
や
っ
て
み
る
し
か
な
い
ん
で
す

よ
ね
。
そ
の
う
ち
の
何
か
に
興
味
が
移
り
、“
夢

や
目
標
の
よ
う
な
も
の
”
に
な
る
こ
と
が
あ
る

だ
け
で
、
最
初
か
ら
い
き
な
り
夢
な
ど
も
て
な

い
で
す
よ
。
僕
自
身
も
子
ど
も
の
頃
は
恐
竜
に

興
味
な
ど
な
く
、
勉
強
も
嫌
い
で
「
15
分
間
、

机
に
向
か
っ
て
い
る
姿
を
見
た
こ
と
が
な
い
」

と
両
親
が
あ
き
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

科
学
の
楽
し
さ
を
教
え
て
く
れ
た
恩
師

し
か
し
な
が
ら
、
今
に
至
る
萌
芽
は
中
学

時
代
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ア
ン
モ
ナ

イ
ト
な
ど
の
化
石
発
掘
に
夢
中
に
な
っ
た
ん

で
す
。
僕
の
担
任
で
地
学
を
教
え
て
い
た
吉
澤

康や
す

暢の
ぶ

先
生
に
理
科
ク
ラ
ブ
に
誘
わ
れ
、
小
中
学

生
向
け
の
化
石
発
掘
ツ
ア
ー
に
参
加
し
た
こ

と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
吉
澤
先
生
は
少
々
型

恐竜研究者　北海道大学教授
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破
り
と
い
う
か
、
今
の
教
育
現
場
で
は
絶
対

に
許
さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
け
ど
、
牛
の
心
臓

を
解
剖
し
、
そ
の
あ
と
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
で

焼
き
肉
に
し
て
食
べ
る
と
い
う
授
業
を
し
た

り
、
校
長
に
就
任
さ
れ
て
か
ら
も
、
朝
礼
で

「
こ
れ
が
今
日
の
挨
拶
だ
！
」
と
壇
上
で
唐
突

に
実
験
を
始
め
た
り
す
る
よ
う
な
人
で
し
た
。

け
れ
ど
も
、
先
生
自
身
が
サ
イ
エ
ン
ス
を
心

か
ら
楽
し
い
と
思
っ
て
い
て
、
そ
の
熱
が
伝

わ
っ
て
く
る
ん
で
す
。
好キ

ュ
リ
オ
シ
テ
ィ

奇
心
の
塊
で
、
大

砲
み
た
い
な
も
の
す
ご
い
望
遠
鏡
で
天
体
観

測
を
し
て
い
ま
し
た
し
、
冬
山
に
も
挑
む
登

山
愛
好
家
で
、
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ァ
ー
で
も
あ

り
ま
し
た
。
学
校
を
退
職
さ
れ
て
か
ら
は
福

井
市
自
然
史
博
物
館
の
館
長
を
さ
れ
て
い
て
、

そ
の
関
係
で
講
演
な
ど
の
仕
事
を
ご
一
緒
で

き
た
の
は
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
。
昨
年
の
１

月
に
鬼
籍
に
入
ら
れ
ま
し
た
が
、
僕
に
と
っ

て
永
遠
の
師
で
す
。

人
生
を
変
え
た
映
画

「
い
ま
を
生
き
る
」
か
ら
学
ん
だ
こ
と

さ
て
、
化
石
バ
カ
の
よ
う
な
中
学
生
だ
っ

た
僕
も
、
高
校
生
に
な
る
頃
に
は
「
化
石
か

ら
卒
業
し
な
く
て
は
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
化
石
収
集
で
は
生
活
で
き
な
い

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
周
囲
の
誰

も
が
現
実
的
な
将
来
を
見
据
え
る
中
で
歩
調

を
合
わ
せ
る
よ
う
に
「
い
つ
か
安
定
し
た
企
業

に
就
職
す
る
の
だ
ろ
う
」
と
ぼ
ん
や
り
と
思
い

描
い
て
い
ま
し
た
。
横
浜
国
立
大
学
在
学
中
に

ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
た
の
も
「
英
語
が
話
せ
れ

ば
就
職
に
有
利
か
も
」
と
い
う
軽
い
気
持
ち
で

し
た
。
し
か
し
、
勉
強
は
嫌
い
だ
し
、
英
語
も

得
意
で
は
な
い
か
ら
毎
日
が
つ
ま
ら
な
く
、
一

日
一
日
を
無
為
に
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。
そ

ん
な
日
々
の
中
、
漠
然
と
“
死
”
の
存
在
を

意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
時
、

1
9
9
9
年
に
世
界
が
滅
亡
す
る
と
い
う“
ノ

ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
の
大
予
言
”が
流
行
っ
て
い
て
、

「
1
9
9
9
年
っ
て
28
歳
か
。
も
し
あ
と
10
年

そ
こ
そ
こ
で
人
生
が
終
わ
っ
た
ら
後
悔
し
な

い
だ
ろ
う
か
？
」
と
。「
自
分
が
心
か
ら
や
り

た
い
こ
と
は
？

夢
は
？
」
自
問
自
答
す
る
も

な
に
ひ
と
つ
出
て
こ
な
い
。
目
標
や
夢
が
あ
る

人
が
眩
し
く
見
え
、
空
虚
な
自
分
が
情
け
な
く

て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
の
僕
は
プ
ラ

イ
ド
ば
か
り
高
く
、
人
と
自
分
を
比
べ
て
失
敗

を
恐
れ
、
い
つ
も
う
っ
す
ら
と
不
満
を
た
め
て

い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
今
に
し
て
み
る
と
大

し
た
悩
み
で
は
な
い
の
で
す
が
、
自
分
に
と
っ

て
は
長
く
苦
し
い
時
間
で
し
た
。

霧
が
晴
れ
る
瞬
間
は
突
然
訪
れ
ま
し
た
。
帰

国
後
に
『
い
ま
を
生
き
る
（
1
9
8
9
年
ア

メ
リ
カ
）』
と
い
う
映
画
を
鑑
賞
し
、
い
た
く

感
銘
を
受
け
た
の
で
す
。
全
寮
制
の
名
門
校
に

破
天
荒
な
教
師
が
赴
任
し
て
き
て
…
…
と
い
う

ス
ト
ー
リ
ー
で
す
が
、
そ
の
教
師
は
生
徒
に
、

自
分
の
考
え
で
ま
ず
目
の
前
の
一
歩
を
踏
み
出

す
こ
と
の
大
切
さ
を
説
き
「
カ
ル
ペ
・
デ
ィ
エ

ム
（
今
を
摘
む
）」
と
い
う
ラ
テ
ン
語
を
教
え

ま
す
。
そ
の
言
葉
に
ハ
ッ
と
し
て
「
遠
い
先
で

は
な
く
今
を
大
事
に
し
よ
う
。
興
味
を
も
っ
た

こ
と
を
全
力
で
や
っ
て
み
よ
う
」
と
思
い
切
れ

た
ん
で
す
。
そ
の
後
、
た
ま
た
ま
図
書
館
で
開

い
た
図
鑑
で
恐
竜
に
閃
き
の
よ
う
な
も
の
を
感

じ
、大
学
を
中
退
し
再
び
米
国
へ
渡
り
ま
し
た
。

実
家
は
決
し
て
裕
福
で
は
な
か
っ
た
の
で

す
が
、
両
親
は
家
を
建
て
る
た
め
に
用
意
し
て

い
た
土
地
を
売
っ
て
費
用
を
捻
出
し
て
く
れ

ま
し
た
。「
あ
の
時
は
何
を
し
て
い
る
の
か
と

思
っ
た
よ
。モ
ノ
に
な
っ
た
か
ら
い
い
け
れ
ど
」

と
今
も
親
戚
一
同
に
笑
わ
れ
ま
す
。

２
度
め
の
留
学
を
決
め
た
時
、
僕
自
身
は

“
モ
ノ
に
な
る
”
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
恐
竜
の
研
究
で
博
士
号
を
と
っ
た
日
本
人

は
ま
だ
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
恐
竜
研
究
が

仕
事
に
な
る
と
い
う
発
想
が
あ
り
え
な
か
っ

た
の
で
す
。
成
果
を
最
初
に
設
定
し
て
い
た
ら

あ
ん
な
行
動
は
と
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

真
の
自
立
と
は
、

自
ら
選
択
し
納
得
す
る
こ
と

夢
を
描
く
こ
と
は
、
い
き
な
り
エ
ベ
レ
ス

ト
の
頂
を
目
ざ
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
？

そ
う
で
は
な
く
、
や
り
た
い

と
思
う
こ
と
を
一
つ
ず
つ
積
み
重
ね
て
い
け

ば
、
気
づ
け
ば
誰
も
が
自
分
だ
け
の
山
を
登
っ

て
い
る
も
の
で
す
。
そ
の
山
は
他
人
と
比
べ
る

も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
足
で
納
得
し
な
が
ら

登
っ
た
山
の
頂
か
ら
見
え
る
景
色
は
、
き
っ
と

格
別
に
素
晴
ら
し
い
は
ず
で
す
。
親
御
さ
ん
や

先
生
が
た
が
、
子
ど
も
が
経
済
的
に
困
窮
し
な

い
よ
う
に
、
よ
い
仕
事
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
と
「
勉
強
し
な
さ
い
」「
目
標
を
も
っ

て
取
り
組
み
な
さ
い
」
と
言
い
た
く
な
る
気
持

ち
も
理
解
で
き
ま
す
が
、
誰
か
に
や
れ
と
言
わ

れ
て
や
っ
た
こ
と
に
真
の
納
得
も
満
足
も
あ

り
は
し
ま
せ
ん
。
大
人
の
使
命
と
は
子
ど
も
を

独
り
立
ち
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
自
立
と
は
、
お

金
を
稼
い
で
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ

と
で
は
な
く
、
一
人
の
人
間
と
し
て
自
分
の
考

え
で
一
歩
を
踏
み
出
し
、
そ
の
選
択
に
納
得
す

る
こ
と
だ
と
僕
は
思
う
の
で
す
。

教
育
現
場
で
日
々
子
ど
も
た
ち
に
向
き

合
っ
て
い
る
先
生
が
た
の
ご
苦
労
を
思
う
と
、

お
い
そ
れ
と
偉
そ
う
な
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん

が
、学
び
の
楽
し
さ
を
伝
え
る
と
い
う
点
で
は
、

僕
も
先
生
が
た
も
立
場
は
同
じ
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
？

僕
も
サ
イ
エ
ン
ス
に
携
わ
る

者
と
し
て
、
子
ど
も
の
自
立
を
願
う
大
人
の
一

人
と
し
て
、
科
学
の
楽
し
さ
、
学
ぶ
こ
と
の
楽

し
さ
を
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
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知っておきたい教育NOW❶

