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PROFILE
日本科学未来館 館長。IBM フェロー。カーネギー・メ
ロン大学客員教授。東京大学先端科学技術研究センター 
フェロー。1985年に日本 IBM 株式会社 東京基礎研究
所に入社し、日本語デジタル点字システムや、ホーム
ページ・リーダーなど視覚障がい者を支援するアクセシ
ビリティ技術を開発する。2003年米国女性技術者団体
（The Women in Technology International）殿堂入り。
2004年東京大学工学系研究科先端学際工学専攻博士課
程を修了。2013年 紫綬褒章受章。2019年に全米発明
家殿堂入り。

一つをやり遂げて道を拓く

浅川 智恵子さん

Ed

Interview

行
き
た
い
場
所
に
行
き

知
り
た
い
こ
と
を
知
る
自
由
の
喪
失

子
ど
も
の
頃
、
将
来
の
夢
は
「
水
泳
で
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
出
場
」
で
し
た
。
テ
レ
ビ
で
見
た

水
泳
競
技
大
会
や
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
。
1
コ
ー
ス

か
ら
順
に
名
前
を
呼
ば
れ
て
ス
タ
ー
ト
台
に

立
つ
選
手
、
合
図
と
同
時
に
飛
び
込
み
ト
ビ
ウ

オ
の
よ
う
に
泳
い
で
ゆ
く
、
そ
の
颯
爽
た
る
姿

に
憧
れ
た
の
で
す
。「
ま
ず
は
練
習
に
励
ま
な

く
て
は
」
と
考
え
、
小
学
５
年
生
の
夏
休
み
か

ら
水
泳
教
室
に
通
い
始
め
ま
し
た
。
自
分
で
言

う
の
も
な
ん
で
す
が
ス
ポ
ー
ツ
全
般
が
得
意

だ
っ
た
の
で
、
水
泳
も
み
る
み
る
上
達
し
速
く

泳
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
夢
は
突
然
絶
た
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
夏
休
み
明
け
、
水
泳
の
授
業
で
プ
ー

ル
の
壁
に
ぶ
つ
か
り
、
そ
れ
が
原
因
で
視
力
を

失
っ
た
の
で
す
。
手
術
の
甲
斐
も
な
く
徐
々
に

視
力
が
落
ち
て
ゆ
き
、
中
学
２
年
の
頃
に
は
完

全
に
見
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

ど
こ
ろ
か
、
一
人
で
は
ど
こ
に
も
行
け
な
く
な

り
、
知
り
た
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
本
も
読
め
な

い
。
私
自
身
の
研
究
テ
ー
マ
に
寄
せ
て
言
う
な

ら
ば
、
14
歳
で
「
移
動
と
情
報
の
ア
ク
セ
シ
ビ

リ
テ
ィ
」
を
失
っ
た
の
で
す
。

「
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
」

先
生
の
想
い
を
感
じ
た
中
学
時
代

地
元
の
中
学
校
に
そ
の
ま
ま
通
っ
て
い
ま

し
た
が
、
黒
板
も
教
科
書
も
読
め
な
い
の
で

授
業
に
つ
い
て
ゆ
け
な
く
な
り
ま
し
た
。
耳

か
ら
入
る
情
報
が

多
い
音
楽
や
国
語

の
授
業
は
か
ろ
う

じ
て
理
解
で
き
る

箇
所
も
あ
り
ま
し

た
が
、
図
形
や
グ

ラ
フ
な
ど
が
多
出

す
る
数
学
は
何
を

や
っ
て
い
る
の
か

全
く
わ
か
ら
ず
、

ボ
ー
っ
と
聞
い
て

い
る
だ
け
。
と
こ

ろ
が
、
３
年
生
に

な
っ
て
し
ば
ら
く
し
た
あ
る
日
、
数
学
の
先

生
が
手
で
さ
わ
っ
て
X
軸
と
Y
軸
の
位
置

関
係
が
わ
か
る
グ
ラ
フ
を
厚
紙
で
作
り
、
そ
れ

を
使
っ
て
放
課
後
に
個
別
授
業
を
し
て
く
れ

た
の
で
す
。「
こ
の
子
に
も
数
学
を
教
え
た
い
」

と
い
う
先
生
の
強
い
想
い
が
伝
わ
っ
て
き
て
、

そ
こ
か
ら
数
学
も
諦
め
ず
に
取
り
組
む
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

も
う
一
つ
、
心
に
残
っ
て
い
る
の
は
修
学

旅
行
で
す
。
小
学
校
６
年
生
の
時
点
で
か
な
り

見
え
づ
ら
く
な
っ
て
い
た
た
め
「
何
か
あ
っ
た

ら
困
る
」
と
小
学
校
の
修
学
旅
行
は
保
護
者
同

伴
を
求
め
ら
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
中
学
で

は
何
も
言
わ
れ
る
こ
と
な
く
普
通
に
み
ん
な

と
参
加
し
ま
し
た
。
職
員
室
で
は
反
対
の
声
も

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
担
任
の
先

生
が
と
り
な
し
て
く
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

「
誰
一
人
取
り
残
す
こ
と
な
く
学
ば
せ
た

い
」
と
工
夫
し
挑
戦
す
る
先
生
の
姿
勢
を
子
ど

も
た
ち
は
ち
ゃ
ん
と
見
て
い
ま
す
し
、
そ
の
思

い
は
伝
わ
り
ま
す
。
失
明
し
た
こ
と
は
辛
か
っ

た
け
れ
ど
、
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る
友
達
も
増

え
、
３
年
生
に
な
っ
て
か
ら
は
学
校
が
本
当
に

楽
し
か
っ
た
で
す
ね
。

真
の
多
様
性
が
あ
る
世
界
と
は
？

多
様
性
が
あ
る
社
会
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
？

と
問
う
と
き
に
、
私
が
理
想
と
す
る

の
は
〝
多
様
性
の
あ
る
人
を
受
け
入
れ
ま
し
ょ

う
〟
と
い
う
考
え
で
は
な
く
、〝
多
様
性
が
あ

た
り
ま
え
〟
と
な
る
世
界
で
す
。
講
演
会
な
ど

で
「
浅
川
さ
ん
は
目
が
見
え
な
い
の
に
仕
事
も

子
育
て
も
で
き
て
す
ご
い
」
と
褒
め
て
く
れ
る

か
た
が
い
る
の
で
す
が
、
私
に
と
っ
て
は
な
に

も
特
別
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
目
が
見
え

な
く
て
も
耳
が
聞
こ
え
な
く
て
も
「
仕
事
し
て

あ
た
り
ま
え
、
子
育
て
し
て
あ
た
り
ま
え
」
と

い
う
世
界
に
な
る
の
が
理
想
的
だ
な
、
と
。

日本科学未来館　館長
IBM フェロー
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そ
の
鍵
と
な
る
の
が
統
合
教
育
で
す
。
さ

ま
ざ
ま
な
特
性
を
も
つ
人
が
身
近
に
い
な
い

状
態
で
は
〝
多
様
性
〟
と
い
う
言
葉
の
意
味

を
知
っ
て
い
て
も
、
な
か
な
か
〝
あ
た
り
ま
え
〟

に
ま
で
思
考
が
行
き
着
か
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？

私
が
2
0
2
1
年
に
日
本

科
学
未
来
館
の
館
長
に
就
任
し
た
際
は
、
ス

タ
ッ
フ
た
ち
も
最
初
は
苦
労
し
た
と
思
い
ま

す
。
で
す
が
、
日
々
の
業
務
を
通
し
て
お
互
い

を
理
解
し
て
い
く
こ
と
で
今
は
過
剰
な
配
慮

は
あ
り
ま
せ
ん
し
、「
浅
川
館
長
、
仕
事
し
て

い
て
す
ご
い
」
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
（
笑
）。

多
様
な
特
性
を
も
つ
人
々
が
身
近
に
い
て
、

あ
た
り
ま
え
に
活
躍
す
る
。
そ
れ
が
真
に
イ

ン
ク
ル
ー
シ
ブ
な
社
会
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
必
要
な
の
は

