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4
Ỗ
5
݄
に
2
つ
の
ϓ
ϩ
δ
ỻ
ク
τ
、「
ϩ

Ϙ
ỽ
τ
は
౦
大
に
入
れ
る
か
」
と
「
大
学

生

学
ج
ຊ
調
査
」
を
行
い
ま
し
た
。
શ

国
の

50
の
大
学
に
ご
ڠ
ྗ
い
た
だ
き
、

�
ઍ
人
の
大
学
1
年
生
に

学
の
問
題
を

5
問
出
し
、
ղ

を
調
査
し
ま
し
た
。
人

工
知

に
は
難
し
い
と
ݴ
わ
れ
る
「
ҙ
ຯ

が
わ
か
っ
て
ߟ
え
る
」
こ
と
や
「
問
題
ղ

ܾ
」
な
ど
が
ど
の
程

で
き
る
か
調

た

結
果
、
調
査
対
象
の
大
学
生
の
�
分
の
1

が
「
平
ۉ
」
の
ҙ
ຯ
を
理
ղ
し
て
い
な
い

こ
と
な
ど
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。「
ࠔ
っ

た
な
」
と
思
い
ま
し
た
。「
人
ؒ
と
人
工

知

が
同
じ
こ
と
を
し
た
ら
、
人
工
知


の
ほ
う
が

ࣄ
が
ૣ
く
て
ਖ਼
֬
で
、
お
ۚ

も
か
か
ら
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な

ࣄ
は
ϩ

ϩ
Ϙ
ỽ
τ


東
大
に
入
れ
る
か
？

2
0
1
1
年
か
ら
「
ϩ
Ϙ
ỽ
τ
は
౦

大
に
入
れ
る
か
」
と
い
う
ϓ
ϩ
δ
ỻ
ク
τ

を
行
っ
て
い
ま
す
。
2
0
1
4
年
に

「
A
*（
人
工
知

）
な
ど
の
ٕ
ज़
が
進
Ή

と
、
ϗ
ϫ
イ
τ
カ
ラ
ー
の

ࣄ
の

分
が

機
ց
や
ϩ
Ϙ
ỽ
τ
に

ସ
さ
れ
る
」
と
༧

ଌ
し
た
同
名
の
ຊ
を
ॻ
き
ま
し
た
が
、
あ

ま
り
理
ղ
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。し
か
し
、

2
0
1
5
年
に
み
ͣ
ほ
૯
研
か
ら
「


ຊ
の

ࣄ
の

分
は
い
ͣ
れ
A
*
と
ϩ

Ϙ
ỽ
τ
に
置
き

わ
る
」
と
い
う
報
ࠂ
ॻ

が
出
て
、
多
く
の
人
が
、
ࢲ
の
༧
想
は
ਖ਼

し
か
っ
た
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ࢲ
は

学
者
で
す
か
ら
、

学
の
ྗ
だ

け
で
ࣄ
態
の
深
ࠁ
さ
に
気

き
、
今
ޙ
を

༧
ଌ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て

「
2
0
�
0
年
ま
で
に
多
く
の

ࣄ
が
ϩ

Ϙ
ỽ
τ
に

ସ
さ
れ
る
の
は
֬
実
だ
。
あ

と
20
年
し
か
時
ؒ
が
な
い
。
教
育
を
ど
う

す
れ

い
い
の
か
、
一
ࠁ
も
ૣ
く
ߟ
え
な

く
て
は
。『
そ
う
い
う
時

』
が
དྷ
る
こ

と
を
信
じ
て
も
ら
い
、
ਖ਼
し
く
४
උ
す
る

に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
」
と
ߟ
え
ま

し
た
。
そ
し
て
、

ຊ

学
会
で
ࢲ
が
教

育
ҕ
員
長
を
し
て
い
た
2
0
1
1
年
の

Ϙ
ỽ
τ
に

ସ
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
。

2
0
3
0
年
に
向
け
て

こ
の
ϓ
ϩ
δ
ỻ
ク
τ
は
、
人
工
知

を

౦
大
に
入
学
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
人
工
知

学
者
の
多
く
は
、

人
工
知

が
׆
༂
す
る
ࣾ
会
の
ະ
དྷ
に
つ

い
て
も
ߟ
え
て
ϩ
Ϙ
ỽ
τ
を
開
発
す
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
、
人
工
知

ಋ
入
に
よ

り
શ
ੈ
界
の
ޏ
用
の

分
、

20
ԯ
人
の

ޏ
用
が
ফ
え
る
と
༧
ଌ
さ
れ
て
い
る

2
0
�
0
年
に

け
た
४
උ
は
、
現
状

を
ਖ਼
し
く
ड
け
ࢭ
め
た
人
た
ち
が
し
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
ਖ਼
し
く

わ

る
ϓ
ϩ
δ
ỻ
ク
τ
を
し
て
、
主
に
ϗ
ϫ
イ
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τ
カ
ラ
ー
を
目
ࢦ
す

50
ສ
の
人
た
ち
が

ड
け
る
大
学
入
ࢼ
を
A
*
に
ड
け
さ
せ

る
と
、
Կ
が
で
き
て
Կ
が
で
き
な
い
の
か

や
、
今
ޙ
A
*
に
置
き

わ
る
分

な

ど
に
つ
い
て
の
情
報
を
શ
国
ຽ
が
共
有

し
、४
උ
し
た
い
と
思
い
、こ
の
ϓ
ϩ
δ
ỻ

ク
τ
を
始
め
ま
し
た
。

意
味
を
読
み
取
る

人
ؒ
は
状
況
や
ҙ
ຯ
を
理
ղ
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
ϩ
Ϙ
ỽ
τ
に
は
で
き
ま