１
８
８
６
（
明
治
19
）
年
に
東
京
師
範

学
校
（
後
の
東
京
高
等
師
範
学
校
、
東
京

教
育
大
学
、
筑
波
大
学
の
前
身
）
が
実

施
し
た｢

長
ち
ょ
う

途と

遠え
ん

足そ
く｣
が
修
学
旅
行
の

始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。
生
徒
た
ち
の
見

聞
を
広
め
る
と
い
う
目
的
は
現
在
に
通
じ

る
も
の
が
あ
る
が
、
大
き
く
異
な
る
の
は

兵へ
い

式し
き

体た
い

操そ
う

と
呼
ば
れ
た
軍
事
教
練
の
一
環

と
し
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
。
参
加
生
徒
約

１
０
０
名
は
軍
装
し
て
東
京
お
茶
の
水
か

ら
千
葉
県
銚
子
へ
の
10
泊
11
日
の
、
主
と

し
て
徒
歩
移
動
の
往
復
旅
行
で
あ
っ
た
。

寝
食
を
と
も
に
し
て
の
野
外
体
験
学
習

の
教
育
的
効
果
は
大
き
く
、
当
時
の
文
部

省
の
働
き
か
け
も
あ
っ
て｢

修
学
旅
行｣

の
名
称
と
と
も
に
全
国
に
普
及
し
て
い
っ

た
。当

時
の
国
策
で
あ
っ
た｢

富
国
強
兵｣

に
そ
っ
た
修
学
旅
行
は
時
代
の
流
れ
と
と

も
に
あ
り
、
や
が
て
、
日
清
・
日
露
戦
争

の
戦
跡
巡
り
や
、
軍
部
の
協
力
で
戦
艦
に

便
乗
す
る
学
校
も
出
て
く
る
。
し
か
し
、

時
代
が
戦
時
体
制
下
に
な
る
と
実
施
は
当

然
不
可
能
と
な
っ
て
く
る
。

１
９
４
５
（
昭
和
20
）
年
の
第
２
次
世

界
大
戦
の
敗
戦
以
降
、
日
本
は
未
曽
有
の

混
乱
期
を
迎
え
る
が
、
１
９
５
２
（
昭
和

27
）
年
の
講
和
条
約
発
効
の
頃
か
ら
、
食

料
や
輸
送
・
受
け
入
れ
状
況
の
不
十
分
な

中
で
の
、
復
活
・
復
興
が
始
ま
っ
て
い
く
。

し
か
し
、
１
９
５
５
（
昭
和
30
）
年
に
宇

高
連
絡
船
紫
雲
丸
が
沈
没
し
、
児
童
生
徒

1
0
0
人
が
死
亡
す
る
大
惨
事
を
始
め
と

し
て
、
悲
惨
な
事
故
が
続
発
し
た
。
そ
の

後
、
日
本
経
済
の
高
度
成
長
と
と
も
に
、

修
学
旅
行
の
教
育
性
・
安
全
性
・
経
済
性

を
求
め
た
教
育
界
の
要
望
は
や
が
て
修
学

旅
行
専
用
列
車
・
船
舶
と
し
て
結
実
し
て

い
き
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

１
３
０
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
修
学
旅

行
は
、
諸
外
国
に
も
例
を
み
な
い
日
本
独

特
の
教
育
活
動
で
あ
る
。
ほ
ぼ
全
て
の
日

本
人
が
学
校
生
活
＝
青
春
期
の
思
い
出
と

し
て
共
通
体
験
し
て
お
り
、
学
校
文
化
で

も
あ
り
、
日
本
人
の
旅
の
原
点
の
一
つ
で

も
あ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
で
多
く
の
学
校
で
修
学
旅
行

が
中
止
・
延
期
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
中
に

あ
っ
て
、
修
学
旅
行
の
実
施
を
求
め
た
保

護
者
の
動
き
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
分

が
体
験
し
た
あ
の
貴
重
な
ひ
と
と
き
を
子

ど
も
た
ち
に
も
、
と
い
う
切
実
な
声
で
あ

る
。学

習
指
導
要
領｢

特
別
活
動

学
校
行

事｣

で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
修
学
旅
行

は
、
教
育
課
程
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ

公益財団法人全国修学旅行研究協会
理事長（元全日本中学校長会会長）

岩瀨　正司

①
明
治
時
代
か
ら
始
ま
る
修
学
旅
行

は
、
日
本
全
国
の
学
校
で
実
施
さ

れ
、
ほ
ぼ
全
て
の
日
本
人
が
体
験

し
て
い
る
。

②
学
習
指
導
要
領
で
規
定
さ
れ
、
教

育
課
程
＝
授
業
の
一
環
と
し
て
実

施
さ
れ
る
修
学
旅
行
は
、｢

学
び

の
集
大
成｣

で
も
あ
る
。

③
コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
、
諸
物
価
の
高

騰
や
各
方
面
の
人
手
不
足
に
よ

り
、
修
学
旅
行
は
大
き
な
課
題
に

直
面
し
て
い
る
。

ポ
イ
ン
ト こ

れ
か
ら
の
修
学
旅
行
を

考
え
る
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る
授
業
で
あ
る
。
通
常
の
観
光
旅
行
や
家

族
旅
行
と
は
一
線
を
画
し
、
単
な
る
物
見

遊
山
や
親
睦
・
行
楽
旅
行
で
は
な
い
。
従
っ

て
、
修
学
旅
行
で
の｢

学
び｣

を
ど
の
よ

う
に
具
現
化
し
て
い
く
か
が
重
要
と
な

る
。特

別
活
動
は｢

な
す
こ
と
に
よ
っ
て
学

ぶ｣

の
が
方
法
原
理
で
あ
り
、
各
教
科
等

の
学
び
の
基
盤
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
育
成
を
目
ざ
す
資
質
・
能
力
の
視

点
と
し
て｢

人
間
関
係
育
成｣

｢

社
会
参

画｣
｢

自
己
実
現｣

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
勘
案
す
れ
ば
、
修
学
旅
行
こ
そ

ま
さ
に｢

学
び
の
集
大
成｣

と
し
て
最
も

適
切
な
実
践
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と

な
る
。

｢

生
き
る
力
を
育
む｣

こ
と
を
求
め
て
い

る
現
行
学
習
指
導
要
領
で
は
、｢

学
び｣

が

構
造
化
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、｢

何
を｣

学
ぶ
の
か
、｢

ど
の
よ
う
に｣

学
ぶ
の
か
、

そ
の
結
果｢

何
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

か｣

と
。
こ
の
視
点
を
修
学
旅
行
に
あ
て

は
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

●
何
を
学
ぶ
の
か
―
各
教
科
・
道
徳
・
総

合
の
既
習
事
項
の
確
認
・
整
理
・
習
得
・

実
践
・
知
の
総
合
化
、
修
学
旅
行
の
目

標
達
成

●
ど
の
よ
う
に
―
見
学
、
講
話
、
体
験
、

観
察
、
対
話
等
の
方
法
で
、
主
体
的
・

対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
践
（
※
）

●
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
―
各
学

校
の
教
育
目
標
、
求
め
て
い
る
生
徒
像
、

保
護
者
の
願
い
の
具
現
化

（
※
）｢

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び｣

を
筆
者
な
り
に
簡
略
化
す
る
と

●
主
体
的
―
自
分
自
身
が

●
対
話
的
―
自
己
、
師
友
、
現
地
や
旅
行

関
連
者
、
過
去
と
対
話
し

●
深
い
学
び
―
課
題
設
定
・
探
求
・
解
決

し
て
、
発
展
的
な
学
び
に
つ
な
げ
る

ま
た
、｢

教
科
横
断
的｣

｢

個
別
最
適｣

｢

協
働
的｣

な
学
び
、
あ
る
い
は
、｢

探
究｣

｢

キ
ャ
リ
ア｣

｢

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ｣

学
習
な
ど
の

場
と
し
て
も
最
適
で
あ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
後
、
修
学
旅
行
は
新
た
な
大