社
会
に
お
け
る
相
互
理
解
と
挑
戦

私
が
研
究
の
最
終
ゴ
ー
ル
と
し
て
掲
げ
て

い
る
の
は
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
視
覚
障
が
い

者
の
視
覚
を
補
う
こ
と
」
で
す
。
目
標
は
大

き
い
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
と
描
い
た
〝
夢
〟

で
し
た
が
、
昨
今
の
生
成
A
I
の
発
達
に
よ

り
そ
の
夢
が
現
実
に
近
づ
い
て
き
た
と
感
じ

て
い
ま
す
。
目
下
開
発
中
で
あ
る
A
I
ス
ー

ツ
ケ
ー
ス
は
、
視
覚
障
が
い
者
の
移
動
を
支
援

す
る
自
律
型
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
ロ
ボ
ッ
ト
で

す
が
、
カ
メ
ラ
が
捉
え
る
映
像
を
生
成
A
I

で
解
析
し
、
ユ
ー
ザ
ー
に
周
囲
の
状
況
を
伝
え

る
機
能
が
実
装
で
き
れ
ば
、
移
動
の
ア
ク
セ
シ

ビ
リ
テ
ィ
は
飛
躍
的
に
向
上
す
る
は
ず
で
す
。

自
動
運
転
の
車
で
目
的
地
に
到
着
し
、
止

ま
っ
た
場
所
で
A
I
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
の
よ
う

な
ロ
ボ
ッ
ト
に
迎
え
ら
れ
レ
ス
ト
ラ
ン
ま
で

案
内
さ
れ
る
。
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
が

何
の
不
自
由
も
な
く
み
ん
な
と
同
じ
学
校
で

学
ぶ
。
そ
ん
な
こ
と
が
技
術
的
に
可
能
と
な
る

時
代
が
す
ぐ
そ
こ
に
来
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

が
社
会
実
装
に
至
る
ま
で
に
は
、
イ
ン
フ
ラ
や

法
律
の
整
備
は
も
と
よ
り
、
社
会
的
な
チ
ャ
レ

ン
ジ
が
不
可
欠
で
す
。
例
え
ば
、
目
の
見
え
な

い
人
が
自
動
運
転
の
車
に
一
人
で
乗
る
と
い

う
状
況
を
今
の
日
本
社
会
が
許
容
で
き
る
で

し
ょ
う
か
？
「
何
か
あ
っ
た
ら
ど
う
す
る
の

か
」
と
い
う
議
論
が
起
こ
り
、
そ
れ
を
乗
り
越

え
て
ゆ
く
必
要
が
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。
変
化

や
挑
戦
を
恐
れ
ず
、
み
ん
な
で
社
会
課
題
を
解

決
す
る
未
来
。
そ
れ
が
多
様
性
の
先
に
広
が
る

新
し
い
世
界
で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
い
ま
す
。

選
択
肢
が
少
な
い
こ
と
が

最
大
の
強
み
だ
っ
た

失
明
し
た
時
、
私
が
新
た
に
立
て
た
目
標
は

〝
自
分
に
し
か
で
き
な
い
仕
事
を
探
し
て
自
立

し
た
い
〟
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
大
学
卒
業
の

直
前
に
目
が
見
え
な
く
て
も
情
報
処
理
の
仕
事

を
し
て
い
る
人
が
い
る
こ
と
を
知
り
、「
こ
れ

か
も
し
れ
な
い
」
と
視
覚
障
が
い
者
の
た
め
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
職
業
訓
練
コ
ー
ス
に
飛
び
込

み
ま
し
た
。
1
9
8
2
年
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
登
場
は
ま
だ
先
の
こ
と
。
音
声
読
み
上
げ
機

能
な
ど
も
な
い
時
代
で
す
。
も
と
も
と
理
数
系

科
目
が
得
意
で
も
な
く
、
点
字
で
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ
の
仕
組
み
を
学
ぶ
こ
と
は
想
像
以
上
に
大

変
で
し
た
。
中
学
生
の
時
の
数
学
と
同
じ
く「
何

を
や
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
期
間
は

１
年
ほ
ど
続
き
、
２
年
め
で
な
ん
と
か
理
解
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
成
績
は
さ

ほ
ど
ふ
る
わ
ず
、
ど
ん
な
キ
ャ
リ
ア
に
つ
な
が

る
か
も
未
知
数
。「
向
い
て
い
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
」「
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
意
味
が
な

い
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
先
の
見
え
な
い
不

安
と
も
闘
い
続
け
た
２
年
間
。
し
か
し
、
プ
ロ

グ
ラ
ミ
ン
グ
は
私
の
初
め
て
の
〝
軸
〟
に
な
り
、

そ
こ
か
ら
人
生
が
拓
け
て
い
き
ま
し
た
。

「
ど
う
し
て
そ
こ
ま
で
努
力
で
き
る
の
で
す

か
？
」
と
た
ま
に
聞
か
れ
ま
す
が
、
単
刀
直
入

に
言
う
と
「
他
に
選
択
肢
が
な
か
っ
た
か
ら
」

で
す
。
視
覚
障
が
い
者
が
就
け
る
職
業
は
あ
ま

り
に
も
限
ら
れ
て
い
て
、
そ
も
そ
も
選
択
肢
が

少
な
か
っ
た
。
諦
め
た
ら
ま
た
一
か
ら
何
か
を

探
し
、
膨
大
な
時
間
と
労
力
を
か
け
て
習
得
し

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
後
に
引
け
ず
、
や
り

遂
げ
る
し
か
な
か
っ
た
。
で
も
、
選
択
肢
の
少

な
さ
こ
そ
が
私
の
最
大
の
強
み
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
視
力
を
失
っ
て
か
ら
、
や
る

と
決
め
た
こ
と
を
途
中
で
や
め
た
こ
と
は
な

か
っ
た
で
す
ね
。

子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た
い
こ
と

進
路
や
生
き
方
に
悩
ん
で
い
る
子
ど
も
た

ち
に
言
い
た
い
の
は
、
誰
か
と
比
べ
る
こ
と
な

く
、
自
分
ら
し
い
人
生
を
歩
ん
で
ほ
し
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
ま
ず
一
つ
、
ど
ん
な

小
さ
な
こ
と
で
も
い
い
か
ら
、
自
分
で
決
め
た

と
こ
ろ
ま
で
や
り
遂
げ
て
み
て
ほ
し
い
。
他
の

人
の
ほ
う
が
上
手
で
「
自
分
に
は
向
い
て
い
な

い
の
か
も
」
と
く
じ
け
そ
う
に
な
っ
て
も
、
自

分
の
〝
軸
〟
を
一
つ
つ
か
ん
で
ほ
し
い
。
た
っ

た
一
本
の
細
い
軸
が
柱
の
よ
う
に
太
く
な
る

こ
と
も
あ
れ
ば
、
思
わ
ぬ
別
の
軸
を
引
き
寄
せ

て
つ
な
が
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
し
て
世
界
を

少
し
ず
つ
広
げ
な
が
ら
、
自
分
の
人
生
を
歩
ん

で
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

疲
れ
た
と
き
は
、
息
抜
き
が
て
ら
日
本
科

学
未
来
館
に
遊
び
に
来
て
く
だ
さ
い
。
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
の
目
覚
ま
し
い
進
化
に
よ
っ
て
、
不
可

能
で
あ
っ
た
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
ゆ
く
道

筋
が
見
え
る
は
ず
で
す
。
未
来
は
明
る
く
、
諦

め
な
け
れ
ば
道
は
拓
け
る
。
私
は
そ
う
信
じ
て

い
ま
す
。
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知っておきたい教育NOW❶

①
不
登
校
対
策
に
必
要
な
の
は
外
部

関
係
者
と
協
働
す
る
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
力
と
実
行
力

②
不
登
校
の
原
因
は
多
様
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
一
人
一
人
に
応
じ
た
ア

セ
ス
メ
ン
ト
が
重
要

③
改
善
だ
け
で
な
く
、
得
た
知
見
を

横
展
開
し
、
不
登
校
の
未
然
防
止

を
図
る

ϙ
イ
ン
τ

八王子市教育委員会学校教育部
　 教育指導課 課長補佐

　　 長田　智久

八王子市教育委員会学校教育部
　 統括指導主事 狩野　貴紀

多
様
な
学
び
を
考
え
る

子
ど
も
た
ち
の“
生
き
る
力
”

を
育
む

平
成
��
年
度
の
時
点
に
お
い
て
、
本
市

の
不
登
校
児
童
・
生
徒
の
割
合
は
�

・
�
�
％
で
あ
り
、
国
（
�

・

�
�
％
）
や
東

京
都（
�

・�
�
％
）を
上
回
る
状
況
で
あ
っ

た
。
そ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ま
で

実
施
し
て
い
た
適
応
指
導
教
室
や
総
合
教

育
相
談
室
等
で
の
対
応
に
加
え
、
不
登
校
児

童
・
生
徒
に
応
じ
た
教
育
課
程
を
実
現
で
き

る
小
・
中
一
貫
教
育
を
推
進
す
る
新
し
い
学

校
と
し
て
「
八
王
子
市
立
高
尾
山
学
園
小

学
部
・
中
学
部
」
を
設
立
す
る
こ
と
と
し
、

平
成
��
年
４
月
に
教
育
委
員
会
に
新
校
開

設
準
備
担
当
を
設
置
し
た
。

そ
の
後
、
国
か
ら
構
造
改
革
特
区
構
想
が

示
さ
れ
た
た
め
、
同
年
８
月
に
本
市
の
構
想

を
踏
ま
え
①
教
育
課
程
の
編
成
、
②
授
業
時

数
、
③
教
育
課
程
の
基
準
に
つ
い
て
規
制
緩

和
の
提
案
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
学
習
指
導

要
領
に
基
づ
く
教
育
課
程
の
弾
力
化
を
実
現

す
る
提
案
に
対
し
、
文
部
科
学
省
か
ら
「
学

校
教
育
の
目
標
を
踏
ま
え
つ
つ
、
習
熟
度
別

の
教
科
指
導
や
個
々
の
児
童
・
生
徒
の
実
態

に
即
し
た
適
応
指
導
、
不
登
校
児
童
・
生
徒

に
配
慮
し
た
教
育
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」

と
の
見
解
が
示
さ
れ
、
翌
年
４
月
１
日
「
不

登
校
児
童
・
生
徒
の
た
め
の
体
験
型
学
校
特

区
」
の
申
請
に
至
り
、
４
月
��
日
に
特
区
第

１
号
と
し
て
認
定
を
受
け
、
平
成
��
年
��
月

１
日
か
ら
同
年
��
月
��
日
ま
で
の
プ
レ
開
校

を
経
て
、
平
成
��
年
４
月
に
開
校
し
た
。

開
校
十
周
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
教
育

委
員
会
で
は
高
尾
山
学
園
運
営
の
見
直
し
を

行
っ
た
。
学
園
へ
の
転
入
後
に
不
登
校
が
再

発
す
る
な
ど
、
転
入
学
す
る
こ
と
が
目
的
と

な
り
、
不
登
校
の
改
善
に
至
っ
て
い
な
い
例

が
多
く
確
認
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。そ
こ
で
、

高
尾
山
学
園
が
市
の
不
登
校
施
策
の
実
践
校

と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
、
教
育
委
員
会

と
一
体
に
な
っ
た
学
校
経
営
力
が
必
要
と
な

る
と
と
も
に
、
市
内
全
体
の
不
登
校
児
童
・

生
徒
を
意
識
し
た
広
い
視
野
を
も
ち
、
医
療

や
福
祉
と
の
関
係
を
含
む
、
学
校
内
外
の
多

様
な
人
材
を
効
果
的
に
活
用
す
る
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
力
が
必
要
と
考
え
、
民
間
人
校
長
を
配