せ
ん
。
ྫ
え

ۜ
行
૭
ޱ
で
ߴ
ྸ
者
が
ஷ

ۚ
を
お
ろ
そ
う
と
し
た
時
に
、
ۜ
行
員
が

「
Φ
Ϩ
Φ
Ϩ

ٗ
か
も
し
れ
な
い
」
と
ਪ

ଌ
す
る
程

の
こ
と
は
、
A
*
で
も
Մ


で
す
。
で
も
、
い
ろ
い
ろ
࣭
問
し
て
そ

の
人
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
ਪ
ଌ
す
る

こ
と
な
ど
は
、
A
*
に
は
難
し
い
の
で

す
。
A
*
は
今
の
と
こ
ろ
、
ݴ
༿
の
ҙ

ຯ
は
શ
く
理
ղ
し
て
い
ま
せ
ん
。
感
情
機


を
࣋
つ
ϩ
Ϙ
ỽ
τ
も
、「
会
話
が
ଓ
い

て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
会
話
」
の
コ

ϐ
ー
を
し
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
小
説

ղ
ੳ
ϓ
ϩ
ά
ラ
ム
を

い
、
ϩ
Ϙ
ỽ
τ
が

小
説
を
ॻ
い
て
話
題
に
な
り
ま
し
た
が
、

ج
ຊ
的
に
は
検
ࡧ
と
コ
ϐ
ー
ˍ
ϖ
ー
ス
τ

を
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
き
ち
ん
と
し
た

จ
ষ
を
࡞
る
の
は
と
て
も
難
し
く
て
、
౦

ϩ
Ϙ
܅
も
大
ۤ
ઓ
し
て
い
ま
す
。
ҙ
ຯ
を

ຊ
当
に
理
ղ
し
て
จ
ষ
を
࡞
り
、
問
題
を

ղ
く
の
で
は
な
く
、「
こ
う
い
う
時
は
こ

う

応
す
れ

い
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
感

じ
で
、
動
い
て
い
る
の
で
す
。

人
ؒ
が
ॳ
め
て
見
た
จ
ষ
を
ਖ਼
֬
に
ಡ

ղ
で
き
れ

、
そ
れ
は
౦
ϩ
Ϙ
܅
に
は
ਅ

似
で
き
な
い

ྗ
で
す
。
ྫ
え

、「
ア

ミ
ラ
ー
θ
と
い
う
߬
ૉ
は
、
ά
ル
コ
ー
ス

が
つ
な
が
っ
て
で
き
た
σ
ン
ϓ
ン
を
分
ղ

す
る
が
、
同
じ
ά
ル
コ
ー
ス
か
ら
で
き
て

い
て
も
、
ܗ
が
ҧ
う
セ

ル
ϩ
ー
ス
は
分
ղ
で
き

な
い
」
と
い
う
จ
ষ
を

ಡ
Ή
と
、
ま
ͣ
「
ア
ミ

ラ
ー
θ
は
߬
ૉ
の
一
種

な
ん
だ
な
」
と
わ
か
り

ま
す
。
こ
の
จ
は
、
ߴ

校
の
教
科
ॻ
に
出
て
き

ま
す
。

生
ె
た
ち
は
、
ア
ミ
ラ
ー
θ
も
セ
ル

ϩ
ー
ス
も
ά
ル
コ
ー
ス
も
見
た
こ
と
は
な

い
。
で
も
教
科
ॻ
に
こ
の
จ
ষ
が
出
て
き

た
ら
、
ಡ
み
ղ
い
て
「
ҙ
ຯ
」
を
理
ղ
し

ま
す
。
そ
し
て
ҙ
ຯ
が
わ
か
る
と
、
ݴ
い


え
て
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
౦

ϩ
Ϙ
܅
に
は
、
そ
れ
は
で
き
ま
せ
ん
。
同

じ
࣭
問
を
子
ど
も
に
し
た
ら
、
౦
ϩ
Ϙ
܅

と
同
じ
ղ

を
し
ま
し
た
。
ެ
立
中
学
校

の
中
学
生
は
9
ˋ
、
進
学
校
の
ߴ
校
生
は


�0
ˋ
し
か
ಡ
め
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

A
*
に
؆
୯
な
࡞
ۀ
を
任
せ
て
、
人
ؒ

は
よ
り
ҙ
ຯ
の
あ
る
こ
と
を
で
き
れ

い

い
け
れ
ど
、
人
ؒ
が
「
ҙ
ຯ
」
を
ಡ
め
な

い
な
ら
、
A
*
よ
り
も
ෆ
ਖ਼
֬
で
、
お

ۚ
が
か
か
る
ବ
目
な
ଘ
ࡏ
に
な
っ
て
し
ま

い
、
生
き

る
こ
と
が
と
て
も
難
し
く
な

り
ま
す
。

ま
ず
教
科
書
を

読
め
る
子
に

こ
う
い
う
調
査
は
今
ま
で
さ
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
人
ؒ
ら
し
い
ྗ

を
も
っ
て
A
*
と
共
ଘ
し
て
ಇ
き
、
生

き
る
こ
と
を
目
ࢦ
す
な
ら
、
ま
ͣ
中
学
校

で
は
、
教
科
ॻ
を
き
ち
ん
と
ಡ
め
る
よ
う

に
す
る
ඞ
ཁ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
現
時


で
は
ୡ
成
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。「

教

は
౦
ೆ
ア
δ
ア
、
౦
ア
δ
ア
に
、
Ω
リ
ス

τ
教
は
Ϥ
ー
ϩ
ỽ
ύ
、
ೆ
北
ア
メ
リ
カ
、

Φ
セ
ア
χ
ア
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
北
ア
フ

リ
カ
、
西
ア
δ
ア
、
中
ԝ
ア
δ
ア
、
౦
ೆ

ア
δ
ア
に
主
に

が
っ
て
い
る
。
Φ
セ
ア

χ
ア
に

が
っ
て
い
る
の
は
（
　
　

）
で

あ
る
。」
の
問
題
が
ਖ਼
ղ
で
き
る
子
は
、

よ
い
ภ
ࠩ

の
ߴ
校
に
行
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
จ
ষ
を
き
ち
ん
と
ಡ
め
て
い
れ


、
ಛ
ผ
な
こ
と
を
し
な
く
て
も
、
子
ど

も
に
は
৳
び
る
ྗ
が
あ
る
の
で
す
。で
も
、

จ
ষ
を
ಡ
め
な
い
の
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

を
教
え
よ
う
と
す
る
と
、
子
ど
も
は
内
༰

を
理
ղ
し
な
い
ま
ま
ແ
理
や
り
֮
え
よ
う

と
し
て
、
ਫ਼

が

い
A
*
の
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

だ
か
ら
学
校
で
は
、
ま
ͣ
児
童
・
生
ె

が
教
科
ॻ
を
き
ち
ん
と
ಡ
め
て
い
る
か
、

ಡ
め
な
い
子
が
ど
れ
く
ら
い
い
る
の
か
を

調

た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。「
ア

ミ
ラ
ー
θ
と
い
う
߬
ૉ
は
ộ
」
の
จ
を
ಡ

ん
で
、
ਤ
が
ඳ
け
る
子
に
す
れ

৺

は

な
い
で
す
。
そ
し
て
ಡ
め
な
い
子
の
「
ಡ

め
な
い
理
༝
」
や


を

断
し
て
、
み

ん
な
が
ਤ
を
ਖ਼
֬
に
ඳ
け
る
よ
う
に
な
る

に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
を
ߟ
え
て
い

た
だ
け
れ

。
ಡ
み
取
る
ྗ
を
つ
け
る
た

め
の
त
ۀ
を
、
自
信
を
も
っ
て
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
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そ
れ
は
、
文
部
科
学
省
が
ス
ロ
ー
ガ

ン
と
し
て
掲
げ
る
よ
う
に
、「
読
む
道

徳
」
か
ら
「
考
え
議
論
す
る
道
徳
」

へ
の
質
的
転
換
と
軌
を
一
に
し
て
い

る
。

　

た
だ
し
、
こ
う
し
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
に
対
応
し
た
道
徳
授
業

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て

は
、
学
校
現
場
で
も
ま
だ
十
分
な
共

通
認
識
に
達
し
て
い
な
い
。
従
来
の

よ
う
に
登
場
人
物
の
心
情
理
解
に

偏
っ
た
道
徳
授
業
や
、
日
常
の
ト
ラ

ブ
ル
を
話
し
合
う
学
級
活
動
、
ス
キ

ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
が
あ
た
か
も

新
し
い
指
導
法
で
あ
る
か
の
よ
う
に

紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し

た
道
徳
科
の
趣
旨
か
ら
外
れ
た
授
業

が
蔓
延
す
れ
ば
、
逆
に
質
的
低
下
を

　

道
徳
が
「
特
別
の
教
科
」
と
な
る

こ
と
で
、
指
導
法
を
抜
本
的
に
改
善
・

充
実
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
基
本
方
針
は
、
各
教
科
な
ど
の

指
導
法
と
も
共
通
し
て
い
る
。
周
知

の
よ
う
に
、
2
0
2
0
年
度
以
降
の

学
習
指
導
要
領
の
全
面
改
訂
で
は
ア

ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
順
次
導

入
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
改
訂
に
先
行

し
て
「
特
別
の
教
科
」
と
な
る
道
徳

科
で
も
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
こ
れ
か
ら

の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力

を
育
成
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

招
く
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
道
徳

科
の
指
導
法
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の

か
。

　

本
来
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

と
は
、
子
ど
も
が
課
題
の
発
見
と
解

決
に
向
け
て
主
体
的
か
つ
協
働
的
に

取
り
組
む
学
習
形
態
で
あ
る
。
従
来

の
授
業
は
、
教
師
が
知
識
や
技
能
を

一
方
的
に
伝
達
し
、
子
ど
も
は
教
師

が
示
す
正
解
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ

る
パ
ッ
シ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
（
受
動

的
な
学
習
）
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
旧
来
の
学
習
か
ら
脱
却
し

て
、
子
ど
も
が
主
体
的
に
問
題
を
発

見
し
、
解
を
見
出
し
て
い
く
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
（
能
動
的
な
学
習
）

に
転
換
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
要
す
る
に
、
知
識
内
容
の
伝
達

を
中
心
と
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
・
ベ
ー

ス
の
授
業
か
ら
、
資
質
・
能
力
の
育

成
を
中
心
と
す
る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
・

ベ
ー
ス
の
授
業
へ
と
質
的
転
換
す
る

の
で
あ
る
。

　

道
徳
科
に
お
け
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
も
同
様
に
、
子
ど
も
た

ち
が
主
体
的
に
道
徳
上
の
問
題
を
発

見
し
、
そ
の
解
決
策
を
見
出
し
、
協

働
的
に
話
し
合
う
議
論
を
深
め
て
い

く
よ
う
な
能
動
的
学
習
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
子
ど
も
が
道
徳
上