き
な
課
題
と
直
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

あ
た
り
ま
え
の
修
学
旅
行
が
あ
た
り
ま
え

に
実
施
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

１
点
め
は
、
諸
物
価
の
高
騰
。
全
て
の

物
価
が
高
騰
し
た
た
め
に
、
当
初
の
計
画

通
り
の
実
施
が
困
難
と
な
り
、
保
護
者
負

担
が
激
増
し
て
い
る
。
２
点
め
は
、
あ
ら

ゆ
る
業
界
・
職
種
の
深
刻
な
人
手
不
足
。

旅
行
会
社
の
入
札
辞
退
、
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー

の
確
保
困
難
、
学
校
か
ら
の
要
望
制
限

等
々
の
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
。
一
部
の

地
域
・
学
校
で
は
、
で
き
る
だ
け
安
く
、

近
く
で
、
短
く
実
施
す
る｢

安
・
近
・
短｣

の
傾
向
も
み
ら
れ
る
。

学
校
の
自
助
努
力
は
限
界
に
き
て
い
る
。

東
京
都
葛
飾
区
で
は
、
上
限
８
万
円
ま
で

の
修
学
旅
行
無
償
化
が
発
表
さ
れ
た
。
す

で
に
給
食
費
も
無
償
化
さ
れ
、
今
後
、
小

中
学
校
の
校
外
学
習
費
や
副
教
材
費
も
無

償
化
さ
れ
る
と
い
う
。
今
後
は
、
行
政
か

ら
の
強
力
な
支
援
（
補
助
金
等
）
が
切
に

望
ま
れ
る
。

現
職
の
中
学
校
長
時
代
、
第
２
学
期
末

に
３
年
生
全
員
と
面
談
す
る
の
が
慣
例
と

な
っ
て
い
た
。
高
校
入
試
の
面
接
練
習
も

兼
ね
て
い
た
が
、
普
段
生
徒
た
ち
と
接
す

る
こ
と
の
少
な
い
校
長
に
と
っ
て
は
、
生

徒
の
生
の
声
を
直
接
聞
く
こ
と
が
で
き
る

貴
重
な
機
会
で
あ
り
、
楽
し
い
ひ
と
と
き

で
も
あ
っ
た
。

そ
の
面
談
の
際
に｢

中
学
校
生
活
で
印

象
に
残
る
ベ
ス
ト
３
は
？｣

と
聞
く
と
、

ほ
と
ん
ど
の
生
徒
は
修
学
旅
行
を
挙
げ

る
。
中
学
校
生
活
３
年
間
約
１
０
０
０
日

の
中
の
わ
ず
か
二
泊
三
日
の
三
日
間
が
、

生
涯
の
貴
重
な
財
産
と
な
っ
て
い
る
。
た

か
が
三
日
間
、
さ
れ
ど
三
日
間
、｢

一
瞬
に

し
て
永
遠｣

の
三
日
間
が
修
学
旅
行
な
の

で
あ
る
。
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知っておきたい教育NOW 

こ
れ
ま
で
、
本
校
の
修
学
旅
行
は
、
概

ね
10
年
間
隔
で
行
き
先
を
変
更
し
て
き
た
。

２
０
１
３
年
か
ら
人
権
教
育
の
一
環
と
し

て
、
宮
城
県
南
三
陸
町
で｢
自
己
や
他
の

人
の
命
の
尊
さ｣

を
テ
ー
マ
と
し
て
実
施

し
た
修
学
旅
行
が
10
年
め
を
迎
え
た
た
め
、

10
年
後
を
見
据
え
、
全
国
各
地
の
修
学
旅

行
先
を
自
身
で
視
察
し
た
。

そ
の
過
程
で
、
２
０
２
２
年
、
全
国
の
公

立
中
学
校
で
5
万
７
０
０
０
人
以
上
の
中

学
生
が
航
空
機
を
利
用
す
る
中
で
、（
大
阪

府
約
10
％
、
滋
賀
県
約
20
％
）、
関
東
圏
は
、

航
空
機
の
利
用
率
が
極
め
て
低
い
こ
と
（
東

京
都
は
約
0.6
％
）。
航
空
２
社
の
団
体
割
引

を
活
用
す
る
こ
と
で
京
都
・
奈
良
並
み
の

料
金
で
実
施
で
き
る
こ
と
に
気
付
い
た
。

そ
こ
で
、
次
代
を
担
う
中
学
生
に
と
っ

て
よ
り
よ
い
修
学
旅
行
を
実
施
す
る
た
め

に
、
目
的
と
内
容
に
つ
い
て
教
職
員
と
多

様
な
視
点
か
ら
検
討
を
重
ね
て
き
た
。
修

学
旅
行
は
、
学
習
指
導
要
領
で
は
、
特
別

活
動
の
旅
行
・
宿
泊
的
行
事
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
お
り
、
多
様
な
他
者
と
協
働
す
る

中
で
、
集
団
活
動
の
意
義
を
理
解
し
、
合

意
形
成
や
意
思
決
定
を
図
り
な
が
ら
、
自

己
実
現
を
目
ざ
す
こ
と
を
大
き
な
目
標
と

し
て
い
る
。

改
め
て
、
修
学
旅
行
に
つ
い
て
考
え
て

み
る
と
、少
な
く
と
も
、人
間
、自
然
、文
化
、

歴
史
等
の
多
様
な
側
面
が
あ
る
。
生
徒
が

今
ま
で
学
ん
で
き
た
知
識
お
よ
び
技
能
を

活
用
し
、
集
団
の
中
で
仲
間
と
試
行
錯
誤

し
な
が
ら
実
生
活
の
課
題
の
解
決
を
図
る

活
動
で
、
中
学
校
教
育
に
お
い
て
、
学
び

の
集
大
成
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

本
校
は
、
東
京
都
人
権
尊
重
教
育
推
進

校
の
指
定
を
継
続
的
に
受
け
て
お
り
、
１

年
生
段
階
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
課

題
に
つ
い
て
学
び
、
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ

キ
ャ
ン
プ
を
始
め
、
民
族
音
楽
等
の
異
文

化
理
解
学
習
を
推
進
し
て
い
る
。
今
後
の

国
際
化
の
一
層
の
進
展
等
を
見
据
え
、
３

年
間
の
学
び
の
集
大
成
と
し
て
、｢

国
際

化
に
柔
軟
に
対
応
し
、
多
様
性
を
受
容
し

て
共
生
す
る
。｣

こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
て
、

２
０
２
４
年
か
ら
、北
海
道｢

ウ
ポ
ポ
イ（
民

族
共
生
象
徴
空
間
）｣

を
中
核
と
し
た
修
学

旅
行
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
、

二
泊
三
日
の
行
程
の
中
に
、
人
間
、
自
然
、

文
化
、
歴
史
の
実
体
験
を
ス
ト
ー
リ
ー
と

し
て
位
置
づ
け
計
画
を
作
成
し
た
。

修
学
旅
行
で
は
、
各
学
校
の
創
意
工
夫

に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
施

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
平
和
学
習
で
は
、

現
地
で
実
際
の
遺
構
や
遺
物
等
を
ま
の
あ

た
り
に
し
な
が
ら
、
語
り
部
の
か
た
か
ら

お
話
を
伺
う
な
ど
の
学
習
を
実
施
し
て
い

る
。
こ
の
際
、
学
校
と
し
て
留
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
生
徒
に
と
っ
て
、

消
極
的
・
受
動
的
・
一
方
的
な
体
験
と
な

ら
な
い
よ
う
に
、
実
体
験
（
実
感
を
伴
う

体
験
）
を
企
画
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
校
で
は
、
人
間
、
自
然
、
文
化
、

歴
史
の
内
容
を｢

積
極
的
（Positive

）｣｢

活

౦ژ࿅അཱ۠։ਐୈೋ中学校

校長　　ӳҰ

①
学
び
の
集
大
成
と
し
て
の
修
学
旅

行「
国
ࡍ
Խ
に
ॊ
ೈ
に
ର
Ԡ
し
、
ଟ
༷

ੑ
を
ड
༰
し
て
ڞ
ੜ
͢
る
」

②
༨
ӆ
が

る

ւ
ಓ
修
学
旅
行

「
ੜ
ె
一
人
一
人
が
ま
ͨ
行
ỳ
て
Έ

ͨ
い
と
ࢥ
͏
実
体
験
を
͢
る
」

③
修
学
旅
行
の
̥
̙
̘
̖
α
Π
Ϋ
ϧ

「
̥
ࣄ
લ
学
習
ˣ
̙
実
体
験
ˣ
̘

ま
と
Ί
ˣ
̖
ൃ
ද
͓
よ
び
ৼ
り
ฦ

り
」

ポ
イ
ン
ト 令

和
の
北
海
道
修
学
旅
行
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動
的
（Active

）｣｢

双
方
向
（Tw

o-w
ay

）｣

を
合
い
言
葉
に
、
実
体
験
を
通
し
て
生
徒

一
人
一
人
が｢

ま
た
、
行
っ
て
み
た
い
。｣

と
い
う
余
韻
が
残
る
よ
う
な
北
海
道
修
学

旅
行
に
な
る
よ
う
に
次
の
よ
う
に
計
画
し

た
。Ұ


Ί

学
校
（
バ
ス
）
→
羽
田
（
航

空
機
体
験
❶
）
→
新
千
歳
→
ウ
ポ
ポ
イ
（
共

生
❷
）
→
支
笏
湖
（
丸
駒
温
泉
→
秘
湯
❸

→
北
海
道
膳
❹
）

ೋ

Ί

支
笏
湖
（
遊
覧
船
❺
）
→
札

幌
（
班
行
動
❻
）
→
夕
食
（
ジ
ン
ギ
ス
カ

ン
❼
）
→
札
幌
（
ホ
テ
ル
泊
）

ࡾ

Ί

朝
食
（
海
鮮
バ
イ
キ
ン
グ
）

→
北
海
道
開
拓
の
村
（
案
内
・
説
明
見
学
❽
）

→
新
千
歳
（
航
空
機
体
験
）
→
羽
田
→
学

校
（
バ
ス
）

̥

ࣄ
લ
ֶ
श

生
徒
に｢

ま
た
、
行
っ
て
み
た
い
。｣

と

余
韻
が
残
る
修
学
旅
行
を
実
施
す
る
た
め

に
は
、
事
前
学
習
が
極
め
て
重
要
に
な
る
。

そ
こ
で
、
１
年
生
時
、
夏
休
み
に
実
施
す

る
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
キ
ャ
ン
プ
で
十
か
国

以
上
の
講
師
の
か
た
と
英
語
を
通
し
て
交

流
し
、
異
文
化
を
理
解
す
る
き
っ
か
け
と

す
る
。

そ
し
て
、
２
年
時
に
は
人
権
課
題｢
外

国
人｣

に
つ
い
て
道
徳
で
学
び
、
自
他
の

大
切
さ
を
認
め
る
と
い
う
人
権
尊
重
の
理

念
を
意
識
づ
け
る
。
今
年
度
は
２
回
め
の

北
海
道
修
学
旅
行
に
向
け
て
、｢

ア
イ
ヌ
の

人
々｣

に
つ
い
て
、
動
画
を
通
し
て
学
び

発
表
し
た
う
え
で
、（
公
財
）
ア
イ
ヌ
民
族

文
化
財
団
に
来
校
を
依
頼
す
る
。
ア
イ
ヌ

に
ル
ー
ツ
の
あ
る
、
都
内
近
郊
に
住
む
30

代
か
ら
70
代
の
か
た
が
た
か
ら
民
族
差
別

に
つ
い
て
体
験
談
を
直
接
伺
い
と
も
に
伝

統
舞
踊
を
踊
り
、
そ
の
後
、｢

共
生｣

に
つ

い
て
、
双
方
向
で
考
え
る
。

３
年
時
に
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
文
化
財
団

を
通
し
て
、
５
月
に
迫
っ
た
修
学
旅
行
を

前
に
し
て
、｢

ウ
ポ
ポ
イ
（
民
族
共
生
象
徴

空
間
）｣

は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
と
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
場
所
な
の
か
、
生
徒
か
ら
の