置
す
る
こ
と
に
し
た
。

次
に
、
高
尾
山
学
園
希
望
者
を
対
象
と
し

た
「
適
応
指
導
教
室
（
や
ま
ゆ
り
教
室
）」

を
学
園
内
に
開
設
し
、
年
間
を
通
し
て
い
つ

で
も
通
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
し

た
。
心
理
相
談
員
に
よ
る
専
門
的
な
立
場
か

ら
の
子
ど
も
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
も
と
に
、

一
人
一
人
の
状
態
に
応
じ
て
、
学
園
へ
の
ゆ

る
や
か
な
転
学
を

サ
ポ
ー
ト
す
る
と

と
も
に
、
将
来
の

自
立
に
向
け
た
支

˔ స入するલにʮや·Ώり教ࣨʯに௨͏͜ͱͰ、ࣇಐੜెΏͬ
͘りͱ学Ԃੜ׆に׳ΕͯΏ͘͜ͱがͰ͖る
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援
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

さ
ら
に
、
不
登
校
の
背
景
と
し
て
集
団
の

中
で
の
行
動
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
課

題
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
が
多
い
こ
と
か
ら
、

校
内
に「
特
別
支
援
教
室
」を
設
置
し
、
そ
こ

で
の
指
導
を
通
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ス
キ
ル
の
育
成
な
ど
、
情
緒
障
が
い
等
の
専

門
性
の
高
い
教
員
の
指
導
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
体
制
を
整
備
し
た
。
こ
う
し
た
取
組

の
も
と
、
学
校
で
学
ぶ
意
欲
を
取
り
戻
し
た

子
ど
も
た
ち
が
学
園
へ
転
入
す
る
こ
と
に
な

り
、
転
入
後
の
登
校
も
安
定
し
て
現
在
で
は

平
均
��
％
程
度
の
登
校
率
と
な
っ
て
い
る
。

高
尾
山
学
園
で
は
、
不
登
校
に
な
っ
た
子

ど
も
た
ち
が
通
い
や
す
い
よ
う
に
、
一
人
一

人
に
対
応
し
た
学
習
内
容
や
学
習
方
法
に
加

え
、
子
ど
も
た
ち
の
心
に
寄
り
添
う
た
め
の

さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
や
配
慮
が
な
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
工
夫
の
一
つ
が
、
授
業
に
出
ら
れ

な
い
と
き
に
い
つ
で
も
利
用
で
き
る
三
つ

の
「
居
場
所
」
で
あ
る
。
体
調
が
悪
い
と
き

に
限
ら
ず
利
用
可
能
な
「
保
健
室
」。
心
理

相
談
員
や
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
の
お

し
ゃ
べ
り
で
気
持
ち
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
す
る

こ
と
が
で
き
る
「
相
談
室
」。
友
だ
ち
と
遊

ぶ
こ
と
で
元
気
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る

「
プ
レ
イ
ル
ー
ム
」。
い
ず
れ
に
も
専
任
ス

タ
ッ
フ
が
常
駐
し
、
児
童
・
生
徒
の
対
応
に

あ
た
っ
て
い
る
。

学
園
の
授
業
で
は
、
一
人
一
人
の
学
習
レ

ベ
ル
や
習
熟
度
に
合
わ
せ
た
コ
ー
ス
別
授
業

を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
体
験
活
動
は
意

図
的
に
生
活
体
験
・
社
会
体
験
・
自
然
体
験

を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。
教

員
は
、
前
年
踏
襲
で
は
な
く
常
に
課
題
意
識

を
も
ち
、
授
業
改
善
に
取
り
組
む
こ
と
で
、

子
ど
も
た
ち
が
興
味
関
心
を
抱
く
よ
う
な
授

業
を
実
践
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
高

尾
山
学
園
で
は
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
の
状

態
に
応
じ
、
子
ど
も
の
心
の
安
定
を
図
り
な

が
ら
の
適
切
な
学
習
支
援
で
、
基
礎
学
力
の

向
上
と
、
集
団
的
・
体
験
的
な
学
習
や
活
動

の
機
会
を
多
く
取
り
入
れ
て
、
社
会
性
を
養

う
こ
と
を
目
ざ
し
て
い
る
。﹁
不
登
校
状
態

と
な
っ
た
児
童
・
生
徒
を
受
け
入
れ
、
不
登

校
状
態
及
び
未
学
習
部
分
を
改
善
す
る
と
と

も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
活
動
や
学
習
活
動

に
よ
り
、
社
会
へ
の
適
応
や
自
己
に
自
信
が

も
て
る
よ
う
育
成
し
、
こ
れ
を
継
続
的
に
行

う
こ
と
で
、
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
教
育
及

び
社
会
全
体
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
実
現
に

貢
献
す
る
﹂
と
い
う
学
校
長
の
考
え
の
も
と
、

教
職
員
と
教
育
委
員
会
が
一
体
と
な
り
、
不

登
校
児
童
・
生
徒
の
支
援
に
取
り
組
ん
で
い

る
。子

ど
も
た
ち
が
不
登
校
に
な
る
時
期
が
一

律
で
な
い
よ
う
に
、
不
登
校
か
ら
回
復
す
る

時
期
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
最
も
適
し
た
時

期
に
適
切
な
支
援
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。「
学
び
の
多
様
化
学
校
」

を
開
設
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
ど
の
よ

う
に
不
登
校
児
童
・
生
徒
を
つ
な
げ
て
い
く

か
、
ど
の
よ
う
な
配
慮
が
必
要
か
、
と
い
う

ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
ア
セ

ス
メ
ン
ト
を
も
と
に
﹁
学
び
の
多
様
化
学
校
﹂

に
再
度
通
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

子
ど
も
た
ち
が
、
学
校
で
の
体
験
を
通
し
て

「
生
き
る
力
」を
身
に
つ
け
て
社
会
に
巣
立
っ

て
い
く
、
そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
が
増
え
て

い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

令
和
５
年
６
月
に
、
八
王
子
市
立
学
校
に

お
け
る
不
登
校
児
童
・
生
徒
の
状
況
や
文
部

科
学
省
の
「
$
0
$
0
-
0
プ
ラ
ン
」
等

を
も
と
に
不
登
校
総
合
対
策
と
し
て
策
定
し

た
。
本
プ
ラ
ン
は
、
令
和
９
年
度
ま
で
の
５

か
年
で
集
中
的
に
不
登
校
対
策
に
取
り
組
む

方
向
性
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
達
成
目
標

は
二
つ
あ
り
、
①
学
校
内
外
で
専
門
的
な
相

談
・
指
導
を
受
け
て
い
な
い
不
登
校
児
童
・

生
徒
を
０ゼ
ロ

に
す
る
こ
と
。
②
中
学
校
卒
業
後

に
希
望
進
路
を
も
つ
生
徒
の
進
路
未
決
定
者

を
０ゼ
ロ

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
つ
な
が
る
プ
ラ
ン
」
は
四
つ
の
取
組
の

方
向
性
を
柱
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
学
び
が
つ

な
が
る
～
魅
力
あ
る
学
校
づ
く
り
～
」「
支

援
が
つ
な
が
る
～
支
援
ニ
ー
ズ
の
早
期
把
握

と
組
織
的
対
応
～
」「
社
会
が
つ
な
が
る
～

多
様
な
教
育
機
会
・
居
場
所
の
確
保
～
」「
未

来
に
つ
な
が
る
～
社
会
的
自
立
を
め
ざ
し
た

中
・
長
期
的
支
援
～
」
と
し
た
。

令
和
６
年
度
は
、
高
尾
山
学
園
の
ノ
ウ
ハ

ウ
を
全
市
立
学
校
に
展
開
す
る
た
め
、
各
学

校
の
登
校
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
対
象

に
一
日
の
実
地
研
修
を
実
施
し
た
。
高
尾
山

学
園
で
蓄
積
さ
れ
た
知
見
を
各
学
校
に
展
開

す
る
こ
と
で
、
不
登
校
児
童
・
生
徒
へ
の
対

応
と
不
登
校
の
未
然
防
止
を
図
っ
て
い
る
。

「
み
ん
な
が
八
王
子
の
宝
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
に
、不
登
校
児
童
・
生
徒
が
、自
ら
の

進
路
を
主
体
的
に
捉
え
て
、社
会
的
に
自
立
す

る
こ
と
を
目
ざ
す
支
援
の
視
点
に
立
ち
、
不

登
校
の
総
合
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
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知っておきたい教育NOW 