の
問
題
に
つ
い
て
切
実
に
考
え
判
断

し
、
教
師
や
他
の
子
ど
も
と
意
見
を

交
流
す
る
中
で
、
自
分
な
り
の
考
え

や
価
値
観
を
創
り
上
げ
て
い
く
こ
と

が
大
事
に
な
る
。

　

従
来
の
道
徳
授
業
で
は
、
物
語
に

登
場
す
る
人
物
の
気
持
ち
を
場
面
ご

と
に
3
つ
ほ
ど
尋
ね
て
、
ね
ら
い
と

す
る
道
徳
的
価
値
を
子
ど
も
に
自
覚

さ
せ
る
受
動
的
な
学
習
が
一
般
的
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
道
徳
授
業
は
、

既
に
分
か
り
き
っ
た
こ
と
を
子
ど
も

に
言
わ
せ
た
り
書
か
せ
た
り
す
る
だ

け
で
、
実
際
の
日
常
生
活
に
も
役
立

知っておきたい教育NOW❶
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ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に

対
応
し
た
道
徳
授
業

道
徳
科
の
指
導
法
を

ど
う
す
る
か

道
徳
科
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
に
向
け
て



た
な
い
た
め
、
学
年
が
上
が
る
に
つ

れ
て
子
ど
も
た
ち
の
受
け
止
め
が
悪

く
な
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。

　

今
日
の
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や

情
報
化
で
変
化
が
激
し
く
、
価
値
観

も
多
様
化
し
た
社
会
で
は
、
道
徳
上

の
問
題
で
も
既
存
の
知
識
や
技
能
だ

け
で
は
対
応
で
き
な
く
な
る
。
そ
こ

で
、
子
ど
も
が
自
ら
の
知
性
、
情
緒
、

意
志
を
存
分
に
発
揮
し
て
、
道
徳
上

の
諸
問
題
に
主
体
的
に
取
り
組
み
、

よ
り
よ
い
生
き
方
や
よ
り
よ
い
社
会

の
あ
り
方
を
協
働
し
て
探
究
す
る
学

習
が
求
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
「
読
む
道
徳
」
か
ら
「
考
え
議
論

す
る
道
徳
科
」
へ
の
質
的
転
換
に
つ

い
て
、
文
部
科
学
省
の
教
育
課
程
企

画
特
別
部
会
に
お
け
る
論
点
整
理

（
2
0
1
5
年
8
月
）
で
は
、
以
下

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
従
来
の

「
読
む
道
徳
」
は
、「
内
面
的
資
質
の

育
成
」
で
完
結
し
、
読
み
物
教
材
の

登
場
人
物
の
心
情
を
理
解
さ
せ
る
こ

と
に
偏
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
旧
来

の
指
導
法
を
抜
本
的
に
改
善
・
充
実

す
る
た
め
に
、「
資
質
・
能
力
（
コ
ン

ピ
テ
ン
シ
ー
）
の
育
成
」
に
重
点
を

お
き
、「
問
題
解
決
型
の
学
習
や
体
験

的
な
学
習
な
ど
を
通
じ
て
、
自
分
な

ら
ど
の
よ
う
に
行
動
・
実
践
す
る
か

を
考
え
さ
せ
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ

る
「
読
む
道
徳
」
か
ら
「
考
え
議
論

す
る
道
徳
」
へ
質
的
転
換
す
る
本
義

で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
問
題
解
決
的
な
学
習
を

通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
人
生
で
出

会
う
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
向
き
合
い
、

多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
判
断
し
、

自
分
と
は
異
な
る
意
見
と
議
論
し
合

う
こ
と
で
、
互
い
に
納
得
で
き
る
解

を
協
働
し
て
創
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
ま
た
、
体
験
的
な
学
習
を

通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
道
徳
上
の

諸
問
題
を
役
割
演
技
に
よ
っ
て
考
え

た
り
、
課
題
に
対
処
す
る
ス
キ
ル
を

習
得
し
た
り
し
て
、
日
常
生
活
の
道

徳
的
実
践
や
習
慣
形
成
に
つ
な
げ
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
資
質
・
能
力
を
育
成
す

る
「
考
え
議
論
す
る
道
徳
科
」
に
な

る
た
め
に
は
、
従
来
の
よ
う
に
登
場

人
物
の
心
情
を
理
解
さ
せ
、
道
徳
性

の
情
意
的
側
面
（
道
徳
的
心
情
、
実

践
意
欲
・
態
度
）
を
育
成
し
た
こ
と

に
す
る
だ
け
で
は
効
果
が
な
い
。
子

ど
も
自
身
が
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め

の
問
題
解
決
に
取
り
組
む
こ
と
で
、

道
徳
性
の
情
意
的
側
面
だ
け
で
な
く

認
知
的
側
面
（
道
徳
的
思
考
力
、
判

断
力
）
や
行
動
的
側
面
（
道
徳
的
行

動
力
、
習
慣
）
を
も
含
め
て
、
バ
ラ

ン
ス
よ
く
総
合
的
に
育
成
し
て
い
く

こ
と
が
肝
心
に
な
る
。

　

道
徳
科
の
成
否
を
決
め
る
上
で
重

要
な
役
割
を
果
た
す
の
は
、
新
し
く

刊
行
さ
れ
る
検
定
教
科
書
で
あ
る
こ

と
は
論
を
ま
た
な
い
。
従
来
の
よ
う

に
登
場
人
物
の
心
情
理
解
を
中
心
と

し
た
副
読
本
や
、
単
な
る
体
験
活
動

や
ス
キ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
並
べ
た

ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
か
ら
脱
却
し
て
、
上

述
し
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

に
対
応
し
た
問
題
解
決
的
な
学
習
や

体
験
的
な
学
習
を
適
切
に
導
入
し
た

教
科
書
に
創
り
上
げ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。

　

今
回
の
道
徳
教
科
化
は
、
旧
来
の

指
導
法
を
抜
本
的
に
改
善
・
充
実
す

る
千
載
一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
と

共
に
、
最
後
の
希
望
と
な
る
だ
ろ
う
。

今
回
の
改
革
を
骨
抜
き
に
し
て
従
来

の
指
導
法
に
押
し
戻
そ
う
と
す
る
動

向
が
強
ま
る
中
で
、
21
世
紀
を
主
体

的
か
つ
協
働
的
に
生
き
る
子
ど
も
た

ち
を
育
成
す
る
た
め
に
、
真
に
効
果

的
で
有
意
義
な
道
徳
教
育
を
ぶ
れ
る

こ
と
な
く
創
出
す
る
こ
と
が
、
わ
れ

わ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
。

（
参
考
）

柳
沼
良
太
『
実
効
性
の
あ
る
道
徳
教
育
』、

教
育
出
版
、
2
0
1
5
年
。

柳
沼
良
太
・
竹
井
秀
文
著
『
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
に
対
応
し
た
道
徳
授
業
』、
教

育
出
版
、
2
0
1
6
年
刊
行
予
定
。
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世
紀
を
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子
ど
も
た
ち
の
た
め
に



知っておきたい教育NOW 

材
に
お
い
て
も
発
問
を
工
夫
し
、
ア
ク
テ
ィ

ブ
な
授
業
づ
く
り
を
す
る
。

②
ね
ら
い
を
し
っ
か
り
立
て
、
子
ど
も

た
ち
自
ら
が
評
価
で
き
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
授

業
づ
く
り
を
す
る
。

　

こ
こ
で
言
う
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
授
業
づ
く

り
と
は
、「
課
題
の
発
見
・
解
決
に
向
け
て

主
体
的
・
協
働
的
に
学
ぶ
学
習
（
平
成
26
年

11
月
20
日
中
央
教
育
審
議
会
）」
を
示
す
。

　

道
徳
の
時
間
に
お
け
る
発
問
の
9
割
近
く

は
、「
こ
の
と
き
の
主
人
公
の
気
持
ち
は
ど

う
で
す
か
。」
と
い
う
場
面
ご
と
の
発
問
で

あ
る
。
こ
の
発
問
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な

い
が
、
発
問
に
対
す
る
答
え
が
見
え
見
え
で

子
ど
も
た
ち
は
本
気
で
考
え
る
こ
と
は
少
な

　