素
朴
な
質
問
を
通
し
て
双
方
向
で
考
え
る

学
習
を
行
う
。
ま
た
、
国
際
化
に
柔
軟
に

対
応
す
る
き
っ
か
け
と
し
て
、
空
港
に
は

Ｃ
Ａ
や
パ
イ
ロ
ッ
ト
以
外
に
、整
備
、清
掃
、

搭
乗
手
続
き
、
荷
物
等
、
多
様
な
業
務
に

あ
た
る
ス
タ
ッ
フ
が
、
全
員
の
チ
ー
ム
ワ
ー

ク
で
空
港
の
安
全
性
や
お
も
て
な
し
が
成

り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
Ｐ
Ｍ
動
画
で
学
び
、

意
識
づ
け
る
。

そ
れ
以
外
に
も
、
支
笏
湖
の
自
然
、
札

幌
の
班
行
動
、
北
海
道
開
拓
に
つ
い
て
調

べ
る
際
に
、
①
い
ち
ば
ん
行
き
た
い
場
所

と
理
由
を
明
確
に
す
る
。
②
事
前
調
査
の

予
想
と
現
地
で
の
実
体
験
を
比
較
検
証
す

る
。
③
理
由
を
明
確
に
し
て
テ
ー
マ
を
設

定
し
、
事
前
調
査
で
仮
説
を
立
て
る
。
実

体
験
を
通
し
て
考
察
し
、
考
え
方
の
変
容

を
考
え
る
等
、
生
徒
の
実
情
や
興
味
・
関

心
に
応
じ
て
課
題
を
設
定
す
る
。

̙

࣮
ମ
ݧ

事
前
学
習
を
踏
ま
え
て
、｢

積
極
的

（Positive

）｣｢
活
動
的
（Active

）｣｢

双
方

向
（Tw

o-w
ay

）」
を
合
い
言
葉
に
、
二
泊

三
日
で
計
画
し
た
学
び
の
ス
ト
ー
リ
ー
の

中
で
、
仲
間
と
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
活
動

す
る
。
そ
し
て
、
事
前
学
習
で
準
備
し
た

①
～
③
に
つ
い
て
、
五
感
を
研
ぎ
澄
ま
し

て
実
体
験
し
、
自
分
の
予
想
や
仮
説
と
比

較
検
証
を
す
る
。

̘

·
ͱ
Ί

現
在
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
簡
単

に
北
海
道
の
情
報
や
映
像
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
時
代
だ
か

ら
こ
そ
、
実
体
験
し
て
感
じ
た
こ
と
を
自

分
の
言
葉
で
相
手
に
伝
え
る
こ
と
が
一
層

求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
自
分
か
ら

一
方
的
に｢

伝
え
る
話｣

か
ら
、
聞
き
手

の
立
場
を
考
え
て
、
双
方
向
で
わ
か
り
や

す
く｢

伝
わ
る
話｣

に
す
る
こ
と
を
テ
ー

マ
と
す
る
。

そ
の
た
め
、
自
分
が
選
択
し
事
前
学
習

で
準
備
し
た
①
～
③
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ま

え
て
説
明
す
る
こ
と
を
重
点
目
標
と
す
る
。

̖

ൃ
ද
͓
Α
ͼ
ৼ
Γ
ฦ
Γ

北
海
道
の
大
自
然
の
中
で
、
三
日
間
仲

間
と
協
働
し
て
活
動
し
、
空
港
や
航
空
機

へ
の
理
解
を
深
め
る
。
ウ
ポ
ポ
イ
等
に
お

け
る
実
体
験
を
通
し
て
、
多
様
性
を
受
容

し
て
共
生
す
る
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
。

そ
し
て
、
学
び
の
集
大
成
と
し
て
自
分
の

考
え
方
に
影
響
や
変
容
が
あ
っ
た
の
か
を

振
り
返
り
、
後
輩
た
ち
に
伝
え
る
。
生
徒
に

｢

ま
た
、
行
っ
て
み
た
い
。｣

と
余
韻
が
残
る

修
学
旅
行
を
今
後
も
企
画
し
て
い
く
。

北海道હ（จ化）

ൿ౬体ݧ（自然）

։のଜ（ྺ࢙）

ジンΪスカン（จ化）

ಈ（人ؒ）ߦຈ൝ࡳ

༡ཡ（自然）ބᝇࢧ

 ウポポイ（人ؒ）

（จ化）ݧ体ػۭߤ⁞
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ݱͱͱʹɺू·ͬͨࣸਅ͕ੜͷۙ͏ئҭͬͯ΄͍͠ɺͱʹࡐ
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͍͟͝ݶ੍ʹ֨ࢿࣸਅืूதͰ͢ɻίϯςετͷԠืࡏݱ

·ͤΜɻۀࣄͷझࢫΛ͝ཧղ͍͖ͨͩɺ
ଟ͘ͷ͔ͨͷ͝Ԡืͱɺੜࢢͷ
͝དྷ๚Λ͓͍͓ͪͨͯ͠Γ·͢ɻ

ۙڮ্ਫ新ງۄ˔

˔国道Ԋ͍のళ֗
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ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹੜࢢ৺͔Β �� LN ʹҐஔ͠ɺਓޱ ����� ਓɺೆ � LNɺ౦ � LNɺɹ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ໘ੵ ����� LN� ͷίϯύΫτͳ֗Ͱ͢ɻੜࢢશҬͷ̍�� ΛΊΔࡏถ܉ԣాج͕͋Γɺ
ɹɹɹɹɹɹɹɹଟࠃ੶ɺଟจԽͳ֗ͱͯ͠ΒΕ͍ͯ·͢ɻ
ɹɹɹɹ͜ͷଟจԽͳ֗ɾੜͰɺࢠͲͨͪͷڷѪৢͱɺྺ࢙తɾจԽతͳੜࢢͷ෩ܠΛະདྷʹ͑Δ
ɹɹ͜ͱΛతʹɺࢢެֶཱߍʹ௨͏શࣇಐɾੜె͕ࢀՃ͢Δ『ʙྩͷهԱɾهϓϩδΣΫτʙ
ɹɹ｢ະདྷʹ͍ͨ͠ੜͷ෩ࣸܠਅίϯςετ｣ʱΛاը͠·ͨ͠ɻ

ɹɹɹɹɹ
福生市教育委員会　教育部　生涯学習推進課長 菱

ひし

山
やま

栄
えい

三
ざぶ

郎
ろう　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　 　
　　　　　　

ੜࢢʹখֶߍ̓ߍɺதֶߍ̏ߍɺશ �� Γɺ͕͋ߍͷެֶཱߍ ���� ໊ͷࣇಐɾੜె͕௨͍ͬͯ·͢ɻฏ �� 
ͷੜୈ࢛খֶߍΛൽΓʹɺྩ̎·Ͱʹશ �� ΛਂΊɺҬͱܞίϛϡχςΟɾεΫʔϧͱͳΓɺҬͱͷ࿈͕ߍ
ͱʹ͋Δֶͮ͘ߍΓΛਪਐ͖ͯ͠·ͨ͠ɻҬͷ͔͕ͨͨΛத৺ʹɺ֤ߍ �� ໊ɺશ ��� ໊ͷίϛϡχςΟɾεΫʔϧҕ
һֶ͕ߍӡӦʹࢀը͍ͯ͠·͢ɻ

ʮ͍ͭͰɺͲ͜ͰɺԿͰʯɻੜࢢͷࣇಐɾੜె͕ି༩͞Ε͍ͯΔֶश༻ػJ1BEΛ׆༻͢ΔͨΊͷ߹͍ݴ༿Ͱ͢ɻ
͜ͷػ-5&ػͰɺ՝ڀՈఉֶशͳͲɺ͍ ͭͰͲ͜Ͱɺௐֶश௨৴Λ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖·͢ɻࢠͲͨͪɺ
·ΔͰ͓ؾʹೖΓͷจ۩Λѻ͏Α͏ʹɺۙʹར༻͍ͯ͠·͢ɻ
͜ͷΑ͏ͳֶशڥͷதɺࢠͲͨͪͷֶͼΛਂΊΔͱͱʹɺڷѪΛҭΉ͜ͱΛతʹɺྩ݄͔̒̓Β̍ؒ

ͷࣸਅίϯςετ͕࢝·Γ·ͨ͠ɻ

ʰʙྩͷهԱɾهϓϩδΣΫτʙʮະདྷʹ͍ͨ͠ੜͷ෩ࣸܠਅίϯςετʯɦ ɺྩ
̒ɺ̓ͷ͔̎Ͱ࣮͢ࢪΔɺ৽͍͠ۀࣄͰ͢ɻ̒ੜࢢͷ෩ࣸܠਅΛืूɺ
̓Ԡื͞Εͨࣸਅͷ৹ࠪͱɺੜڷࢢࢿྉࣨͰͷࣸਅలͷ։࠵ɺࣸਅਤͱֆ༿ॻͷ
Λ༧ఆ͓ͯ͠Γ·͢ɻߦൃ
ืू͢Δࣸਅɺ࣍ͷ̎෦Ͱ͢ɻ
ʢ̍ʣখதֶੜ͕બͿະདྷʹ͍ͨ͠ੜͷ෩ܠʢॴࢦఆ෦ʣ
ʢ̎ʣࡱӨऀ͕͏ࢥະདྷʹ͍ͨ͠ੜͷ෩ܠʢࣗ༝෦ʣ
Ԡืؒظɺྩ݄̒̔ �ʙྩ݄̓̓ �� ·Ͱͷ̍ؒͰɺྩݩҎ߱ͷࡱӨ