星
槎
中
学
校
が
2
0
0
5
年
に
開
校
し
、

早
20
年
が
経
と
う
と
し
て
い
る
。
実
は
そ
の

20
年
よ
り
さ
ら
に
前
、
宮
澤
学
園
中
等
部
と

い
う
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
が
星
槎
中
学
校
の

前
身
で
あ
る
が
、
そ
の
当
時
か
ら
今
ま
で
変

わ
ら
な
い
も
の
、
変
わ
っ
て
は
い
け
な
い
と

考
え
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
一
つ

と
し
て
ま
ず
重
要
で
あ
る
の
が
本
校
の
根

幹
と
も
い
え
る
、
生
徒
個
々
に
最
も
ふ
さ
わ

し
い
指
導
を
行
う
た
め
に
、
一
人
一
人
に
合

わ
せ
て
作
成
さ
れ
る
個
別
指
導
計
画
で
あ

る
。
各
生
徒
の
状
況
の
的
確
な
把
握
や
、
心

理
検
査
の
結
果
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
学
習
面

や
対
人
関
係
を
含
め
た
生
活
面
に
関
す
る

指
導
目
標
や
指
導
課
題
を
明
ら
か
に
し
た

う
え
で
、
必
要
な
具
体
的
な
指
導
方
法
や
内

容
を
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
校
の

教
育
活
動
の
基
本
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
計

画
を
踏
ま
え
て
日
々
の
教
育
を
実
践
し
て
い

る
。
例
え
ば
、
毎
日
登
校
す
る
こ
と
に
慣
れ

て
お
ら
ず
、
友
達
と
の
関
わ
り
に
不
安
を
感

じ
て
い
る
生
徒
に
は
、
毎
朝
、
ま
ず
は
職
員

室
に
挨
拶
を
し
に
来
る
こ
と
を
目
標
に
し
、

担
任
と
話
を
さ
せ
る
こ
と
で
不
安
を
軽
減
さ

せ
、
一
日
の
よ
い
ス
タ
ー
ト
が
切
れ
る
よ
う

に
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
る
。
ま
た
対
人
面
で

課
題
を
抱
え
る
生
徒
に
は
、
授
業
中
に
個
別

カ
ー
ド（
ࣸ
ਅ
ᶃ
）や
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト（
ࣸ

ਅ
ᶄ
）
な
ど
を
用
い
て
視
覚
的
に
支
援
し
、

自
身
が
落
ち
着
い
た
気
持
ち
で
一
日
を
過
ご

せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
生
徒
は
こ
れ
ら
の

目
標
が
あ
る
こ
と
で
安
心
し
て
学
校
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
、
帰
り
の
会
に
は
担
任
や

副
担
任
が
一
人
一
人
と
振
り
返
り
の
時
間
を

設
け
、
褒
め
た
り
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
り
し

な
が
ら
翌
日
の
登
校
に
つ
な
げ
る
。

現
在
は
ス
テ
ラ
プ
ラ
ン
Ừ
と
い
う
シ

ス
テ
ム
に
よ
り
、
生
徒
と
教
員
が
評
価
し
た

内
容
が
保
護
者
も
即
時
に
共
有
で
き
、
帰
宅

後
も
す
ぐ
に
家
庭
内
で
子
ど
も
が
学
校
で
が

ん
ば
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
生
徒

が
が
ん
ば
っ
た
こ
と
は
、
チ
ャ
ッ
ト
機
能
で

全
教
職
員
に
共
有
し
（
ほ
め
チ
ャ
ッ
ト
）、

毎
日
、
担
任
の
み
な
ら
ず
副
担
任
、
教
科
担

当
者
、
部
活
の
顧
問
、
管
理
職
か
ら
も
生
徒

学校๏ਓ
㆛ㆂ

ᒍ
㆕

ᒍத学校

෭校長　佐౻༝Ճ子

多
様
な
学
び
を
考
え
る

Ұ
ਓ
Ұ
ਓ
ʹ
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Γ
ఴ
͍
ỏ

生
ె
を
স
إ
ʹ
ม
え

も
ỳ
ͱ
も
ỳ
ͱ
ָ
͠
͍
学
ߍ


①
一
人
一
人
に
寄
り
添
い
、
登
校
し

た
い
、
楽
し
い
と
思
え
る
学
校
に

す
る
た
め
に
環
境
づ
く
り
が
大
切

で
あ
る

②
一
人
一
人
の
特
徴
を
理
解
し
、
学

習
面
の
み
な
ら
ず
、
生
活
面
や
対

人
面
に
も
重
き
を
置
き
、
関
わ
り

合
い
を
大
切
に
す
る

③
机
上
の
学
習
だ
け
で
は
な
く
、
宿

泊
や
行
事
で
培
わ
れ
る
思
い
や
り

の
気
持
ち
や
協
調
性
を
育
む
こ
と

が
重
要
で
あ
る

ϙ
イ
ン
τ

ࣸਅᶄ

ࣸਅᶃ

˔  ੜెҰਓҰਓにԠͨ͡ݸผカーυͱ
νェοクシーτ
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に
た
く
さ
ん
声
を
か
け
、
生
徒
に
〝
褒
め
の

シ
ャ
ワ
ー
〟
を
浴
び
せ
「
明
日
も
学
校
に
行

き
た
い
な
」
と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
仕

組
み
を
作
っ
て
い
る
。

本
校
の
授
業
は
教
科
書
を
使
わ
ず
、
独
自

の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
使
用
し
て
行
わ
れ
て
い

る
。
小
学
校
時
代
に
な
か
な
か
学
校
へ
足
が

向
か
ず
、
学
習
面
で
遅
れ
て
い
た
り
、
学
び

方
が
ゆ
っ
く
り
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
あ
る
教

科
で
は
学
年
相
応
を
超
え
た
内
容
を
理
解
し

て
い
た
り
と
、
学
習
進
度
は
生
徒
に
よ
っ
て

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
た
め
、
皆
一
斉
で
教
科
書

を
使
用
す
る
の
で
は
な
く
、
習
熟
度
別
の

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
使
用
し
て
学
習
す
る
。
勉

強
が
苦
手
で
も
得
意
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ

れ
が
個
々
の
ペ
ー
ス
で
安
心
し
て
学
べ
る
配

慮
を
し
、
ま
た
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
授
業
が

完
結
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
生
徒
が

達
成
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
学
習
意
欲
に

つ
な
が
り
や
す
い
。
教
科
ご
と
に
習
熟
度
が

分
か
れ
て
い
る
の
で
、得
意
教
科
は
伸
ば
し
、

不
得
意
教
科
は
ゆ
っ
く
り
と
し
た
ペ
ー
ス
で

安
心
し
て
学
べ
て
い
る
。
わ
か
ら
な
い
と
こ

ろ
を
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、
学
習
へ
の
不
安
が

減
る
と
「
学
校
へ
行
っ
て
勉
強
し
た
い
」
と

い
う
向
上
心
に
つ
な
が
る
利
点
も
あ
る
。

本
校
の
特
色
あ
る
授
業
科
目
の
一
つ
に
、

S
S
T
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
Ừ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
本
校
で
は
社
会

生
活
で
必
要
な
知
識
や
技
術
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
に
も
重
点
を
置
い

て
い
る
。
小
学
校
時
代
に
他
者
と
関
わ
り
た

い
け
ど
う
ま
く
ゆ
か
ず
、
自
分
か
ら
そ
の
機

会
を
避
け
、
苦
し
く
悲
し
い
思
い
を
し
て
き

た
生
徒
も
少
な
く
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
生

徒
に
対
し
、
小
グ
ル
ー
プ
で
会
話
の
機
会
を

作
り
、
あ
い
づ
ち
の
う
ち
方
を
は
じ
め
、
会

話
を
よ
り
豊
か
に
、
楽
し
く
す
る
に
は
ど
う

し
た
ら
よ
い
か
を
考
え
さ
せ
、
体
験
さ
せ
る

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
い
、
そ
れ
を
学
校
生
活

に
般
化
し
て
い
る
。
実
際
に
学
ん
だ
こ
と
を

実
践
し
た
生
徒
は
「
話
が
盛
り
上
が
っ
て
楽

し
か
っ
た
！
」
と
か
、
楽
し
さ
の
あ
ま
り
思

わ
ず
喋
り
過
ぎ
て
し
ま
い
、
友
達
か
ら
「
今

の
は
ち
ょ
っ
と
言
い
過
ぎ
だ
よ
」
と
声
を
か

け
ら
れ
喧
嘩
に
な
ら
ず
に
済
ん
だ
な
ど
、
学

校
生
活
の
中
で
会
話
を
楽
し
ん
だ
り
、
相
手

に
よ
っ
て
関
わ
り
方
を
変
え
て
み
た
り
、
他

者
と
上
手
に
関
わ
る
術
を
身
に
つ
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
相
手
を
知
り
、
人
と

関
わ
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
本
校
で
初
め
て
知

る
生
徒
も
多
い
。

本
校
に
は
年
間
を
通
し
て
多
く
の
学
校
行

事
が
あ
る
。授
業
だ
け
を
学
び
の
場
と
せ
ず
、

仲
間
と
と
も
に
関
わ
り
合
い
、
さ
ま
ざ
ま
な

体
験
を
す
る
こ
と
や
、
一
人
一
人
が
活
躍
す

る
機
会
を
設
け
る
こ
と
で
生
徒
た
ち
は
大
き

く
成
長
し
て
い
く
。
不
登
校
を
経
験
し
た
生

徒
は
、
宿
泊
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
不
安

に
感
じ
る
場
合
も
あ
る
が
、
夏
と
冬
の
宿
泊

場
所
を
同
じ
に
す
る
こ
と
で
不
安
が
軽
減
さ

れ
る
の
で
、そ
の
よ
う
な
配
慮
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
学
年
ご
と
で
は
な
く
同
部
屋
に
必
ず