平
成
30
年
度
に
「
特
別
の
教
科
道
徳
」
が

誕
生
す
る
。
子
ど
も
た
ち
の
心
を
ど
れ
ほ
ど

育
め
る
か
楽
し
み
だ
が
、
最
前
線
に
い
る
現

場
の
先
生
た
ち
の
多
く
は
、
道
徳
科
の
誕
生

に
対
し
て
不
安
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
不
安

を
安
心
に
変
え
る
た
め
に
、
子
ど
も
た
ち
の

声
に
耳
を
傾
け
、
こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い

道
徳
授
業
を
改
変
し
、
考
え
議
論
で
き
る
ア

ク
テ
ィ
ブ
な
授
業
づ
く
り
に
つ
い
て
提
案
し

た
い
。

道
徳
科
に
な
る
と
、
い
く
つ
か
気
に
な

る
こ
と
が
あ
る
。
一
つ
目
は
、
教
科
書
（
教

材
）
の
問
題
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
評
価

の
問
題
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
問
題
も
次
の
よ

う
に
考
え
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

①
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
い
か
な
る
教

い
。
こ
れ
で
は
、
教
科
に
な
っ
て
も
子
ど
も

た
ち
に
力
は
つ
か
な
い
。
だ
か
ら
、
発
問
を

も
う
一
度
考
え
直
し
、
工
夫
す
る
こ
と
は
重

要
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
発
問
に
は
、
場
面
を
問
う
発

問
と
生
き
方
を
問
う
発
問
の
大
き
く
2
種
類

に
わ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
発
問
の
対
象
や

大
き
さ
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

ど
ち
ら
の
発
問
も
子
ど
も
の
実
態
や
教
材
の

特
性
に
あ
わ
せ
て
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
使
い
分

け
た
い
。
こ
こ
で
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
問

題
解
決
的
や
体
験
的
な
学
習
展
開
が
図
れ
る

発
問
を
考
え
だ
す
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
よ
い

人
間
の
生
き
方
を
目
指
す
た
め
に
何
が
大
切

な
の
か
を
考
え
る
発
問
を
し
な
け
れ
ば
、
ア

ク
テ
ィ
ブ
な
授
業
づ
く
り
は
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
点
に
気
を

つ
け
て
発
問
を
工
夫
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

・
子
ど
も
た
ち
と
考
え
た
い
問
い
を
つ
く
る

（
よ
り
よ
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
根
拠
を

探
る
問
い
）

・
子
ど
も
た
ち
の
今
後
の
生
き
方
へ
つ
な
が

る
問
い
を
つ
く
る
（
よ
り
よ
く
生
き
て
い
こ

う
と
す
る
意
欲
的
な
問
い
）

よ
り
よ
い
人
間
の
生
き
方
を
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
発
問
を
す
れ
ば
、問
題
解
決
的
・

体
験
的
な
授
業
づ
く
り
が
可
能
で
あ
る
。
発

問
一
つ
変
え
る
だ
け
で
、
子
ど
も
た
ち
は
考

え
は
じ
め
、
い
き
い
き
と
自
分
を
語
り
は
じ

め
る
の
で
あ
る
。
子
ど
も
が
ア
ク
テ
ィ
ブ
に

学
ぶ
瞬
間
で
あ
る
。

道
徳
授
業
の
学
習
過
程
は
、
導
入
・
展
開
・

終
末
と
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
授
業

Լཱࢢݹ໊
㆗㇂

ࢤ
㆗

ஈ
ㆠ

ຯ
ㆿ

খ学ߍ
　Ҫ　लจ

道
徳
Պ
ͷ
授
業
Λ

ア
ク
テ
ィ
ブ
に
ม
͑
Δ

ア
ク
テ
ィ
ブ
な
授
業
づ
く
り
は
、

ま
ず
は
発
問
の
工
夫
か
ら

子
ど
も
主
体
の
授
業
づ
く
り
こ

そ
、ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
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の
流
れ
を
考
え
る
上
で
は
、
大
切
な
授
業
構

造
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
教

師
が
勝
手
に
決
め
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

子
ど
も
た
ち
に
は
何
の
関
係
も
な
い
。
導
入

は
こ
う
し
て
、展
開
で
発
問
は
こ
う
言
っ
て
、

終
末
は
こ
う
ま
と
め
る
と
い
う
勝
手
な
シ
ナ

リ
オ
を
描
き
、
そ
の
枠
に
子
ど
も
た
ち
を
押

し
込
め
て
い
く
の
で
あ
る
。そ
ん
な
授
業
は
、

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
窮
屈
で
、
主
体
性
は

う
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
し
、何
も
変
わ
ら
な
い
。

子
ど
も
主
体
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
授
業
づ

く
り
を
考
え
れ
ば
、「
問
い
づ
く
り
・
方
向

づ
く
り
・
自
分
づ
く
り
」
の
３
つ
を
大
切
に

し
た
い
。

「
問
い
づ
く
り
」
と
は
、
教
師
が
普
段
の

生
活
の
中
で
子
ど
も
た
ち
が
気
に
留
め
て
い

る
こ
と
を
察
知
し
、
考
え
た
い
き
っ
か
け
を

つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
電
車
の
中

で
席
を
譲
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
自
分
を

振
り
返
り
「
親
切
っ
て
ど
う
い
う
意
味
」
と

聞
い
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
き
っ
か
け
は
、

子
ど
も
た
ち
と
過
ご
す
生
活
の
中
に
山
ほ
ど

見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
子
ど
も
た

ち
が
考
え
た
い
と
す
る
問
い
を
つ
く
る
こ
と

は
、
子
ど
も
主
体
を
う
み
だ
し
、
授
業
の
根

幹
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
方
向
づ
く
り
」
と
は
、
み
ん
な
で
話
し

合
い
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
て
い
く

の
か
を
方
向
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。よ
っ
て
、

教
師
と
子
ど
も
た
ち
の
一
問
一
答
の
よ
う
な

授
業
で
は
な
く
、
子
ど
も
も
教
師
も
と
も
に

話
し
合
う
空
間
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
を
大
切

に
し
た
い
。
子
ど
も
同
士
で
あ
あ
じ
ゃ
な
い

こ
う
じ
ゃ
な
い
と
楽
し
く
話
し
合
え
る
主
体

的
な
授
業
を
展
開
し
、
考
え
↓
議
論
↓
考
え

↓
議
論
の
ス
パ
イ
ラ
ル
を
つ
く
る
こ
と
が
で

き
る
。

「
自
分
づ
く
り
」
と
は
、
子
ど
も
た
ち
が

こ
れ
か
ら
の
よ
り
よ
い
生
き
方
へ
向
け
て
、

自
分
の
生
き
方
を
つ
く
り
・
つ
く
り
か
え
・

つ
く
り
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
今
日
、
学
ん

だ
こ
と
は
何
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
こ
れ
か

ら
や
っ
て
み
よ
う
、
そ
う
し
て
み
よ
う
と
意

欲
的
に
行
動
で
き
る
ま
で
の
自
分
を
つ
く

り
だ
す
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
本
来

も
っ
て
い
る
「
人
間
の
よ
さ
」
を
引
き
だ
し
、

子
ど
も
た
ち
が
よ
り
よ
く
変
わ
っ
て
い
く
エ

ネ
ル
ギ
ー
源
を
充
填
す
る
の
で
あ
る
。

子
ど
も
の
主
体
性
を
大
き
く
広
げ
深
め

る
。「
本
校
は
、
道
徳
科
で
子
ど
も
た
ち
が

変
わ
っ
た
！
　

学
級
・
学
校
が
変
わ
っ
た
！

地
域
が
変
わ
っ
た
！
」と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

道
徳
科
に
お
い
て
、
生
き
方
の
理
想
を
語

り
、
そ
の
理
想
に
近
づ
け
る
も
の
を
自
分
も

も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
せ
、
希
望
を
も

た
せ
る
。
そ
の
自
覚
が
意
欲
（
い
き
が
い
）

を
生
む
。
そ
し
て
、
自
分
一
人
で
生
き
て
い

な
い
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
自

分
が
も
っ
て
い
る
豊
か
な
心
を
、
楽
し
く
耕

す
貴
重
な
時
間
に
す
る
こ
と
が
、
道
徳
科
な

の
で
あ
る
。
今
こ
そ
、
授
業
を
質
的
に
変
え

る
と
き
で
あ
る
。（
ね
ら
い
を
し
っ
か
り
と

立
て
）
生
き
方
を
問
う
発
問
を
し
て
、
学
級

全
体
で
考
え
議
論
し
、
子
ど
も
た
ち
一
人
一

人
が
何
を
学
ん
だ
の
か
と
い
う
自
己
評
価
が

で
き
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
授
業
を
つ
く
り
だ
す

こ
と
を
目
指
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

道
徳
科
に
、
不
安
は
一
切
な
い
。
そ
れ

は
目
の
前
の
子
ど
も
た
ち
の
よ
さ
、
未
来
を

担
う
子
ど
も
た
ち
の
す
ば
ら
し
さ
を
発
見
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
授
業
づ
く
り