ࣸਅԠืՄͰ͢ɻԠื͕ؒظ͍ͷɺંق࢛ʑͷ෩ܠɺ͓ࡇΓɺ֤छΠϕϯτͳͲɺࢢ
ͷ̍ؒͷ͞·͟·ͳ෩ܠΛࡱӨରͱ͢ΔͨΊͰ͢ɻ

ҭͷΈͳΒͣɺੜֶ֔ڭߍ୲͍ͯ͠·͢ɻֶ͕ࡒҭҕһձੜֶ֔शਪਐ՝จԽڭࢢճͷࣸਅίϯςετɺੜࠓ
शͷࢹ͔Βɺίϯςετʹେ͖ͳૂ͍͕̎͋Γ·͢ɻ
̍ɺࢢͷશࣇಐɾੜెʹࣸਅίϯςετʹؔΘͬͯΒ͏͜ͱͰɺੜͱ͍͏ڷͷѪண৺Λৢ͢Δ͜ͱͰ͢ɻ

ੜࢢʹɺԣాجपลͷ༸ͷ෩ܠͱɺ࣌ށߐ͔Βଓ͘ೋͭͷञͷ෩ܠɺۄ্ਫଟຎͷ๛͔ͳࣗ
વͷ෩ܠɺࣾࣉֳྺ࢙తͳݐͱ͍ͬͨڷͷಛ৭͋Δ෩͕͋ܠΓ·͢ɻͦ͜Ͱɺࢢͷશࣇಐɾੜెʹɺࣗͨͪ
ग़͍ࢥΒ༑ୡΈΜͳͰ༡ΜͩެԂɺ͔ࠒɺྫ͑ɺখ͍͞ܠͷ෩ࢢΔੜ͑ߟɺͱ͍ͨ͠ʹɺকདྷ͍ͨ͠ʹੈޙ͕
ͷॴɺେͳॴͳͲΛɺࡱӨॴͷީิͱͯ͠ɺͦͷཧ༝ͱͱʹબఆͯ͠Β͍·ͨ͠ɻͦΕ͕ɺԠืࣸਅͷॴ
ʯͰ͢ɻܠੜͷ෩͍ͨ͠ʹఆ෦ʮখதֶੜ͕બͿະདྷࢦ
͏̍ɺԠื͞Εͨྩॳظͷ෩ࣸܠਅΛɺকདྷతͳ࢙ࢢฤ͞ΜۀࣄͳͲʹ׆༻͢Δɺڷͷྺࢿ࢙ྉͱ͢ΔͨΊ

『～令和の記憶・記録プロジェクト～
「未来に残したい福生の風景写真コンテスト」』
－全てはふっさっ子の未来のために－

˔ࣸਅίンテストポスター
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ฏ �� ͔ΒʮߕभࢢςΟʔνϟʔζϊʔτʯΛ࡞͠ɺ
ֶशࢦಋཁྖվగྩͷຊڭߍֶܕҭͷ࣮͚ͯʹݱɺͦͷ
ݟ͠େ͖͘վగΛ͖ͨͯͬߦɻ͜ͷϊʔτߕभࢢͷڭ৬
һ͕ϓϩδΣΫτͷऔΓΈ༰ΛશһͰڞ༗͠ɺֶ͕ߍओମͱ
ͳͬͯߕभࢢͷࢠͲͨͪͷڭҭ׆ಈʹ͋ͨΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ
͏ɺඞཁͱͳΔ༰Λऩͨ͠ͷͰ͋Δɻऩ͞Ε͍ͯΔऔ
༰Λֶ֤ߍͰ׆༻͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺશֶߍɺֶڃʹ͓͍ͯҰ
ఆͷڭҭਫ४ͷ֬อΛਤΔͱͱʹɺࣇಐੜెଆʹ͕ࣗओମ
ͱͳΔֶͼͱϕΫτϧΛ͔ΘͤͯΏ͘ͶΒ͍͕͋Δɻ
ςΟʔνϟʔζϊʔτͷ࣮ફ༰ΛΑΓิ͢ڧΔܗͰɺ༗ࣝऀ
Λটᡈͯ͠ͷݚम̐ճ͍ͯͬߦΔɻࡢɾࠓɺૣҴ
ాେֶڭतɾՏଜໜ༤ઌੜɺ౦ֶܳژେֶڭतɾڮߴ७ઌੜɺࢁ
སେֶ।ڭतɾࡾҪҰرઌੜɺ্ӽڭҭେֶڭतɾࡔਅೋઌੜɺय़Ҫߴཱࢢதֶߍɾখ৾ઌੜɺय़Ҫཱࢢ౻
৬ڭಇతͳֶͼʹ͍ͭͯͷશڠదͳֶͼͱ࠷ผݸΓɺͮ͘ڃӦͱֶܦڃઌੜʹ͝དྷ๚͍͖ͨͩɺֶوܚٱɾߍখֶࢁ
һݚमΛͨͬߦɻϊʔτͷ׆༻ͱݚमɺͱʹڭһͷ࣭ࢿɾྗͷ্ʹͭͳ͕͍ͬͯΔɻ

(*("ͷඪ४༷ʹؚ·Ε͍ͯΔ൚༻తͳιϑτΣΞͱΫϥυڥΛेશʹ׆༻͠ɺࣇಐੜెͷใ׆༻ྗ
ͷҭΛਤΓͭͭɺݸผ࠷దͳֶͼͱڠಇతͳֶͼͷҰମతͳॆ࣮ߍ%9Λ͍ߦɺશྫࣄʹࠃΛల։͢ΔͨΊͷʠϦʔ
σΟϯά%9εΫʔϧʡɻߕभཱࢢԘࢁೆখֶߍͱԘࢁதֶߍͦͷࢦఆߍʹͳ͓ͬͯΓɺࢢͷখதֶߍɺͦͯ͠ݝ
֎ͷԣల։Λ͖ͨͯͬߦɻֶ%9ߍઓུΞυόΠβʔͷࢁསେֶ।ڭतͷࡾҪҰرઌੜʹ̎ؒʹΘͨΓɺΞυόΠ
βʔͱͯ͠ࢦಋॿݴΛ͍͖ͨͩɺतۀͷֶ࣭ͼͷ࣭ΛߴΊ͍ͯΔɻ
ߍ͠ࢹΛߍͷઌਐࠃͷΠϝʔδ͕Θ͔ͣɺྀۤ͢Δ໘͕͋ͬͨɺશۀͲओମͷतࢠͳͬͯ̍Ίʹߍఆࢦ
ʹؐྲྀ͢Δ͜ͱͰঃʑʹतۀͷΠϝʔδํ๏Λͭ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ
ͷࢢभߕ $IBU εϖʔεͰɺ֤͕ͭߍͳ͕ͬͯใͷଈڞ࣌༗͕Ͱ͖͍ͯΔ΄͔ɺใͷूੵॴͱͯ͠ߕभࢢ *$5α
ΠτΛ։ઃ͠ɺࢢͷઌੜ͕͍ͭͰɺͲ͜Ͱ͖ͳλΠϛϯάͰ༗ࣝऀͷࢿྉઌਐߍͷतۀಈըΛࢹௌՄʹ͠
ͨɻઌਐߍͷখֶߍֶ͔Βதֶߍ·Ͱͷޠࠃɺࣾձɺࢉɾֶɺ
ཧՊͷतۀಈըΛ �� ຊఔɺࢢͷઌੜ͕ڞ༗Ͱ͖ΔڥઃఆΛͬߦ
͍ͯΔɻ
̎ΊΛܴ͑ͨࠓɺઌਐ͔ߍΒֶΜ͔͍ͩ͋ΓɺֶߍࢠͲ
ͷ࣮ଶʹ߹ΘͤͨࢠͲओମͷत͕ۀల։Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ·ͨɺ
ֶͿཱ͔Βࢢʹൃ৴͢ΔཱͱͳΓɺࢢͷઌੜ͕͕ͨશΫϥεͷ
तۀΛݟΒΕΔΑ͏ʹϓνެ։तۀͨͬߦɻࢢͷઌੜ͕͕ͨܰؾʹ
ͰߍɺͲͷֶͤ͞ٴʹߍΛֶͼɺ͞ΒʹࣗͷֶۀͲओମͷतࢠ
ࢠͲओମͷतߦ͕ۀΘΕΔͱ͍͏॥ΛੜΈ͍ͩͯ͠Δɻ

దな学ͼ࠷ผݸ˔ ˔学ߍ %9 ઓུΞυόイザー・ࡾ井Ұرઌ生の指ಋ

˔全৬員研मɹՏଜໜ༤ઌ生

ࢢ州ߕ˔ *$5 サイト

● リーディングDXスクール指定校の取組と市内各校の授業実践の共有



教育出版 Educo No.66 1011 教育出版 Educo No.66

甲州市「夢をかなえる学び」の
　　　　　　　　　　　プロジェクトの推進

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹࢁསߕݝभࢢͷશ小தֶߍɺຊ教育ڠֶձʢ+"&5ʣ͔Β ใԽߍֶ｣
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ༏ྑߍ｣ ͷೝఆΛड͚ɺさΒʹߕभࢢ ｢ใԽઌਐҬߍֶ｣ ʹೝఆさΕ͍ͯΔɻ
ɹɹɹɹɹɹɹɹҾ͖ଓ͖ *$5 Λֶशج൫ͱͯ͠ݸผ࠷ద͔ͭڠಇతͳֶͼΛಘΒΕΔ l ۀͲओମͷतࢠ z
ɹɹɹΛਐΊΔͱͱʹɺࠓ৽ͨʹ ｢ເΛ͔ͳ͑Δֶͼ｣ ͷϓϩδΣΫτΛελʔτさͤͨɻɹɹɹɹɹ

　　　　　山梨県甲州市教育委員会　指導主事 那
な

須
す

栄
えい

樹
き　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

ҭҕһձͰɺฏڭࢢभߕ ��  �� ݄ΑΓʮߕभࢢʰ͔֬ͳֶྗʱҭϓϩδΣΫτҕһձʯΛൃ͠ɺʮਓͮ͘Γʯ
Λج൫ͱͨ͠ڭҭ׆ಈΛਪਐ͖ͯͨ͠ɻ͔ۙ͠͠ͷࣾձͷܹٸͳมԽɺՁ؍ͷଟ༷ԽɺϥΠϑελΠϧͷมԽΛ
౿·͑ɺࣇಐੜె͕ࣗΒ͍͠ເΛ͔ͳ͑ɺΣϧϏʔΠϯά͕࣮ݱͰ͖ΔΑ͏ɺࢠͲ͕ओޠͷࣗΒ՝ʹऔΓΉҙ
ཉͷҭɺੑݸΛڭ͔͢׆ҭͷॆ࣮ͱసͨ͠ɻ