上
級
生
が
い
る
状
態
に
し
て
い
る
た
め
、
不

安
な
こ
と
を
上
級
生
に
相
談
す
る
こ
と
も
で

き
る
。
上
級
生
の
ほ
う
も
一
年
め
に
先
輩
か

ら
フ
ォ
ロ
ー
し
て
も
ら
っ
た
経
験
が
あ
る
の

で
、後
輩
へ
の
声
の
か
け
方
が
抜
群
で
あ
る
。

最
終
的
に
は
不
安
な
こ
と
を
軽
減
し
、
ま

た
乗
り
越
え
な
が
ら
「
宿
泊
行
事
に
参
加
し

て
よ
か
っ
た
」
と
い
う
集
団
の
達
成
感
を
味

わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
行
事
は
一
人
一
人
が

役
割
を
担
う
こ
と
で
や
り
き
ろ
う
と
す
る
心

構
え
も
で
き
、
行
事
が
終
わ
っ
た
あ
と
は
生

徒
の
大
き
な
成
長
が
み
ら
れ
る
。

学
び
の
多
様
化
学
校
で
あ
る
本
校
で
は
、

生
徒
が
学
校
に
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
学

校
が
生
徒
に
合
わ
せ
、登
校
が
楽
し
く
な
り
、

自
信
が
つ
き
、
も
っ
と
学
校
へ
通
い
た
く
な

る
仕
組
み
づ
く
り
を
し
て
き
た
。
学
校
と
は

本
来
、
行
き
た
い
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
も
ち
ろ
ん
学
習
面
、
生
活
面
、
対
人
面
、

簡
単
に
ク
リ
ア
で
き
な
い
こ
と
も
多
く
あ
る

だ
ろ
う
が
、
そ
ん
な
と
き
で
も
立
ち
返
る
べ

き
は
、
学
校
は
相
談
で
き
る
仲
間
、
先
生
が

た
く
さ
ん
い
る
〝
安
心
で
き
る
場
所
〟
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
校
で
は
月
一
回
の
保
護
者
会
を
開
催
し

て
い
る
た
め
、
保
護
者
ど
う
し
の
つ
な
が
り

も
深
く
、
同
じ
悩
み
を
も
つ
保
護
者
ど
う
し

が
お
互
い
の
子
ど
も
を
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
よ

う
に
も
な
る
。
子
ど
も
が
安
心
し
て
自
信
を

も
っ
て
登
校
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
保
護

者
の
か
た
も
元
気
に
な
り
、
学
校
全
体
に
笑

顔
の
連
鎖
が
広
が
っ
て
い
る
。

我
々
教
職
員
一
同
、
学
校
が
楽
し
く
通
い

た
い
場
所
だ
と
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、

人
を
認
め
る
・
人
を
排
除
し
な
い
・
仲
間
を

つ
く
る
、
と
い
う
星
槎
の
三
つ
の
約
束
を
も

と
に
、
生
徒
一
人
一
人
に
寄
り
添
い
、
一
人

一
人
を
認
め
、
関
わ
り
合
え
る
環
境
づ
く
り

に
こ
れ
か
ら
も
邁
進
し
て
い
き
た
い
。
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人
、
後
期
�
�
�
人
の
合
ܭ
�
�
�
人
。

「
グ
ϩ
ー
カ
ル
人
材
の
育
成
～
国
ࡍ
社
会
に

通
用
す
る
能
力
・
視
点
・
経
験
を
も
ち
、
地

Ҭ
の
活
性
化
や
発
展
に
貢
献
で
き
る
人
材
の

育
成
～
」
を
ܝ
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
֩
に

あ
る
の
が
、
特
例
教
科
「
ۚ
ๆ
学
」
で
す
。

９
年
間
の
学
び
を
通
し
て
「
໋
と
人
の
つ
な

が
り
を
;
る
さ
と
に
学
び
、
ੈ
ք
に

え
る

୳
ڀ
学
習
」
を
目
ざ
し
ま
す
。「
コ
シ
ώ
カ

リ
ަ
ྲྀ
」
は
、
こ
の
「
ۚ
ๆ
学
」
の
学
び
か

ら

生
し
ま
し
た
。

「
コ
シ
ώ
カ
リ
ަ
ྲྀ
」
の
主
人
ެ
は
「
ۚ

ๆ
学
」
に
お
い
て
、
地
元
特
࢈

で
あ
る

「
ۚ
ๆ
コ
シ
ώ
カ
リ
」
の
生
࢈
・
୳
ڀ
活
動

に
取
り
組
ん
で
い
る
５
年
生
で
す
。「
ۚ
ๆ

コ
シ
ώ
カ
リ
」
は
、
ࡩ
の
ศ
り
も
い
ま
だ
ಧ

か
な
い
̏
月
ॳ
०
に
ా
২
え
を
࢝
め
、

෩

シ
ー
ズ
ン
前
の
̓
月
中
०
に
は
ऩ
֭
し
、
全

国
に
ઌ
ۦ
け
て
出
ՙ
す
る

早
場
ถ
で
す
。

５
年
生
は
生
࢈

Ո
の
人
か
ら
ア
υ
バ
イ
ス

を
受
け
な
が
ら
こ
の
特
࢈

の
生
࢈
活
動
に

取
り
組
み
、
�
年
間
か
け
て
「
ۚ
ๆ
コ
シ

ώ
カ
リ
」
に
つ
い
て
୳
ڀ
を
ਂ
め
ま
す
。
開

コ
シ
ヒ
カ
リ
で
つ
な
が
る
南
国
鹿
児
島
と

北
国
新
潟
の
学
び
の
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ೆ
ࠃ
ࣛ
ࣇ
ౡ
͔
Β
ỏ
ί
シ
ώ
Χ
Ϧ
の
ओ
࢈


ɾ
৽
ׁ
と
の
「
ί
シ
ώ
Χ
Ϧ
ަ
ྲྀ
」
が
生

·
Ε
·
͠
た
Ố「
ί
シ
ώ
Χ
Ϧ
ަ
ྲྀ
」
は
ỏ
ࣛ

ࣇ
ౡ
ݝ
ೆ
さ
ͭ
·
ࢢ
ཱ
ۚㆌ

㇓

ๆㆽ
ㆄ

学
Ԃ
の
ಛ
ྫ
ڭ

Պ
「
ۚ
ๆ
学
」
։
ઃ
に
࢝
·
り
·
͢
Ố
ۚ
ๆ

ொ
は

ૣ
場
ถ
「
ۚ
ๆ
ί
シ
ώ
Χ
Ϧ
」
の
࢈


Ͱ
͢
Ố
子
ど
も
の
ؔ
৺
は
ۚ
ๆ
ί
シ
ώ
Χ

Ϧ
͔
Β
ỏ
৽
ׁ

と

が
り
ỏ
৽
ׁ
大
学
ڭ

৬
大
学
Ӄ
生

৽
ׁ
ࢢ
ཱ
ڸ

ㆉ
ㆋ
ㆿ

ㆵ
ㆡ

খ
学
ߍ
の
子

ど
も
た
ち
と
の
学
ͼ
の
ަ
ྲྀ
に
ൃ
ల
͠
·
͢
Ố

金
峰
学
園
：
特
例
教
科

「
金
峰
学
」発
の

「
コ
シ
ヒ
カ
リ
交
流
」

ೆ
さ
つ
ま
市
立
ۚ
ๆ
学
園
は
、
�
�
�
�

年
４
月
に
ࣛ
児
ౡ
ݝ
内
��
൪
め
の
ٛ

教
育

学
校
と
し
て
開
校
し
た
新
し
い
学
校
で
す
。

開
校
当
時
の
児
童
生
徒
数
は
前
期
�
�
�

৽
ׁ
大
学
໊
༪
ڭ
त

ٶ
Ԕ
Ӵ

ࣛ
ࣇ
ౡ
ݝ
ೆ
さ
ͭ
·
ࢢ
ཱ
ۚ
ๆ
学
Ԃ
ɹ
ɹ

ߍ

ɾ

ଜ
݈
ೋ
ʗ
ڭ
་
ɾ
Ҫ
্
ඦ
代

৽
ׁ
ݝ
৽
ׁ
ࢢ
ཱ
ڸ

খ
学
ߍ

  

ɹ
ɹ

ߍ

ɾ
ޙ
౻


ʗ
ڭ
་
ɾ
ٶ
ຊ
༟
հ
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校
１
年
め
の
５
年
生
は
「
自
分
た
ち
が
ऩ
֭