に
よ
り
、
子
ど
も
、
教
師
、
学
校
、
家
庭
、

地
域
を
明
る
く
元
気
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

現
場
の
先
生
方
、
恐
れ
ず
に
道
徳
科
の

授
業
を
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ

き
た
い
。

る
こ
と
で
、子
ど
も
た
ち
は
変
わ
っ
て
い
く
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
授
業

づ
く
り
を
仕
掛
け
て
い
か
な
け
れ
ば
、
こ
れ

か
ら
の
日
本
の
道
徳
教
育
は
何
も
変
わ
ら
な

い
。道

徳
科
で
し
か
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
を
（
生
き

る
方
向
性
を
）
考
え
て
、
自
分
の
心
が
よ
り

豊
か
に
な
っ
た
喜
び
を
実
感
す
る
こ
と
で
あ

る
。
故
に
、
道
徳
科
の
授
業
は
、
子
ど
も
た

ち
が
い
き
い
き
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
そ
の
一
時
間
一
時
間
の
営
み

が
学
校
生
活
の
要
と
な
り
、
明
る
く
い
き
い

き
し
た
学
校
づ
く
り
へ
つ
な
が
る
の
で
あ

ऴ
Θ
Γ
に
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本・こころのコンサート」，仙台では，復
興支援「東北うたの本」全55曲演奏会と
題して開催した。仙台のコンサートでは，
出演者 750名，被災地からの招待者 200
名，一般入場者750名，スタッフ80名，
と大盛況であった。ホールの座席数の関係
でたくさんの鑑賞希望者をお断りせざるを
得なく，本当に申し訳ない状態になってし
まった。宮城学院女子大学，NHK仙台放
送局・河北新報社・（公財）宮城県文化振
興財団・（公財）仙台市市民文化事業団，
助成・協賛してくださった関係団体・企業，
たくさんの方々に支えられた。
　次代を担う子どもたちが「東北うたの

本」を歌いながら，心豊かに成長すること
を願ってやまない。　　

♩

♯
♭

♪

♬
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きょういく見聞録

　空から鳥の鳴き声が聞こえてくるので，
子どもたちは遊びをやめて見上げると，そ
れは雁の北帰行であった。長い冬を越した
東北の春である。小川では，ねこ柳の芽が
銀色にふくらみ，野原には土筆が一斉にか
わいらしい春を告げる。
　終戦で焼け野原となった仙台，あれか

ҕһߦ෦ձ෭ձ　ʮ౦͏ͨͷຊʯΛՎ͏ձ࣮ߍձத学ڀݚҭڭશຊԻָݩ

千田　彰武

ら70年。未曾有の被害をもたらした東日
本大震災から 5年。この時期にもう一度，
子どもたちに先人が残した「東北うたの本」
全55曲のコンサートを企画，楽譜の装丁
も新しくして復刊し，4,000 冊を東北一
円に届けることができた。気仙沼市と石巻
市では，復興支援コンサート「東北うたの

子どもたちに夢・希望・勇気を
～「東北うたの本」全 55 曲演奏会～

♬

♩

♯

富田　　博　作詞
海鋒　義美　作曲
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上
陸
、
産
卵
し
、
今
年
で
21
シ
ー
ズ
ン
目

を
迎
え
て
い
ま
す
。

産
卵
時
期
に
な
る
と
エ
コ
ー
検
査
を
実

施
し
、
卵
胞
の
発
育
状
況
や
過
去
の
経
験

か
ら
、
い
つ
頃
産
卵
す
る
か
を
判
断
し
ま

す
。
ま
た
、
時
に
は
血
液
検
査
を
行
い
、

健
康
状
態
に
問
題
な
い
か
を
常
に
注
視
し

な
が
ら
、
人
工
飼
育
下
で
の
彼
ら
の
産
卵

行
動
に
関
す
る
生
態
研
究
を
飼
育
員
と
獣

医
師
が
ス
ク
ラ
ム
を
組
み
進
め
て
い
ま
す
。

ま
た
当
館
で
は
、
米
国
海
洋
大
気
局

（
N
O
A
A
）
と
の
共
同
研
究
と
し
て
、

ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
北
太
平
洋
に
お
け
る
生

態
行
動
回
遊
の
調
査
を
、
フ
ラ
ン
ス
衛
星

局
が
管
理
す
る
ア
ル
ゴ
ス
衛
星
を
利
用
し

た
送
信
機
を
用
い
て
行
っ
て
い
ま
し
た
。

水
族
館
で
、

世
界
初
の
屋
内
繁
殖
に
成
功

名
古
屋
港
水
族
館
で
は
、
開
館
当
時
か

ら
絶
滅
危
惧
種
で
あ
る
ウ
ミ
ガ
メ
の
繁

殖
・
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
1
9
9
5
年
に
屋
内
飼
育
下

で
の
産
卵
・
孵
化
に
成
功
し
ま
し
た
。

繫
殖
が
行
わ
れ
る
ウ
ミ
ガ
メ
回
遊
水
槽

は
、
季
節
に
応
じ
て
飼
育
環
境
を
変
化
さ

せ
る
な
ど
し
て
、
で
き
る
限
り
自
然
の
棲

息
環
境
を
再
現
し
て
い
ま
す
。
自
然
界
で

ウ
ミ
ガ
メ
が
産
卵
の
た
め
に
上
陸
す
る
海

岸
に
似
せ
た
人
工
砂
浜
を
水
槽
横
に
設
置

す
る
な
ど
の
工
夫
を
施
し
た
結
果
、
毎
年

の
よ
う
に
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
が
人
工
砂
浜
に

愛
知
県
名
古
屋
市
の
西
築
地
小
学
校
（
積
光
高
史
校
長
、
児
童
数
2
3
3
名
）
で
は
、
命
の

大
切
さ
を
学
ぶ
た
め
の
「
思
春
期
セ
ミ
ナ
ー
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
同
小
学
校
を
含
め
多
く
の
学
校
が
校
外
学
習
な
ど
で
訪
れ
る
名
古
屋
港
水
族
館
で
は
、

1
9
9
2
年
の
開
館
当
時
か
ら
、
絶
滅
の
恐
れ
が
あ
る
ウ
ミ
ガ
メ
の
研
究
を
行
い
、
屋
内
繁
殖

に
も
成
功
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
校
内
外
で
の
学
習
に
よ
り
「
命
」
の
大
切
さ
に
気
付
き
、

楽
し
み
な
が
ら
学
び
を
深
め
て
い
く
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

自
然
と
の
共
生
、

　
　
命
の
貴
さ
を
学
ぶ
校
外
学
習

˛ॎׂΓάϧʔϓͰమӡಈʹऔΓΉࣇಐͨͪɻ̒ੜͷࣇಐ͕̍ੜʹ͍ͯ͑ڭ·͢ɻ

愛
知
県
名
古
屋
市
立
西
築
地
小
学
校

名
古
屋
港
水
族
館

地球となかよし　 トピックス
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送
信
機
を
装
着
さ
れ
た
多
く
の
ア
カ
ウ
ミ

ガ
メ
の
子
ガ
メ
が
こ
れ
ま
で
大
海
原
の
航

海
に
旅
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
情
報
は
リ

ア
ル
タ
イ
ム
で
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
、

こ
れ
ま
で
得
ら
れ
た
科
学
的
情
報
に
よ

り
、
多
く
の
成
果
が
得
ら
れ
て
い
ま
す
。

命
の
大
切
さ
を
学
ぶ
、

西
築
地
小
学
校
の

「
思
春
期
セ
ミ
ナ
ー
」

　