ᶃ�『ͬͯΈΑ͏』˰ ｢͑ͬͲ͏ͯ͠ʁ｣ ｢ղܾ͍ͨ͠ʂ｣ ɺϫΫϫΫ͢Δ学शࢿྉύϑΥʔϚϯε՝͔ΒΊ͋
ͯΛࣗΒઃఆ͢Δ͜ͱɻ

ᶄ『લ͖ʹ』˰ࣗͷϖʔεͰࣗΒใΛ͔ͭΜͰੵΈॏͶɺ͑Λ͍͚ͯͭ͘͜ݟͱɻ
ᶅ�『ࣗΒ͘͠』˰ࣗʹ͋ͬͨΓํͰࣗݾબɾܾࣗݾఆ͠ͳ͕Βཧɾੳͯ͠ใΛͭͳ͛ࣗͷ͑ߟΛ
Δ͜ͱɻ

ᶆ『͋Γ͕ͱ͏』˰༑ୡͲ͏͠ͷΞτϓοτ͕ࣗͷ͑ߟΛΊɺߴΊͯ͘ΕΔ͜ͱɻ

͜ΕΒΛ௨͠ ʮͯເΛ͔ͳ͑ΔͨΊʹੜ֔ʹΘֶͨͬͯͼଓ͚Δࢿ ɾ࣭ྗʯͷҭΛཧ೦ͱֶͨ͠ͼΛਪਐ͍ͯ͠Δɻ

˔ 3� ເをかな͑る生ͼのϓロジΣクト֓ཁ



　　　中

田野畑村では、｢未来へ吹く風を共につくる～人と
自然が織りなす心豊かな協働の村～」の考えのもと、
幼小中連携により｢子どもは地域の宝」として｢スケー
ルメリット」｢エリアメリット」の特性を活かし、地
域との連携・協働の中で社会性を育む教育を進めて
います。
その中核が、小中９年間を貫く田野畑の ｢魅力と
強み」を最大限に活かした学び ｢田野畑学」です。今
年度から特に意識していることは、イノベーション
とアントレプレナーの視点からの田野畑学の展開に
よる豊かな人格の形成という点です。今年度は、本
村と60年にわたる交流の歴史をもつ早稲田大学の学
生による関わりを強め、中学生が取り組む ｢仮式会
社Comaru」（日本最大の一揆である三閉伊一揆で用
いられた ｢小

こ
〇
まる
」が由来）という活動において、大学

の授業とのコラボレーションによる企画運営提案の
形で学生に参画してもらい、身近な憧れの存在とし
て教育活動に大きく貢献してもらっています。
このことは、中学生の学びに広がりと深まりをも
たせるとともに、教職員の創造的な面の向上等、取
組のクオリティ向上にもつながり、また学生にとっ
てもこれからの地方創生のあり方の研究のフィール
ドワークの機会になっています。地域のみならず関
係機関も巻き込み、学びを豊かなものにしていくさ
まざまな工夫を考え進めています。
同じような大学との連携には、アメリカのアーラ
ム大学とも50年以上の交流があり、毎年 ｢国際交流
キャンプ」を実施するなど国際理解教育と英語教育
の充実にも取り組んでいます。
三陸海岸、ジオパーク、英国タイムス紙で紹介され
たみちのく潮風トレイル等、学習素材としての大きな
魅力を有する ｢地の利」と、小規模だからこそのフッ
トワークの軽さと身近な関係性を活かし、人と人との
つながりを重視した教育の展開を通して、児童生徒
と大人がともに学び豊かに生活するウェルビーイン
グの創出を目ざしていきたいと考えています。

ふるさとに愛着を抱き、
人間性豊かな人材の育成

田野畑村教育委員会　教育長 藤岡　宏章港区教育委員会　学校教育部長 吉野　達雄

港区は、世界一幸せな教育都市を目ざしています。
これまで、国際理解教育を推進するために、区独自
に小学校では１年生から国際科を週２時間、中学校
では外国語の授業に加えて英語科国際を週１時間設
定するとともに、幼小中全てに外国人講師を配置し、
英語でのコミュニケーションや自国や他国の歴史や
文化を学んでいます。また、どの自治体よりも先駆
けて一人１台のタブレット端末を配置し、現在は複
線型授業を通した自由進度学習に取り組んでいると
ころです。他にも小学校１年生の各学級に補助教員
を配置、中学校３年生におけるシンガポールへの海
外修学旅行、全ての部活動へ部活動指導員の配置な
ど先進的な施策を多く実施してきました。これらに
は多くの経費を投じる必要がありますが、予算を計
上しなくても柔軟な発想による施策で、学校を変え
ることができます。例えば、小学校における教科担
任制の実施、働き方改革としての３週間の閉校日と
テレワークの実施などがあります。
港区では来年度から ｢小学校１年生におけるプレ
クラス制度｣ の導入を目ざしています。プレクラス
制度とは、入学後の１ヶ月間程度、仮の学級で運営
する方法のことです。期間中は学級担任を固定せず、
複数の教員の目で児童の実態把握に努め、プレクラ
ス期間経過後、児童の実態に応じて学級を再編制し、
正式な学級での運営をスタートします。第１学年担
当の全教員・講師がプレクラス期間中に、全児童に
関わることで、期間後の運営において、組織的なフォ
ローを迅速に行うことができます。また児童にとっ
て、学級担任以外の教員も顔なじみになり、いろん
な教員に相談でき、安心して学校生活を送る環境づ
くりにもつながります。
ここまでの施策に興味のあるかたはぜひ連絡をく

ださい。一緒に教育施策について語り合いませんか。

柔軟な発想で学校を変える
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　　全国各地のさまざまな取組を紹介します。



　　　中

　　

生徒指導上の課題や不登校生徒の増加、特別な支
援を必要とする特性をもった生徒の増加など、多様
化かつ複雑化した学校の課題の解決が急務となっ
ています。これらの課題を解決することで誰にとっ
ても安全安心な学校とするためには、教職員の協
働体制を強化することが重要と考え、本年度から 1・
2学年においてチーム担任制を、3学年において複
数担任制を導入しました。
チーム担任制には、先進校の事例から ｢異なる

多くの視点で生徒を見守ることができる｣ʮ生徒指
導上の問題について、適材適所で指導体制を組む
ことができる｣ ｢生徒にとって相談しやすい先生を
選ぶことができる｣ などのメリットが報告されて
います。
1学期末に行った生徒アンケートでは、｢多くの

先生とたくさんの話ができるようになった｣ ｢相談
できる先生を選べる｣ など肯定的な回答が多かっ
たのですが、｢先生によってやり方が違って戸惑う｣
などの意見もみられました。
複数の担任による協働体制で学級を経営してい

くためには、生徒理解を深めるためのシステムが
必要であると考え、｢Yui Connection｣ が開発した
小中学校学級支援システム ｢結- EN｣ も併せて導
入しました。このシステムは課題を抱える生徒に
接する教員が生徒の特性を知るための質問紙に回
答することで、生徒の行動傾向が明らかになると
ともに、課題解決のための教育プランが提案され
ます。このことで、生徒指導に関する会議の焦点
が生徒の情報交換から具体的な指導方針の明確化
にシフトすることができました。
複数の教員が担任を担当するチーム担任制にお

いて、特性をもった生徒の指導方針の共有化が図
られるため効果が高いと感じます。今後は、チー
ム担任制と ｢結- EN｣ の運用の工夫によって、生
徒の抱える課題の解決に迫るとともに、業務の軽
減を図っていきたいと考えています。

飯塚市立飯塚第二中学校　校長 古
ふる

野
の

　守和 寺尾　　光正一般社団法人
しずおかBukatsuDOクラス　代表理事

静岡市では学校部活動にかわる新しい地域クラブ
｢シズカツ｣ を構築し部活動改革を始めています。
これに呼応し、元校長らが ｢しず部｣ を 2022 年
８月に設立、2023 年度より本格活動を開始しまし
た。歌うた部やギター部など文化系部活動を中心に、
大道芸部やプラモデル部など、これまでにない部活
動により生徒の選択肢を増やし、部活動を充実させ
ています。みんなが笑顔になり、幸せを感じる活動
の輪が広がっています。
● ｢しず部｣ の目標
自分らしく（主体性）、夢にチャレンジし（可能性）、
　出会いに感謝する（社会性）
● ｢しず部｣ の特色
　①理事・顧問として、元校長５名が中心となり設
　　立した法人が運営。理事は各部のマネージャー
　　としても顧問に伴走
　②顧問が大自慢。その道のプロ・教育者が専属顧問
　③初心者や他の部活（学校部活動）との二刀流（掛
　　けもち）を大歓迎
　④保護者会や部費管理等の保護者負担なし　　　
　⑤学校や関連機関と連携が広がり、活動がより充
　　実。 後援：静岡市PTA連絡協議会　協力：静岡
　　市（プラモデル振興係）、静岡大学関係研究室、
　　包括連携：NPO法人しずおか音楽文化支援協議
　　会 他
　⑥中学生を中心に、希望
　　により、小学生から高
　　校生まで参加
●現在の活動
・月３回程度、土日に３時間以内/１回（平日は部
　　により動画等で自主活動）
・会場　静岡市内中学校
・ イベント等への参加　静岡まつり、みなと祭り、
高齢者施設訪問、大道芸フェスティバル、静岡市
PTAフェスティバル、町内会夏祭り、他　地域オ
ファー多数

部活動改革チャレンジ中
「しず部」
♯各地のチャレンジャーとつながりたい

「チーム担任制」と「結 -EN」
の導入

HP       Instagram
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�
0
0
人
を
超
え
る
よ
う
に
な
り
、
令
和
２
年
に
大
き