し
た
ถ
を
৯
べ
た
人
が
元
気
で

せ
に
な
る

よ
う
に
」
と
の
願
い
を
ࠐ
め
て
『ۚ
ๆ
コ
シ

ώ
カ
リ
元
気
１
号
』
と
、
̎
年
め
の
５
年
生

は
『元
気
̎
号
』
と
໊
づ
け
ま
し
た
。
そ
し

て
、
୳
ڀ
活
動
の
関
心
は
学
校
・
地
Ҭ
の


を

え
て
新
ׁ
に
広
が
り
ま
し
た
。

新
潟
大
学
教
職
大
学
院
と
の

出
会
い

開
校
１
年
め
の
�
�
�
�
年
��
月
。
新

ׁ
大
学
教
職
大
学
Ӄ
必
修
科
目
「
特
৭
あ
る

教
育
課
程
の
ࣄ
例
研
ڀ
」
の
中
で
、
ۚ
ๆ
学

園
の
学
校
長
が
ٛ

教
育
学
校
と
し
て
の
教

育
課
程
編
成
に
つ
い
て
Φ
ン
ラ
イ
ン
ߨ
ٛ
を

す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
ԑ
で
教
職

大
学
Ӄ
生
が
��
月
開
࠵
の
ۚ
ๆ
学
フ
ェ
ス
タ

で
コ
シ
ώ
カ
リ
学
習
発
ද
会
に
Φ
ン
ラ
イ
ン

ࢀ
加
し
、
５
年
生
と
新
ׁ
大
学
教
職
大
学
Ӄ

生
と
の
ަ
ྲྀ
が
࢝
ま
り
ま
し
た
。

ۚ
ๆ
学
園
で
は
、
子
ど
も
の
学
び
に
お
け

る
「
必
要
ײ
」
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。「
ۚ

ๆ
コ
シ
ώ
カ
リ
」
を
生
࢈
し
୳
ڀ
活
動
に
取

り
組
む
子
ど
も
な
ら
、
コ
シ
ώ
カ
リ
の
主
࢈

地
・
新
ׁ
に
関
心
を
も
ち
、
学
び
を
広
げ
ら

れ
る
だ
Ζ
う
と
の
見
通
し
が
あ
り
ま
し
た
。

人
と
人
と
の
ަ
ྲྀ
は
、
米
の
ަ

・
৯
べ

ൺ
べ
に
発
展
し
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
教
職

大
学
Ӄ
生
・
教
員
に
『元
気
１
号
』
を
、
ٯ

に
新
ׁ
か
ら
は
新
ׁ
࢈
コ
シ
ώ
カ
リ
が
ଃ
ら

れ
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち

は
Ո
ఉ
科
授

業
で
྆
地
Ҭ

の
コ
シ
ώ
カ

リ
を
৯
べ
ൺ

べ
、
そ
の
ө

૾
や
ײ
想
を

大
学
Ӄ
生
に

ಧ
け
、
相
ޓ
ަ
ྲྀ
が
ਂ
ま
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
現
職
教
員
Ӄ
生
が
、
�
�
�
�

年
̏
月
に
ۚ
ๆ
学
園
を
๚

し
ま
し
た
。
ۚ

ๆ
学
園
の
教
育
課
程
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
５

年
生
に「
新
ׁ
の
ถ
࡞
り
」、
̏
年
生
に
「
ઇ

国
の

ら
し
」
の
出
前
授
業
を
行
い
、
直


ަ
ྲྀ
へ
と
発
展
し
ま
し
た
。

新
潟
市
立
鏡
淵
小
学
校

５
年
生
と
の
交
流
へ

̎
年
め
（
�
�
�
�
年
度
）
に
は
、
新

ׁ
市
の
市
֗
地
に
あ
る
ڸ

小
学
校（
当
時
、

全
校
児
童
�
�
�
人
）
５
年
生
と
の
「
コ

シ
ώ
カ
リ
ަ
ྲྀ
」
に
発
展
し
ま
す
。
ڸ

小

学
校
の
教
育
目
標
は
「
高
め
合
う
子
」
で

す
。﹁
ڷ

を
Ѫ
し
、
ෳ
ࡶ
に
ม
化
し
続
け

る
社
会
情

と
向
き
合
い
、
ଞ
者
と
ڠ
ಇ
し

て
よ
り
よ
い
未
来
社
会
を
切
り
開
い
て
い
く

ࢿ
࣭
・
能
力
を
備
え
た
子
ど
も
」
の
育
成
を

目
ざ
し
て
い
ま
す
。

྆
校
の
ަ
ྲྀ
は
、
̓
月
か
ら
��
月
ま
で
の

間
に
Φ
ン
ラ
イ
ン
で
４
回
実
現
し
ま
し
た
。

ަ
ྲྀ
の
Ͷ
ら
い
は
「
お
ޓ
い
の
地
Ҭ
に
出

会
い
、
友
達
に
な
る
。
ೆ
国
・
ࣛ
児
ౡ
と


国
・
新
ׁ
の
コ
シ
ώ
カ
リ

ഓ
の
特


や
ҧ
い
、
྆
地
Ҭ
の
生
活
に
つ
い
て
興
味

関
心
を
も
っ
て
୳
ڀ
を
ਂ
め
て
い
く
」
こ

と
で
す
。

ڸ

小
学
校
は
１
ク
ラ
ス
、
ۚ
ๆ
学
園

は
̎
ク
ラ
ス
合
同
の
ަ
ྲྀ
で
す
。
第
１
回

の
新
ׁ
と
ࣛ
児
ౡ
の

հ
、
校
ࣷ
か
ら
の

෩
景

հ
に
࢝
ま
り
、
ۚ
ๆ
学
園
フ
ェ
ス

タ
の

հ
、
コ
シ
ώ
カ
リ
に
関
す
る
相
ޓ

の
࣭

、
৯
文
化
や
方
ݴ
等
の
࣭

・


հ
へ
と
対

が
広
が
り
ま
し
た
。

最
後
に
「
コ
シ
ώ
カ
リ
ަ
ྲྀ
」
の
Ձ

、

可
能
性
に
つ
い
て
、
྆
校
の
児
童
と
担
当

教
員
の

を
ൈ
ਮ
し
て

հ
し
ま
す
。

ợ
ۚ
ๆ
学
Ԃ
ࣇ
ಐ
の

Ụ

・
新
ׁ
で
の

ഓ
方
法
や
工
夫
、
ถ
を
育

て
る
ਫ
の
入
ख
経
路
を

知
り
た
い
。

・
ۚ
ๆ
コ
シ
ώ
カ
リ
の
お

い
し
さ
や
特

を
۩
体

的
Τ
ϐ
ι
ー
υ
や
ද
現

で

え
た
い
。

ợ
ڸ

খ
学
ߍ
ࣇ
ಐ
の

Ụ

・
次
の
ަ
ྲྀ
が
ָ
し
み

で
、
࣭

さ
れ
た
新
ׁ

ݝ
の
こ
と
を
自
分
で
も

調
べ
、
知
ら
な
か
っ
た

こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

ợ
ۚ
ๆ
学
Ԃ
ڭ
һ
の

Ụ

・
新
ׁ
の
同
ڃ
生
と
意
見
ަ

で
き
、
相
ख

の

応
を
ײ
じ
な
が
ら
、
ָ
し
く
学
び
、

୳
ڀ
意
欲
や
課
題

及
心
が
高
ま
っ
て
い

る
。

・
自
分
の
;
る
さ
と
の
よ
さ
を
再
認
識
し

「
知
っ
て
欲
し
い
、
教
え
た
い
」
と
い
う

願
い
を
も
っ
て
学
習
で
き
る
。

ợ
ڸ

খ
学
ߍ
ڭ
һ
の

Ụ

・
࣭

を
受
け
て
新
た
な
視
点
を
も
ら
い
、

子
ど
も
の
意
欲
が
高
ま
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。

・
総
合
学
習
か
ら
社
会
科
に
も

生
し
、

ೆ
国
の
生
活
様
ࣜ
に

い
が
生
ま
れ
た
ࡍ

「
ۚ
ๆ
学
園
の
み
ん
な
に
ฉ
い
て
み
よ
う

よ
」
と
の

が
あ
が
る
΄
ど
、
子
ど
も

の
心
の
中
に
ࣛ
児
ౡ
の
５
年
生
が
い
た
。
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ੜెҰఆ໘ੵͷࣳͷ本͔Β、ํ程式Ͱߍఉ全体ͷࣳ本をٻΊる学शをͨͬߦ

「
ࣳ
生
学
」
͔
Β
「
ւ
に

が
る
『ࣳ

生
学

『

」
ൃ
ల

式
根
島
中
学
校
の
美
し
い
芝
生
の
校
庭
は

島
の
運
動
会
等
、
活
動
の
場
と
し
て
利
用
さ

れ
、
生
徒
は
も
ち
ろ
ん
島
民
な
ど
の
多
く
の

か
た
が
た
に
愛
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
維
持
・

管
理
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。そ
こ
で
、

令
和
元
年
度
に
芝
生
の
保
全
と
教
育
を
両
立

さ
せ
る
「
芝
生
学
」
を
設
け
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
令
和
３
年
度
か
ら
は
島
と
海
を
つ
な
ぐ

S
T
E
A
M
教
育
（
教
科
等
横
断
的
に
学

び
な
が
ら
課
題
を
発
見
し
、
解
決
力
を
育
成

す
る
教
育
）
と
し
て
「
海
に
広
が
る
『
芝
生

学
』」
に
発
展
し
て
い
ま
す
。

ۃ
少
人

ڭ
ҭ
の
ར

を
׆
͔
ͤ

る
4
5
&
"
M
ڭ
ҭ

島
し
ょ
地
域
の
教
育
は
極
少
人
数
教
育

で
あ
り
、
テ
ィ
ー
ム
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
や

小
中
連
携
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

テ
ィ
ー
ム
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
は
S
T
E
A
M

教
育
の
き
っ
か
け
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
極

少
人
数
で
の
学
習
は
、
生
徒
が
教
員
と
一
緒

に
未
知
の
課
題
に
取
り
組
む
場
面
が
多
々

あ
り
、
探
究
学
習
の
実
施
に
最
適
で
す
。

S
D
G
s
に「
海
の
豊
か
さ
を
守
ろ
う
」「
陸

の
豊
か
さ
も
守
ろ
う
」
と
い
う
項
目
が
あ

る
こ
と
か
ら
教
科
を
超
え
て
島
と
海
を
つ

な
ぐ
「
芝
生
学
」
を
発
案
し
、
令
和
２
年

度
お
よ
び
４
年
度
「
ち
ゅ
う
で
ん
教
育
振

興
助
成
」
と
令
和
３
年
度
お
よ
び
５
年
度

「
海
洋
教
育
パ
イ
オ
ニ
ア
ス
ク
ー
ル
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
の
助
成
を
得
て
実
現
し
ま
し
た
。