市
内
の
西
築
地
小
学
校
で
は
、
2
0
1
1

年
か
ら
命
の
大
切
さ
を
学
ぶ
取
り
組
み
と

し
て
「
思
春
期
セ
ミ
ナ
ー
」
を
行
っ
て
い

ま
す
。
学
校
に
助
産
師
さ
ん
を
お
迎
え
し

て
、
4
、
5
年
生
を
対
象
に
卵
子
の
大

き
さ
や
お
母
さ
ん
の
お

腹
の
な
か
で
の
成
長
の

過
程
、
そ
し
て
出
産
ま

で
の
様
子
に
つ
い
て
助

産
師
さ
ん
か
ら
詳
し
く

お
話
し
し
て
い
た
だ
く

の
で
す
。

「
セ
ミ
ナ
ー
で
、
卵

子
は
0.1
ミ
リ
ほ
ど
し
か

な
い
こ
と
を
知
っ
た
児

童
た
ち
は
、『
自
分
た

ち
っ
て
、
そ
ん
な
に

小
さ
い
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
ん

だ
！
』
と
感
動
し
て
お
話
を
聞
い
て
い
ま

す
。
中
で
も
毎
回
、
子
ど
も
た
ち
が
一
番

感
動
す
る
の
は
、『
自
分
が
生
ま
れ
て
く

る
時
は
、
自
分
だ
け
が
大
変
な
ん
じ
ゃ
な

い
。
お
母
さ
ん
も
す
ご
く
大
変
な
ん
だ
』

と
い
う
こ
と
で
す
。
保
護
者
か
ら
『
親
が

な
か
な
か
子
ど
も
に
説
明
す
る
機
会
を
も

て
な
い
こ
と
を
、
学
校
で
教
え
て
も
ら
う

こ
と
で
、
家
庭
で
も
話
が
で
き
る
き
っ
か

け
に
な
っ
て
有
り
難
い
で
す
』
な
ど
の
感

想
も
い
た
だ
い
て
い
ま
す
」
と
教
務
主
任

の
斎
田
教
子
先
生
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

水
族
館
で
の
深
い
学
び　

　

ま
た
西
築
地
小
学
校
で
は
、
名
古
屋
港

水
族
館
で
の
校
外
学
習
も
行
っ
て
い
ま

す
。
斎
田
先
生
は
、「
シ
ャ
チ
の
誕
生
の

様
子
が
す
ご
か
っ
た
！
」「
魚
の
ほ
ね
を

見
て
、
ぞ
く
ぞ
く
し
た
」
な
ど
、
子
ど
も

た
ち
が
楽
し
み
な
が
ら
学
ん
だ
感
想
を
教

え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

学
校
で
の
セ
ミ
ナ
ー
や
、
水
族
館
で
の

校
外
学
習
に
よ
り
、
命
に
つ
い
て
の
深
い

学
び
を
実
現
し
て
い
る
西
築
地
小
学
校
の

取
り
組
み
。
子
ど
も
た
ち
は
さ
ら
に
学
び

と
発
見
を
深
め
て
ゆ
き
ま
す
。

　



平 成 27 年４月，板橋区教育委員会では，
子どもたちの豊かな学びと育ちのサポー

トを行う施設として「教育支援センター」を開
設しました。
　当センターでは，確かな学力を育む魅力あふ
れる授業づくりを目指し，授業改善を目的とし
た「研究」・「研修」機能，さまざまな不安や悩
みを抱える児童・生徒や，保護者・教員からの
教育相談に対する「相談」機能を充実させてい
ます。また，地域や企業，大学と連携した「教
育支援人材コーディネート事業」，学校の ICT
化を計画的に進める「教育 ICT 推進事業」を展
開しています。当センターは，教育委員会事務
局と同じフロアに位置しているため，これらの
事業を関係各課と連携しながら進めることがで
き，学校園への支援がより充実したものとなっ
ています。
　近年，学力の定着・向上にあたり ICT を活用
した授業改善が強く求められており，教育にお
いて大きな課題となっています。板橋区では，
当センターが核となり，学校の ICT 環境を整備
しているほか，教員の ICT 活用指導力向上のた

めの研究・研修を行っています。学校の ICT 化
を進めるため平成 26 年度に策定した「板橋区
教育 ICT化推進計画」に基づき，平成 27年度に，
電子黒板・実物投影機等の ICT 機器を，小学校
の全普通教室および特別支援教室に設置しまし
た（723 教室設置）。平成 28 年度には同様に，
中学校にも設置します（273教室設置予定）。
　また，小中学校におけるパソコン室の ICT 機
器更改にあわせ，タブレット型パソコンを導入
するほか，一部，無線ＬＡＮの整備を行う予定
です。これにあわせ，教員の ICT 活用指導力
向上のためさまざまな研修を行うほか，学校へ
ICT 支援員を派遣するなど，ICT を活用した授
業改善を着実に進めています。

教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

豊
か
な
学
び
と
育
ち
の
サ
ポ
ー
ト
を

前
板
橋
区
教
育
委
員
会
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
教
育
支
援
係
　
石
野
　
良
惠
　

2 015 年度から本校では土曜日にも授業を
行っています。でも土曜日にもがっちり

授業があると正直ちょっと大変ですよね。です
から土曜日は楽しくて役に立つ，生徒も教師も
夢中になって楽しめる，そんな授業づくりを目
指しています。
　そんなコンセプトで始められたのがサタデー・
セミナー（以下サタセミ）です。今回はその中
から英語の授業の取り組みをご紹介します。今
年度の英語のサタセミの柱は２つ。「季節を感じ
られる授業」と「レゴを使った授業」です。
　「季節を感じられる授業」では，1年間の中の
さまざまな行事に着目しました。中でも「英語
でカード作り」は生徒に好評で，「母の日」，「ハ
ロウィーン」，「クリスマス」，「バレンタイン」
と 4種類のカードを英語で作りました。もちろ
ん作ったカードは誰かにプレゼントしますよ。
誰かのために作ることと季節の英語表現に生徒

は夢中でした。
　「レゴを使った授業」は文字通り授業でレゴブ
ロックを用います。6回シリーズの初回では子
ども時代に全くレゴに触れたことのない生徒も
いました。自由な発想で手を動かして，ブロッ
クを組み合わせていくうちにさまざまなアイ
ディアが浮かんできます。iPad 上にあるアプリ
を使って，自由に作った人物やシーンを画像と
して取り込み，そこに説明やセリフを英語で当
てていきます。大人が全く思いもつかないよう
なストーリーや展開を生徒たちはどんどん作っ
ていきます。本当に楽しそうに活動していまし
たよ。
　これ以外にも 2016 年の英語科のサタセミの
すべての活動は本校のHPからご覧いただけま
す。ぜひご覧いただき，さらなる授業アイディ
アを共有できればと思います（http://www.
shoyo.tokai.ed.jp/）。

教
科
書
の
な
い
授
業

「
変
わ
る
静
岡
翔
洋
！
」
の
サ
タ
デ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー

東
海
大
学
付
属
静
岡
翔
洋
高
等
学
校
教
頭
　
高
塚
　
純
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全国各地のさまざまな取り組みを紹介します。

Information



創 立 101年目を迎え，新たな時代に向かっ
て 1500 名の生徒と共に京都両洋高校は

発進しました。
　本校の教育目標は，「３年間という期間の中
で，いかに社会に出て役立つ青年として育て次
のステージに送り出せるか」を掲げています。
これからの時代は，今までの時代と大きく異な
り，一人ひとりが今この瞬間に，「どのような
行動をとればよいのか」を考え，判断していか
なければなりません。そのような時代に求めら
れる人間力の育成に力を入れるため，10 年前
から「７つの習慣 J」を授業として行っています。
「７つの習慣 J」とは，人として成功するために
必要な能力をまとめた世界的ベストセラー「７
つの習慣」を高校生向けにアレンジしたもので
す。授業で原理・原則を学び，そこで学んだ事
柄を学校生活で実践反復するという形で取り組
んでいます。
　「生徒自身の主体性の涵養」の部分に踏みこ
みながら，芽生えた成長の芽を本校の伝統とし
て育てていくために，お互いを認め，刺激し合
い，切磋琢磨しながら活動しています。それら