く
増
加
し
て
�
0
0
人
を
大
き
く
超
え
た
。
そ
の
後
、

令
和
４
年
に
は
統
計
開
始
以
来
最
多
の
�
1
�
人
と
な

り
、
令
和
５
年
は
そ
れ
に
次
ぐ
�
1
�
人
と
、
小
中
高

生
の
自
殺
者
数
は
高
止
ま
り
し
て
い
る
。

ま
た
、
(7
の
10
歳
代
の
自
殺
死
亡
率
の
推
移
を
み
る

と
、
2
0
2
0
年
で
は
日
本
が
最
も
高
い
値
と
な
っ
て

い
る
。
子
ど
も
・
若
者
の
自
殺
に
つ
い
て
は
、
不
登
校

と
似
た
推
移
で
あ
り
、
2
0
1
0
年
代
の
途
中
か
ら

心
配
な
状
況
で
あ
っ
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
さ
ら
に

深
刻
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
（
自
殺
に
つ
い
て
の
デ
ー

タ
は
厚
生
労
働
省
『
令
和
６
年
版
自
殺
対
策
白
書
よ

り
』）。

コ
ロ
ナ
禍
と
課
題
増
加
の
タ
イ
ミ
ン
グ

ま
と
め
る
と
、
以
前
か
ら
増
加
傾
向
に
あ
り
、
コ
ロ

ナ
禍
に
急
増
し
た
も
の
（
小
中
学
生
の
不
登
校
、
小
中

高
生
の
自
殺
）、
コ
ロ
ナ
禍
に
増
加
に
転
じ
た
も
の
（
高

校
生
の
不
登
校
）、
コ
ロ
ナ
禍
後
半
（
令
和
４
年
以
降
）

に
増
加
に
転
じ
た
も
の（
少
年
犯
罪
）、コ
ロ
ナ
禍
に
い
っ

た
ん
減
少
し
そ
の
後
増
加
し
た
も
の
（
い
じ
め
認
知
件

数
）
な
ど
が
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
前
よ
り
、
子
ど
も
を
取

り
巻
く
状
況
の
変
化
は
少
し
ず
つ
、
あ
る
い
は
急
激
に

起
こ
っ
て
お
り
、そ
れ
に
よ
っ
て
「
人
」
と
「
人
」、「
人
」

と「
モ
ノ
」と
の
つ
な
が
り
や
連
な
り
が
変
わ
っ
て
き
た
。

そ
う
し
た
変
化
が
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
増
幅
・
変
化
し
、

子
ど
も
や
大
人
に
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

次
号
で
は
こ
の
よ
う
な
状
況
と
課
題
と
の
関
係
に
つ
い

て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

松
尾
直
博
（N

aohiro M
astuo

）

筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
心
理
学
研
究
科
修
了
。
自
治

体
の
発
達
相
談
心
理
判
定
員
や
母
子
保
健
セ
ン
タ
ー
の
心

理
判
定
員
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な
ど
を
務
め
る
。

公
認
心
理
師
、
臨
床
心
理
士
、
学
校
心
理
士
、
特
別
支
援

教
育
士
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
。『
新
時
代
の
ス
ク
ー
ル
カ

ウ
ン
セ
ラ
ー
入
門
』（
時
事
通
信
社
）
な
ど
、
著
書
多
数
。

　　　　松尾 直博

子
ど
も
の
発
達
や
精
神
的
健
康
の
状
況
悪
化
に
関
し

て
、「
コ
ロ
ナ
（
禍
）
に
よ
っ
て
」
と
い
う
言
葉
で
原
因

や
要
因
が
語
ら
れ
る
こ
と
を
多
く
耳
に
す
る
。
確
か
に
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
が
子
ど
も
の
環
境
に

悪
影
響
を
与
え
た
部
分
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

し
か
し
、
実
際
に
は
コ
ロ
ナ
禍
の
前
か
ら
生
じ
て
い

た
歪
み
や
、
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
何
と
か
保
っ
て
い
た

子
ど
も
の
心
身
を
育
む
構
造
が
変
わ
っ
た
結
果
、
さ
ま

ざ
ま
な
課
題
が
生
じ
、
今
も
な
お
増
幅
し
て
い
る
と
い

え
る
部
分
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ん
で
も
「
コ
ロ

ナ
（
禍
）
に
よ
っ
て
」
だ
け
で
片
づ
け
て
い
た
の
で
は
、

同
時
多
発
的
に
起
き
て
い
る
課
題
の
本
質
を
見
誤
る
こ

と
に
な
る
。

不
登
校
児
童
生
徒
の
増
加

小
中
学
生
の
不
登
校
の
推
移
を
み
る
と
、
平
成
2�
年

度
よ
り
増
加
に
転
じ
、
コ
ロ
ナ
禍
２
年
め
の
令
和
３
年

度
か
ら
増
加
率
が
急
に
な
っ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
は
不

登
校
の
急
増
の
き
っ
か
け
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
前
か
ら
学

校
に
通
い
、
集
団
で
生
活
し
、
学
ぶ
と
い
う
こ
と
の
意

義
が
問
わ
れ
る
状
況
は
始
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

高
等
学
校
は
、
ず
っ
と
横
ば
い
、
微
減
と
い
う
推
移
だ
っ

た
の
が
、
令
和
３
年
度
か
ら
増
加
が
続
い
て
い
る
。

い
じ
め
・
犯
罪
・
自
殺
の
推
移

い
じ
め
に
つ
い
て
は
、
認
知
件
数
は
一
貫
し
て
増
加

傾
向
に
あ
る
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
コ
ロ
ナ
禍
１
年
め
の

令
和
２
年
だ
け
減
少
し
て
い
た
。
休
校
、
時
差
登
校
、

部
分
登
校
が
あ
り
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
強

調
す
る
学
校
に
お
い
て
は
、
児
童
生
徒
間
の
よ
い
人
間

関
係
の
形
成
も
難
し
か
っ
た
が
、
い
じ
め
も
起
こ
り
に

く
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
少
年
犯
罪
（
刑
法
犯
の
検
挙
人
員
）
は
平
成

1�
年
以
降
減
少
し
、
平
成
2�
年
以
降
は
戦
後
最
少
を
記

録
し
続
け
て
い
た
。
し
か
し
、
令
和
�
年
か
ら
増
加
に

転
じ
、
令
和
�
年
は
2
万
�
2
0
�
人（
前
年
比
2�
・
�

％
増
）
で
あ
っ
た
（
令
和
�
年
版

犯
罪
白
書
）。
戦
後

全
体
で
み
る
と
ま
だ
低
い
水
準
で
は
あ
る
が
、
2
年
連

続
の
増
加
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

小
中
高
生
の
自
殺
者
数
は
平
成
2�
年
以
降
、
毎
年

東京学芸大学教授

【連載第1回】（全3回）

子どもの心理とコロナ禍
～コロナ禍とその後に起こった
　こと・起こっていること～
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郷土資料館が、
市民の「居場所」に
ベーゴマが結ぶ人の輪

埼玉県川口市教育委員会　
教育総務部　文化財課 　　　

　　　 井
い

出
で

祐
ゆう

史
じ

今年度で開館 43 周年になる川口市立文化財
センター「郷土資料館」に今、地元の小学生を
中心に多くの来館者が集まっている。お目あて
は、ベーゴマ。川口の伝統産業である鋳物づく
りの歴史を紹介する常設展示室の一角に設けた
ベーゴマコーナーには毎日、放課後になると小・
中学生が集まってくる。土日には、その人数は
100 人を超える。
❶資料館にベーゴマを
展示するようになったわけ
実はベーゴマを製造する会社は現在、国内で

わずか３社。その中で、川口の会社であり、唯
一のベーゴマ専門メーカーとして知られる (株 )
日三鋳造所でつくられるベーゴマは、昔から全
国のベーゴマファンから愛されている。この
ベーゴマを用いて毎年開催されている「全国
ベーゴマ選手権大会」には、九州や中国地方、
関西からも出場者が集まることから、川口は
「ベーゴマの聖地」と呼ばれている。
この日三鋳造所には以前、「ベーゴマ資料館」

と名づけた私設の展示室が設けられていた。大
正時代のベーゴマをはじめ、貴重な資料を多数
展示していたが、令和４年３月で事務所移転に
伴い閉館の危機に
瀕することとなっ
た。そこで郷土資
料館に資料を寄贈
していただき、同
年６月からベーゴ
マの展示とベーゴ
マで遊べる体験
コーナーを設けた。
❷　「ベーゴマ教室」を開始、増える来館者数
ベーゴマの展示と体験コーナーを設けたこと

に加えて、新たな学校連携事業として「ベーゴ

マ教室」を始めた。
日三鋳造所のベー
ゴマ名人・中

なか

島
じま

茂
しげ

芳
よし

氏の協力を受
け、各学級１時間
ずつ、45 分間で
必ず全員がベーゴ
マを回せるように
なる体験教室は大
ヒット。令和４年
度から今年度まで
の３年間で、のべ 100 校以上、１万人以上の小
学生がベーゴマを回せるようになった。そして、
学校で教わった子どもたちが家族を連れて、あ
るいは友だちと待ち合わせて次々と郷土資料館
へ集まるようになった。郷土資料館における月
あたりの来館者数は年々増加し、今年度にはコ
ロナ禍以前の平均の 65 倍、という月もあるほ
どに成長している。
❸郷土資料館が市民の「居場所」に
「知らない人ともベーゴマで遊ぶと仲よくな
れる」「年齢も性別も関係ない。子どもが大人
に勝つこともあるのがおもしろい」「ベーゴマ
勝負の合間に、ほかの展示を見てみたら、川口っ
てこんな歴史があったんだ、と驚いた」という
来館者の声が多く聞かれる。ここに来ると、だ
れもが童心に返り、時間を忘れて夢中になって
しまう。住んでいる地域も、年齢も、性別も違う、
名前も知らない者どうしが声をかけあって遊
び、それがいつしか顔見知りになり、自然と友
だちになっている。今、郷土資料館がたくさん
の市民にとっ
て、何度でも
足を運びたく
なる場所、大
切な「居場所」
の一つになっ
ている。