芝
生
学
か
ら
広
が
る
4
5
&
"
.
教
育

東
京
都
新
島
村
立
式
根
島
中
学
校

元
主
幹
教
諭

中
里

直

　
　
（
現
渋
谷
区
立
上
原
中
学
校
）

教
諭

中
村

裕
之

主
任
教
諭

髙
橋

勇
人

（
現
中
野
区
立
中
野
東
中
学
校
）

〜「
島・人・海
」を
つ
な
げ
て
考
え
る
〜

 2 ͷ I$ ϨίーダーにهしͨメτロϊームͷԻͰԻͷ͞
をௐる授ۀ。ੜెͷ学श学͔ߍΒւͱがͬͯい͘
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⁞ʮ式ࠜౡ͔Βϓϥスνοク
を͑ߟるʯͱい͏学शͷதͰ、
ւਫதͷϓϥスνοクをϓϥン
クτンネοτͰूΊるੜె
ͰւਫதͷϚΠクロϓڸඍݦ 
ϥスνοクを୳す༷ࢠ
;るいに͔͚、ւਫதͷϓϥ
スνοクをू࠾
ౡͷಛ࢈・アシタόͰϋΨ
Ωを࡞る

ڷ

理
解
学
श
「
ࣜ
ࠜ
ౡ
ະ
དྷ
会

ٞ
」
と
֤
ڭ
Պ
の
࣮
ફ

総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
は
、
式
根
島

の
現
状
を
理
解
し
、
未
来
に
つ
い
て
考
え

る
「
式
根
島
未
来
会
議
」
と
い
う
郷
土
理

解
学
習
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で
、

S
T
E
A
M
教
育
の
実
践
と
し
て
、「
式
根

島
の
美
化
活
動
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
美

化
看
板
の
設
置
、
式
根
島
の
特
産
品
で
あ
る

ア
シ
タ
バ
を
用
い
た
代
替
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

製
品
の
考
案
や
海
岸
・
海
水
に
含
ま
れ
る
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
ゴ
ミ
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

教
科
で
は
「
校
庭
の
芝
生
の
本
数
調
査
」
と

「
海
水
の
塩
分
濃
度
」
に
関
す
る
数
学
科
と

理
科
の
合
同
授
業
や
、
海
岸
で
「
音
」
に
関

す
る
音
楽
科
と
理
科
の
合
同
授
業
を
行
い

ま
し
た
。
ま
た
、「
式
根
島
の
地
形
と
気
候

の
特
徴
を
調
査
す
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、

身
近
な
環
境
に
つ
い
て
探
究
す
る
理
科
と

社
会
科
の
合
同
授
業
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ

ら
の
学
習
か
ら
「
世
界
の
雨
温
図
（
あ
る
地

域
の
月
別
平
均
気
温
と
月
別
平
均
降
水
量

の
グ
ラ
フ
）
の
意
味
を
探
る
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
理
科
、
社
会
科
、
国
語
科
を
横
断
す
る

授
業
へ
と
発
展
し
ま
し
た
。


ۙ
な
生
׆
͔
Β
世
界
に

が
る

4
5
&
"
M
ڭ
ҭ

「
世
界
の
雨
温
図
の
意
味
を
探
る
」
の
１

時
間
め
は
気
象
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る

世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
か
ら
一
つ
を
選

び
、
気
象
デ
ー
タ
（
平
均
値
）
か
ら
雨
温
図

を
作
成
し
、
そ
の
地
域
の
自
然
環
境
や
文
化

に
つ
い
て
仮
説
を
立
て
ま
し
た
。
２
時
間
め

は
選
ん
だ
地
域
の
自
然
環
境
や
文
化
を
調

べ
、
資
料
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
て

発
表
ス
ラ
イ
ド
を
作
成
し
、
３
時
間
め
は
発

表
と
協
議
を
行
い
ま
し
た
。
日
本
語
の
資
料

が
少
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
も
困
難

で
あ
る
た
め
、
関
連
資
料
（
世
界
の
雲
の
動

き
：
欧
州
気
象
衛
星
開
発
機
構
「A

 year 

of w
eather 

2
0
2
2
」、
景
色
や
産
業

等
：G

oogle Earth

、
政
府
観
光
情
報
等
）

を
用
い
、
外
国
語
の
資
料
は
翻
訳
し
て
活
用

し
ま
し
た
。
生
徒
は
既
習
内
容
に
基
づ
い
て

必
要
な
資
料
を
選
定
し
、
理
科
と
社
会
科
で

得
た
知
識
や
技
能
を
活
か
し
て
教
員
と
と
も

に
考
え
、議
論
し
な
が
ら
考
察
を
導
き
出
し
、

国
語
科
で
学
ん
だ
表
現
方
法
を
用
い
て
発
表

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ڭ
ҭ
の
՝

解
ܾ
に
ߩ
ݙ

実
践
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
東
京
七
島
新
聞

へ
の
掲
載
に
よ
り
、
多
く
の
人
々
に
伝
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
島
に
は
教
育
に
活
用

で
き
る
資
源
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら

を
活
用
し
、
そ
の
知
見
を
発
信
す
る
こ
と
で

世
界
と
つ
な
が
れ
ば
、
教
育
の
課
題
解
決
等

に
貢
献
で
き
ま
す
。島
の
特
性
を
活
か
し
て
、

陸
地
と
海
の
つ
な
が
り
を
理
解
す
る
取
組
を

継
続
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

্ʗੜెͱ教員がҰॹにӍԹਤͷҙຯを͑ߟる
ԼʗʮੈքͷӍԹਤͷҙຯを୳るʯ୳究学शͷ
Ռ



　　　中

変化の激しい社会を生きる子どもたちにつけたい
資質・能力の一つに、問題発見・解決能力がある。
各教科等において、物事の中から課題を見いだし、
解決方法を探して計画を立て、情報を収集するとと
もに集めた情報を整理・分析し、結果をまとめたり
発表したりする学習については、今後より一層重視
していきたい。
生徒が自分で探究課題を設定してその解決にあた
るという授業実践は、1983年度の ｢フリータイム
｣ という本校独自の学習活動に遡ることができる。｢
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学
校及び養護学校の教育課程の基準の改善について（答
申）｣ 文部科学省（1998）において、｢総合的な学習
の時間｣ の創設が盛り込まれてからは、それまでの
取組を土台にして、総合的な学習の時間としてのカ
リキュラムを再構築するなど、形を変えながらその
取組を継続してきた。
現在は、総合的な学習の時間を ｢探究｣ と呼称し、

教育活動の中核に位置づけている。探究的な見方・
考え方をはたらかせ、自らの興味や関心に基づいた
事象に関する横断的・総合的な学習を行うことを通
して、自己の生き方を考えていくための資質・能力
を育成する取組を進めている。
北海道教育大学や北海道教育大学教職大学院との
連携も年々強化してきた。具体的には、大学および
教職大学院の教員による出前授業や大学生による授
業のサポート等を組み込みながら、地域課題解決型
探究カリキュラムの開発および実践を進めている。
その取組の一つとして、令和4年度に 『ワークブッ
ク 地域課題解決型探究学習＆ ICTの基礎基本』を刊
行した。また、その改訂版を令和5年度末に刊行。
指導内容や指導方法等をどこまで構造化して示せる
かは今後の課題である。これらは北海道教育大学学
術リポジトリからダウンロードすることができる。

問題発見・解決能力の
育成を目ざして
～総合的な学習の時間を中核とした継続的な取組～

北海道教育大学附属函館中学校　副校長 黒田　諭四街道市教育委員会教育長 府川　雅司

｢一人一人の出会いを大切にし、未来を生きる青少
年を幸せに導く一助としたい｣ という願いをこめて、
平成12年９月に青少年育成センターだより ｢一期一
会｣ 第１号が発刊されました。まもなく300号にな
るこの情報誌には、四街道市の青少年の現状や当セ
ンターの取組の紹介だけでなく、巻頭言の執筆者の
思いや願いなどが溢れています。
平成22年に初めて市内の中学生が巻頭言を書いて

くれましたが、そこには生徒会長を務めた１年間で
取り組んだことに加え、達成感や悔しさ、中学校の
先生がたや仲間への感謝が記されています。その後
も、多くの中高生がこの ｢一期一会｣ の執筆者とし
て夢を語り、未来への提言を述べ、関わった人への
感謝を綴ってくれました。
四街道市では青少年の健全育成を目的として、青

少年補導委員と市内高校生が一緒にパトロールを行
い、高校生たちが小中学生の安全を大人とともに見
守ってくれています。参加した高校生からは ｢小学
生のためにも、平和な町を維持していきたいと思っ
た｣ などの感想が聞かれました。また、青少年健全
育成推進大会では、小学生から高校生までの代表者
が住みよい町づくりや明るい未来に向けて問題提起
をしてくれたり、大会の看板を高等学校書道部の生
徒が筆書きで書いてくれたりしています。このよう
な若者たちの言動には、大人には表現できない躍動
感や生命力、そして、四街道市の未来への希望を感
じます。
今から14年前に、｢一期一会｣ において ｢安全で