「
人
と
し
て
輝
く
」人
間
力
の
育
成

京
都
両
洋
高
等
学
校
校
長
　
角
田 

良
平
　

の取り組みを通して，自主性・自発性を増した
生徒たちの姿が，学校を盛り上げる牽引力にも
なっています。
　学習面でも京都大学・大阪大学をはじめ国公
立，難関私立大学への合格者数を着実に伸ばし
ています。また，体育祭や文化祭でも素晴らし
いパフォーマンスを披露してくれています。ク
ラブ活動では，吹奏楽部をはじめさまざまなク
ラブが全国大会に出場するなど，生徒自身が相
乗効果を発揮し活動しはじめました。本校の教
育内容やその取り組みに共感してくれた生徒た
ちが本校を選択し入学してくれているわけです。
　「人として輝く」ために，社会を動かすことの
できる強い精神力と行動力を兼ね備えた生徒の
育成が，本校の目指すものと考えております。

本 校は校内に，うるま市民発祥の遺跡であ
る地

ち
荒
あら
原
ばる
貝塚があります。教育目標には，

知・徳・体と「奉仕の心」があり，「地域との共生」
をコンセプトに「国際社会に生き明るい未来を
創造する人間性豊かな生徒の育成」を目指して
います。以下の点が特徴的な取り組みです。
Ⅰ生徒会と学級が連動した活発な生徒会活動
　１三 F（あいさつ，楽しみ，花がいっぱい )　運動
　２三０（ゼロ）（ゴミ，いじめ，チコクが０)　運動
　３生徒会応援団を結成し大会の応援実施
　４課題の改善を図るリーダー研修会を実施，
　　市フォーラムで報告　　　
　５生徒会ボランティアが本年度，市特別功労
　　賞を受賞
　６部活動生徒による毎朝の学校周辺の清掃活動
　７生徒会と学級が連携した「あいさつ運動」
Ⅱ「地域との共生」を目指し，地域と連携した
　学校教育
  １自治会ごとに地域生徒会を結成し地域行事
　　などに協力
　２文化祭，体育祭等学校行事などで地域伝統
　　芸能披露　　　
　３地域人材による「東塾」（8名のボランティ
　　ア）の運営
　４地域人材による（年３回の科学教室）の実施
　５「ちちの会」（元 PTA会員の会）の 20年
　　余の協力
　６学校ボランティアによる毎月の環境美化活動

　７地域ボランティアによる環境美化活動および「本の朗読」
　８民生委員による「見守り隊」の結成（朝の安全指導）
　教育の原点は家庭，重点は学校，発展は地域と相互に役割を理解し，
学校では「困難に負けない心を培う」学校経営の充実を目指しています。
自己の感情をコントロールし，役割を知り，義務と責任を果たすことで

得られる自己効力感の育成，またスモールステッ
プでの成功体験による自尊感情の育成。最後に，
失敗を肯定的に捉え，失敗から学ぶ前向きな思
考や生徒の課題などへの早期対応，早期解決を
目指す「チームとしての学校」がここにあります。
今日も到る所で「心の込もったあいさつ」が聞
こえてくる。未来での活躍を祈りつつ…。日々
精進！

主
役
は
未
来
か
ら
の
留
学
生
　

未
来
に
つ
な
が
る
習
慣
づ
く
り

前
う
る
ま
市
立
具
志
川
東
中
学
校
校
長
　
上
江
洲
　
隆
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超低温，高線量の放射線にも負けない
地上最強生物「クマムシ」

―大学の研究室に依らない，学びの場を―
クマムシ研究者　堀川大樹

　

地
上
最
強
と
い
わ
れ
る
生
物
、
ク
マ
ム
シ
。
ク
マ

ム
シ
は
乾
燥
、
超
低
温
、
放
射
線
、
は
た
ま
た
宇
宙

空
間
の
真
空
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
極
限
的
環
境
に
耐

え
る
。
そ
ん
な
ク
マ
ム
シ
だ
が
、
意
外
に
も
市
街
地

の
道
端
に
生
え
る
コ
ケ
な
ど
、
私
た
ち
の
身
近
な
と

こ
ろ
に
も
棲
ん
で
い
る
。
コ
ケ
を
採
取
し
、水
を
張
っ

た
シ
ャ
ー
レ
の
中
に
入
れ
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
コ

ケ
の
中
か
ら
ク
マ
ム
シ
が
出
て
く
る
。
顕
微
鏡
を
覗

く
と
、
水
の
中
で
ひ
っ
く
り
返
っ
て
も
が
い
て
い
る

ク
マ
ム
シ
が
見
つ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
採
集
と
観
察
の
し
や
す
さ
か
ら
、

最
近
で
は
中
学
や
高
校
の
生
物
部
で
ク
マ
ム
シ
を
研

究
す
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
る
よ
う
だ
。
生
物
部
顧

問
の
教
師
か
ら
ク
マ
ム
シ
に
関
す
る
質
問
を
受
け
る

頻
度
も
多
く
な
っ
た
。�
稀
に
、
中
学
生
や
高
校
生
か

ら
も
質
問
が
送
ら
れ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
ク
マ
ム

シ
は
、
若
い
世
代
の
関
心
も
集
め
て
い
る
よ
う
だ
。

こ
こ
で
、
一
人
の
男
子
学
生
を
紹
介
し
た
い
。
こ

の
男
子
学
生
"
君
は
中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
ク
マ
ム

シ
の
研
究
を
始
め
、
私
が
発
行
す
る
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ

ン
﹃
む
し
マ
ガ
﹄
の
読
者
に
な
り
、
今
は
、
や
は
り

私
が
主
宰
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ロ
ン
﹃
ク
マ
ム
シ
研

究
所
﹄
の
一

員
に
な
っ
て

い
る
。
月
に

2
、
3
回
の

ペ
ー
ス
で
ク

マ
ム
シ
の
実

験
結
果
を
私

に
報
告
し
、

そ
れ
に
対
し

て
私
が
ア
ド
バ
イ
ス
を
送
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
"
君
は

ク
マ
ム
シ
研
究
を
前
に
進
め
て

い
る
。

"
君
が
取
り
組
ん
で
い
る

研
究
は
、
ク
マ
ム
シ
の
窒
息
仮

死
と
よ
ば
れ
る
現
象
に
つ
い
て

の
も
の
で
あ
る
。
ク
マ
ム
シ
は

周
囲
の
環
境
が
酸
素
不
足
に
な

る
と
、
体
を
伸
ば
し
て
動
か
な

く
な
る
。
そ
し
て
、
再
び
酸
素

が
供
給
さ
れ
る
と
、動
き
出
す
。

こ
の
体
を
伸
ば
し
て
動
か
な
く

な
る
状
態
の
こ
と
を
、
窒
息
仮

死
と
よ
ぶ
。
こ
の
現
象
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
知
ら

れ
て
い
る
も
の
の
、
ど
の
程
度
の
酸
素
不
足
が
続
く

と
ク
マ
ム
シ
の
窒
息
仮
死
を
誘
導
す
る
の
か
な
ど
、

詳
し
い
こ
と
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
私
は
、
ク
マ
ム
シ
が
窒
息
仮
死
を
引
き
起

こ
す
条
件
を
調
べ
る
よ
う
、
"
君
に
助
言
し
た
。
"