【連載第 2回】（全 3回）

にっ さん ちゅうぞう しょ
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大
おお

野
の

寿
ひさ

子
こ

さん

ほ・っ・と・な・出・会・い

全
国
の
学
校
で
実
践
さ
れ
て
い
る
思
考
法
と
は
？

2
0
2
0
年
に
上
梓
し
た
『「
自
分
だ
け
の
答
え
」

が
見
つ
か
る
1�
歳
か
ら
の
ア
ー
ト
思
考
』
で
は
、
私

が
中
学
校
の
学
校
現
場
で
実
際
に
行
っ
て
き
た
美
術
の

授
業
を
も
と
に
、
本
の
中
で
授
業
を
展
開
し
な
が
ら
、

既
存
の
も
の
の
見
方
に
と
ら
わ
れ
な
い
ア
ー
ト
思
考
の

方
法
を
提
示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
本
を
授
業
で
活
用
し
実
践
し
た
全
国
の
先
生
が

た
か
ら
は
、「
全
て
の
教
科
に
通
じ
る
考
え
方
」
と
い

う
声
が
寄
せ
ら
れ
、
幅
広
い
教
科
で
受
け
入
れ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

例
え
ば
あ
る
先
生
は
、小
学
校
で
絵
を
描
く
授
業
の
と
き
、

自
由
に
描
い
て
い
い
で
す
よ
と
言
っ
て
も
、
子
ど
も
た
ち
は

「
う
ま
く
描
け
な
い
か
ら
い
や
だ
」
と
か
、「
で
き
な
い
、
先

生
描
い
て
」
と
す
ぐ
投
げ
出
し
て
し
ま
う
こ
と
に
難
し
さ
を

感
じ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
拙
著
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
ア
ン
リ
・
マ
テ
ィ
ス
の
『
緑
の
す
じ
の
あ
る
マ
テ
ィ
ス
夫

人
の
肖
像
』
を
例
に
、「
素
晴
ら
し
い
作
品
と
は
一
体
ど
う

い
う
も
の
だ
ろ
う
」
と
の
問
い
を
投
げ
か
け
て
み
た
そ
う
で

す
。
そ
の
絵
は
、
人
物
の
肖
像
が
荒
い
筆
致
と
非
現
実
的
な

色
彩
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
技
術
的
に
上
手
に
描
け
た
絵
と

か
、
本
物
そ
っ
く
り
に
描
け
た
絵
だ
け
が
優
れ
て
い
る
作
品

で
は
な
い
。
自
分
な
り
に
「
本
当
に
素
晴
ら
し
い
作
品
と
は

何
か
」
を
考
え
さ
せ
、
表
現
す
る
よ
う
仕
向
け
た
と
こ
ろ
、

子
ど
も
た
ち
の
態

度
や
作
品
に
大
き

な
変
化
が
あ
っ
た

そ
う
で
す
。

知
識
・
技
能
の

習
得
を
切
り
捨
て

る
わ
け
で
は
な
い

の
で
す
。
ま
ず
は

基
礎
の
部
分
で
、

自
分
な
り
の
も
の

の
見
方
を
探
究
す

る
。
そ
う
す
る
と

自
分
の
中
で
、
こ

の
道
具
は
ど
う
使
わ
れ
て
き
た
の
か
な
と
か
、
こ
の
作

者
は
他
に
ど
ん
な
作
品
を
描
い
た
の
か
な
と
か
、
疑
問

が
わ
い
て
き
て
、
知
り
た
い
と
い
う
欲
求
が
出
て
き
ま

す
。
そ
の
と
き
初
め
て
、
知
識
や
技
能
を
応
用
と
し
て

学
ん
だ
ほ
う
が
、
よ
っ
ぽ
ど
吸
収
も
早
い
と
思
い
ま
す
。

学
校
は
正
解
を
教
え
る
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
が
自

分
自
身
で
答
え
を
作
っ
て
い
く
場
で
も
あ
る
べ
き
だ
と

考
え
ま
す
。
私
が
彼
ら
に
知
識
・
技
能
を
授
け
る
の
で

は
な
く
、
子
ど
も
が
自
分
自
身
で
学
ぶ
こ
と
が
大
事
。

子
ど
も
の
探
究
心
を
呼
び
覚
ま
す
触
媒
、
き
っ
か
け
に

な
り
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
子
ど

も
が
今
も
っ
て
い
る
考
え
に
あ
え
て
風
穴
を
開
け
て
み

る
。「
全
然
違
う
も
の
の
見
方
も
あ
る
か
も
よ
」
と
可

能
性
を
提
示
す
る
こ
と
に
徹
し
て
い
ま
す
。

新
し
い
視
点
を
得
た
き
っ
か
け

私
自
身
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
都
内
の
中
学
校
教

諭
と
し
て
美
術
を
教
え
て
い
た
当
時
は
、
今
の
よ
う
な

考
え
方
は
あ
ま
り
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

明
日
の
授
業
は
何
を
し
よ
う
と
か
、
生
徒
と
の
日
々
の

関
わ
り
や
行
事
に
追
わ
れ
、
ゆ
っ
く
り
芸
術
教
育
に
つ

い
て
考
え
を
巡
ら
せ
る
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

大
き
な
転
機
と
な
っ
た
の
は
、
い
っ
た
ん
教
職
を
離

れ
て
大
学
院
で
学
び
直
し
た
と
き
で
す
。
大
学
院
で
知

り
合
っ
た
仲
間
た
ち
と
課
外
活
動
的
に
造
形
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
始
め
ま
し
た
。
地
域
の
子
ど
も
た
ち
を
招

い
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
う
中
で
、
自
分
は
学
校
教

育
の
一
つ
の
や
り
方
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
と
実
感
し
た

の
で
す
。
例
え
ば
制
作
物
が
完
成
し
な
い
子
ど
も
。
学

校
で
は
「
学
期
内
に
全
員
の
作
品
を
完
成
さ
せ
な
け
れ

ば
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は

必
ず
し
も
完
成
さ
せ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
制
作
物

を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
制
作
の
過
程
を
通
し
て

何
を
目
ざ
す
の
か
と
い
う
こ
と
に
立
ち
返
る
機
会
と
な

り
ま
し
た
。

大
学
院
在
学
中
も
教
員
は
非
常
勤
で
続
け
て
い
た
の

で
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
場
で
得
た
気
づ
き
や
培
っ
た

視
点
を
、
中
学
校
の
教
育
現
場
で
も
実
践
し
て
い
き
ま

し
た
。
そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
芸
術
教
育
に
関
す
る

私
の
も
の
の
見
方
は
変
わ
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
そ
こ
で
の
経
験
が
『
1�
歳
か
ら
の
ア
ー
ト
思
考
』

の
礎
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

大
人
こ
そ
自
由
な
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を

ア
ー
ト
思
考
を
養
う
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
、
ぜ
ひ

美
術
館
に
足
を
運
ん
で
、
実
際
に
作
品
を
鑑
賞
し
て
い

た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
た
だ
、
そ
こ
に
あ
る
作
品
を
全

部
見
な
き
ゃ
と
思
う
と
、
情
報
収
集
ば
か
り
に
な
っ
て

大
変
で
す
。
た
だ
知
識
を
得
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、

自
分
の
答
え
を
作
る
と
い
う
鑑
賞
が
な
さ
れ
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
が
美
術
館
へ
行
く
と
き
は
、
た
っ
た
一
つ
の
作
品

を
時
間
を
か
け
て
鑑
賞
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま

す
。
そ
の
作
品
を
見
て
何
を
感
じ
た
か
、
立
ち
止
ま
っ

て
自
分
の
心
に
目
を
向
け
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
が

自
分
な
り
の
も
の
の
見
方
で
見
て
、
自
分
の
答
え
を
作

り
、
新
た
な
問
い
を
生
み
出
す
と
い
う
、
ア
ー
ト
思
考

を
養
う
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。

末
永
幸
歩
（
す
え
な
が

ゆ
き
ほ
）

武
蔵
野
美
術
大
学
造
形
学
部
卒
業
。
東
京
学
芸
大
学
大
学

院
教
育
学
研
究
科
（
美
術
教
育
）
修
了
。
東
京
都
の
中
学

校
の
美
術
教
諭
を
経
て
、
2
0
2
0
年
に
ア
ー
ト
教
育
実

践
家
と
し
て
独
立
。
各
地
の
教
育
機
関
や
企
業
な
ど
で
講

演
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実
施
す
る
他
、
メ
デ
ィ
ア
で
の

提
言
・
執
筆
活
動
な
ど
を
通
し
て
、
学
ぶ
こ
と
や
生
き
る

こ
と
の
基
盤
と
な
る
ア
ー
ト
の
考
え
方
を
伝
え
て
い
る
。

著
書
に
、
22
万
部
超
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『「
自
分
だ
け
の
答

え
」
が
見
つ
か
る
13
歳
か
ら
の
ア
ー
ト
思
考
』（
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
社
）
が
あ
る
。
東
京
学
芸
大
学
個
人
研
究
員
。

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

/
P���ɹ

202�
年

1
݄

27
日

発
ߦ

内
༰

に
ͭ

͍
て

ɹ
5FM�0����79�����   'BY�0����79���7�


ૹ

に
ͭ

͍
て

ɹ
5FM�0����79�����   'BY�0����79�����

発
ߦ

所
ɹ

教
ҭ

ग़
൛

ג
ࣜ

ձ
社

ɹ
発

ߦ
ऀ

ɹ
ҏ

౦
ઍ

ਘ
˟

1���00��
౦

ژ


ߐ
౦

۠
༗

໌
����10

5'5
Ϗ

ル


館
ɹ

『13歳からのアート思考』が提示する　
新しいものの見方・考え方 末

す え

永
な が

幸
ゆ き

歩
ほ

さん

ほ・っ・と・な・出・会・い

アート教育実践家・アーティスト

◆自然写真家・松本紀生さんの記事。「結果よりなにより、己が全力を尽くしたかどうかが重要」。
松本さんのこのような仕事に対する姿勢、生きる姿勢、そしてなにより、そういう中で撮影した
写真がフォトライブのイベントに参加した小学生の心を揺り動かし、感動を与え「松本さんがか
わいそうだ」と泣くことにつながったのだと思います。 すごい影響力、教育力です。
◆教育見聞録①。教師一人一人を活かす宮國義人先生の学校経営はすばらしい。教師も子どもも
大切にしていますね。
◆愛知県岩倉市立南部中学校の中村夏帆先生の取組と、アルパ・エデュ代表理事の竹内明日香さ
んの記事を読ませていただき、共通して「ことば」を大切にした実践の重要性を改めて認識させ
ていただきました。

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