住みよい四街道としてさらに発展していくことを願
いたい｣ と巻頭言で語った少年は、その後、四街道
市役所の職員となり市民のために尽力してくれまし
た。この少年と形は違っても、本市の子どもたちが
自らの夢の実現と明るい未来のために、一歩一歩進
んでいける町づくりに全力で取り組んでまいります。

未来を生きる
青少年を幸せに導くために

『ワークブック 地域課題解決型探究学習＆ICTの基礎
基本』（左）と令和 5年度末に刊行した改訂版（右）
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　　全国各地のさまざまな取組を紹介します。



　　　中

　　　

鹿児島県大隅半島南西部に位置する岸良浜はウ
ミガメの産卵場所です。令和５年度は、1kmあた
りの産卵数が鹿児島県本土で最も多かったという
調査結果が出ています。これまで26年間にわたり、
学校、保護者、地域が一体となりウミガメの学習
や環境保全活動に取り組んでいます。
そのような環境のもと誕生したのが、特色ある

教育活動 ｢ウミガメ科｣ です。ウミガメ科の特徴
は次の三つです。
（１） ウミガメ学習会→海岸清掃活動→産卵の確認

→観察用卵の移植→放流会→孵化後の調査と
いう一連の流れがあること。

（２） 学校、保護者、地域が一体となって取り組ん
でおり、当初の産卵観察会から取組がアップ
デートされていること。

（３） ｢いおワールドかごしま水族館｣ と連携協定
を結び、専門的なアドバイスのもと進められ
ていること。

子どもたちがウミガメ科で学ぶことは単にウミ
ガメの生態を知ることや、岸良海岸のゴミを拾う
こと、かわいい子ガメを放流することだけではあ
りません。一連の学習を通し、自然環境を守る活
動が、いずれは自分たちが豊かな自然に守られて、
生活できることにつながることを学べるところに
あると考えています。
一方、ウミガメに関わるガイドラインの変化にも

注目しています。岸良学園が行っている採卵・移植・
放流はウミガメの保護が目的ではなく、あくまで
学習が目的という位置づけで行っています。今後、
採卵・移植自体ができなくなる可能性もあるとの
ことです。このため、ドローンを使って上陸数を
計測するという研究も始めています。このように
今後もさまざまな工夫を凝らし、時代に応じた学
習につなげていけたらと考えています。

西　康隆 滝口　卓巳
小
お

山
やま

町立明倫小学校　教頭
（元 小山町教育委員会　指導主事）

小山町教育委員会ではコロナ禍により失われた 3
年間に生じた学校の諸問題を解決するために、魅
力ある教育課程の編制を軸に改革に入った。その
取組の一つである 『失われた ｢子どもたちの体力｣
づくりのあり方について』紹介する。
スポーツ庁の令和 6年度全国体力・運動能力、
運動習慣等調査の報告書によると、体力の合計点は
新型コロナウイルス感染症蔓延前の水準に至って
いない。 小山町ではこの結果を踏まえるまでもな
く、児童の体を動かすことへの意識が低下し、学
校生活や生活習慣の見直しを余儀なくされている。
こうした実態を受けて ｢小学校朝運動プロジェク
ト｣ と称して授業開始前の時間の改革を目ざした。
このプロジェクトのねらいは身体的な体力向上
だけではない。ストレス軽減等の精神的な健康、脳
の活性化による集中力の持続、人との関わりから
コミュニケーション能力の向上、規則正しい生活
づくり（睡眠の質や食事等）や生活習慣の改善から、
ポジティブな気持ちで一日をスタートすることを
目ざす。また、特別支援を要する児童や不登校傾
向の児童の生活リズムづくりまでも意識している。
まず、各小学校から若手教員を選出し、プロジェ
クトチームを立ち上げ、町指導主事、町民トップ
ランナー（青学駅伝部出身）の役場職員もメンバー
に入れた。あくまでも各小学校の若手教員が主体
的に活動を推進することに価値をおき、先生がた
と子ども主導の活動としたい。
朝にエネルギーを高める活動（フィットネス）と
いう考えから 『アサフィット』という名称で令和
７年度から取り組んでいく予定である。
また、この活動をコミュニティ・スクールと連
動させ、地域（保護者）ボランティアへ活動を広
げていきたい。学校・家庭・地域で子どもを育て
る気運を高め、教職員の働き方改革にもつなげて
いく。『アサフィット』の効果により、子どもだけ
でなく全ての人々の日常生活が充実することを期
待している。

今こそ脱コロナ禍
みんなで『アサフィット』

「ウミガメ科」を通した
環境教育の取組

ウミガメ放流会の様子

第一回プロジェク
ト会議は 2025 年
３月初旬に開催。
「アサフィット」に
ついて闊達な意見
交換を行った

南九州市立九
く

玉
だま

小学校　校長
（元 肝

きも

付
つき

町立岸
きし

良
ら

学園　校長）
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子どもの心理とコロナ禍
～苦難を生む“何ものか”を探る～

東京学芸大学教授

【連載第2回】（全3回）

 ྩݩ年  ྩ 5 年
 ษڧをする  41���  �2�9�
をするࡧݕ   55�2�  83���
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 ಈըをݟる  81�5�  93���
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戦後 80 年―。　
資料館が新たな語り部に

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

今年で戦後80年―。社会科の授業や総合的
な学習の時間で、あるいは博物館や資料館で、
実際に戦争を体験したかたから当時の体験談を
聞く。平和教育や歴史学習において、効果的で
意義ある学習の一つである。しかし、近年では
さまざまな要因からその実施が困難になってき
ている。そこで川口市で実施している、郷土資
料館が新たな語り部としての役割を担う博学連
携の取組を紹介したい。
❶戦争体験者の高齢化とコロナ禍
「戦争体験を聞く」学習が今、直面している
問題がある。それは、戦争体験者の多くが高齢
化していることだ。例えば、終戦の年・昭和
20（1945）年に 10 歳だったかたは今年、
90歳になる。ご高齢のかたがたにとって、い
くつもの学校や教室を回ったり、授業中に長い
時間お話を続けたりすることは、体力的に大き
な負担がかかる。さらに、コロナ禍をはじめと
する感染症の流行・拡大が追い打ちをかける形
となり、感染防止の観点から、戦争体験を聞く
授業そのものが途絶えてしまった学校も少なく
ない。『戦争を知らない子供たち』が歌われた、
昭和45（1970）年開催の大阪万博からもは
や 55 年が
過ぎ、この
ままでは戦
争の記憶が
途絶えてし
まう危機的
状況といえ
る。
❷　郷土資料館が新たな語り部に
そこで本市では、郷土資料館で戦争に関する

資料を活用した「歴史教室」を実施している。
郷土資料館には、市内小学校から発見された戦

時中の学校日誌をは
じめ、当時の子ども
たちが図工の授業で
描いた風景画や戦意
高揚を図るポスター、
発掘された防空壕の
写真や不発弾、校舎
の建て直しで出土し
た銃剣や砲弾など、
子どもたちにとって
身近な「学校」に
フォーカスした資
料がたくさん収蔵されている。これを使わない
手はない。
また、Web 会議ツールを利用することで複
数の学校を同時につないで授業を行っている。
これにより、希望した全ての学校が参加するこ
とができるし、学習者側は貴重な資料を手に取
るように見ることができる。本事業を始めた令
和４年度から今年度までの３年間で、実施した
授業の回数はわずか 25 回（１回 45 分間）。
しかし、延べ 102校 8,267 人の小学６年生
が参加した。そのうえ、担当者が替わっても資
料と授業のノウハウは引き継がれるため、担い
手不足に悩む必要がない。
❸実施報告
～授業を受けた児童生徒の感想から～
　最後に、今年度、本事業に参加した児童生徒
の学習感想を紹介する。
　教科書で勉強したときはあまりそう思わな
かったけど、もう二度とこんなことは起きては
いけないと実感した。／もっとくわしく戦争の
ことを知りたいと思った。今度、おじいちゃん
や、ひいおじいちゃんに話を聞いてみたい。／
今も世界で戦争があるから、こんなことが起き
ているのだと思いました。／中学校へ行っても
歴史を真面目に学び、過ちをくり返さないよう
にしたい。／戦争のひさんさをくり返さないよ
うに、ちゃんとした政治にしたい。

【連載第 3回】（全 3回）

೦ൾهઓ者ҚྶൾͱฏͭݐެԂにࢢ˔
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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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「読みたい」ときに傍にある
本棚のような存在でありたい 三宅　香帆さん

ほ・っ・と・な・出・会・い

文芸評論家

◆恐竜研究者・小林教授が人生の転機において「いまを生きる」という映画から「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」という気づきを得られたという
エピソードに感銘しました。キャリア形成においてとても意味深い言葉です。やりたいと思うこ
とを一つずつ積み重ねてゆくことに自信がもてる内容でした。
◆知っておきたい教育NOW。修学旅行に関する内容を読ませていただき、コロナ禍を経ての現
在の修学旅行の課題や取組、工夫などがよく理解できました。他国にも例を見ない日本独自の教
育活動である「修学旅行」、大切にしていきたいと感じました。
◆北から南からに紹介されている取組は、いずれも今、教育現場で課題となっている領域での実
践であり、大いに参考になる。もっと具体的に知りたいと思った。

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
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