君
は
密
閉
容
器
に
脱
酸
素
剤
を
入
れ
て
「
低
酸
素
曝ば
く

露ろ

装
置
」
を
自
作
し
、
こ
の
中
で
ク
マ
ム
シ
の
活
動

が
ど
う
変
化
す
る
か
を
観
察
し
、
記
録
し
た
。
こ
の

実
験
に
よ
り
、
ク
マ
ム
シ
を
窒
息
仮
死
に
誘
導
す
る

に
は
2
時
間
以
上
の
低
酸
素
曝
露
が
必
要
な
こ
と

や
、
ク
マ
ム
シ
の
種
類
に
よ
っ
て
窒
息
仮
死
の
な
り

や
す
さ
が
違
う
こ
と
な
ど
が
判
明
し
た
。

こ
れ
ら
の
知
見
は
、
世
界
の
誰
か
ら
も
報
告
さ
れ

て
い
な
い
、
ま
っ
た
く
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の

春
に
高
校
生
に
な
っ
た
"
君
は
こ
の
研
究
を
さ
ら

に
発
展
さ
せ�

、
2
年
後
に
デ
ン
マ
ー
ク
で
開
催
さ
れ

る
国
際
ク
マ
ム
シ
学
会
で
の
発

表
や
、
国
際
科
学
雑
誌
へ
の
投

稿
を
目
標
に
し
て
い
る
。

こ
の
"
君
の
事
例
は
、
オ

ン
ラ
イ
ン
で
専
門
家
と
つ
な
が

る
こ
と
で
、
中
学
生
や
高
校
生

で
も
世
界
最
先
端
の
研
究
が
可

能
に
な
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。
現
代
は
既
に
、
学
校
教

育
の
枠
を
超
え
た
教
育
を
気
軽

に
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
や
る

気
と
才
能
の
あ
る
子
ど
も
を
ど

こ
ま
で
も
伸
ば
し
て
い
く
こ
と

が
可
能
な
時
代
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

"
君
は
自
身
の
研
究
成
果
を
、
こ
の
4
月
に
慶

應
義
塾
大
学
日
吉
キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
か
れ
た
「
ク
マ

ム
シ
学
研
究
会
」
で
プ
ロ
の
研
究
者
に
混
じ
っ
て
発

表
し
た
。
今
後
の
"
君
の
活
躍
が
楽
し
み
で
あ
る
。

「常識破りの極限生物」クマムシの研究について，2回にわたって連載していただきます（第2回）。2回にわたって連載していただきます（第2回）。2回にわたって連載していただきます（第2回）。
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PISA や TALIS の結果から
　　　　　　　　　　見える課題として，1. 好成績
　　　　　　　　　に見合うだけの生徒の積極性や
自信をどう引き出すか 2. 生徒の活用力の差につな
がる家庭の社会経済的格差の是正，3. 日本のお家芸
である授業研究の質を維持するための旅費などの支
援，4. 教員の多忙すぎる勤務の改善（「チーム学校」
の推進）などに触れてきた。しかし，それ以外にも
重要な課題がある。
5. 資質・能力を育むことに資する教育課程
OECD は，日本の PISA の好成績の背景に，明瞭

で野心的な教育課程の基準（学習指導要領）がある
と分析している。本質的な概念を，生徒が系統的に
学習し深く理解できるよう，学習指導要領が，学年
進行に応じて論理的に配列する仕組みを整えている
というわけだ。他方，学習指導要領は，教科ごとの
シラバスという伝統に則っているが，生徒が社会の
激しい変化に適切に対応して，学習意欲の面でも世
界トップクラスになるには，教科に基づくアプロー
チから，資質・能力に基づくアプローチに脱皮する
必要があるとも指摘している。
文部科学省・中央教育審議会も同様の問題意識か

ら，現在，学習指導要領の構造を改革する検討に入っ
ている。その要点は以下のとおりである。
①育成すべき「資質・能力」の明確化
個別の指導内容を示す前に，育成すべき「資質・

能力」を整理して示す。学力の3要素に対応して，1）
「何を知っているか，できるか（個別の知識・技能）」
2）「知識・技能をどう使うか（思考力・判断力・表
現力）」3）「学びに向かう力，人間性等」の 3段階
で整理しようとしている。
②これらの資質・能力は，各教科で育成される面と，
各教科の相互の関連付けや総合学習・特別活動・課
題研究などによって汎用的な能力に発展する面とが

目白学園　理事長
　尾崎　春樹

今後の改革の方向性（1）学習指導要領の構造改革

あるので，そのサイクルや全体構造を整理して示す。
③アクティブ・ラーニング型授業の実現
新しい社会を自ら創造できるような資質・能力を
育むには，知識を伝える授業から，課題の発見・解
決に向けた能動的な学び（アクティブ・ラーニング）
への脱皮が必要である。その際，授業を特定の指導
の型にはめることのないよう留意しながら，生徒が
思考・判断した結果を表現することによってさらに
思考を深めるという探究のプロセスが実現できるよ
う，解説や参考事例によって支援することが重要と
なる。
④新教科の導入
小・中学校では，言語活動の重視や学力調査 B問
題の活用力重視に対応した授業改善の蓄積もある。
今後は，特に高校で義務教育の成果を引き継ぎ，社
会で必要な共通の資質・能力を育成する観点から「公
共」「歴史総合」「地理総合」「数理探究」「４技能総
合型の英語」「情報」などを新たな必履修科目とし
て位置付ける方向で検討することになる。
この改訂は，小学校は 2020（平成 32）年度，
中学校は 21（平成 33）年度，高校は 22（平成
34）年度から順次導入される予定である。まだ，
小中高を通じた外国語活動・英語教育の充実やそれ
を支える指導体制など条件整備の課題もある。今後
の議論の動向に注意が必要である。
　　  イラスト　ひらた　ひさこ　http://kore.mitene.or.jp/~twins7yh/ 

1*4"�5"-*4 ௐࠪかΒ͑ݟΔຊͷڭҭͷݱঢ়と՝ʢୈ �ճʗશ �ճʣ

「地球となかよし」という言葉から感じたり，考えたりしたことを，
写真（またはイラスト）にメッセージをつけて表現してください。

メッセージ
第14回

http: //www.kyoiku-shuppan.co .jp「地球となかよしメッセージ」
事務局

ˎୈ13ճʢ201�ʣ࡞ͷ͓͍߹Θͤʹ͍ͭͯɼ
ʮٿͱͳ͔Α͠ϝοηʔδʯࣄہɻ

作品募集
（2016年7月1日

　　　　～9月30日）

TEL 03-3238-6864

◎主催／教育出版　◎協賛／日本環境教育学会　◎後援／環境省，日本環境協会，全国小中学校環境教育研究会，毎日新聞社，毎日小学生新聞

（2016
　　　　～9月30日）　　　　～9月30日）　　　　～9月30日）　　　　～9月30日）　　　　～9月30日）
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農業で日本を元気に
世界に貢献できる若者を 　特定非営利活動法人

こどもファーマーズ協会 代表理事　浅井　宏純　さん

ほ・っ・と・な・出・会・い

◆村山先生が話されているような，自分で答えを見つけていく喜びを子どもに沸き起こさせる授
業ができる先生が増えてもらいたいと思う。（京都府　坪井良夫）
◆ Educo のデザインがカラフルで読みやすく，どの記事も読んでみたいという意欲を引き出し
てくれます。（新潟県　小黒正範）
◆現場で今，一番悩ましい問題は「道徳」。道徳の大切さがやっとわかり始めた段階での，今号
の「知っておきたい教育 NOW」はタイムリーだった。続けて取り上げて欲しい。（大阪府　中
川信雄）
◆村山氏の「宇宙の言葉」も，クマムシ研究者，堀川氏の文章も，理科教育の中で是非子どもた
ちに紹介して欲しい内容である。（福島県　神田紀）

前号について寄せられたご感想です。Educo Salon
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。

ͳ͔Α͠એݴ

そ
ん
な
彼
ら
の
生
活
を
見
て
「
食
べ
物
は
、
作
ら
な

い
と
食
べ
ら
れ
な
い
」
と
、
食
の
重
要
性
に
改
め
て

気
付
き
、「
み
ん
な
が
食
へ
の
意
識
を
も
っ
と
高
め

て
、
食
の
安
全
保
障
み
た
い
な
こ
と
が
で
き
な
い
だ

ろ
う
か
」
と
考
え
ま
し
た
。
そ
し
て
帰
国
後
、
仲
間

達
と
少
し
ず
つ
野
菜
作
り
を
始
め
、
そ
れ
が
の
ち
に

ベ
ジ
コ
ン
開
催
構
想
へ
と
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。

先
生
方
か
ら
の
応
援

最
初
に
ベ
ジ
コ
ン
を
応
援
し
て
く
だ
さ
っ
た
の

は
、
全
国
農
業
高
等
学
校
長
協
会
で
し
た
。
同
協
会

で
海
外
教
育
に
つ
い
て
講
演
す
る
機
会
が
あ
り
、
最

後
に
自
由
時
間
を
５
分
い
た
だ
い
た
の
で
、
ベ
ジ
コ

ン
の
計
画
と
意
義
に
つ
い
て
話
す
と
、
多
く
の
先
生

方
が
賛
同
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
い

ろ
い
ろ
な
農
業
高
校
の
先
生
方
に
応
援
し
て
い
た
だ

い
て
、
ベ
ジ
コ
ン
は
開
催
初
年
度
か
ら
全
国
規
模
で

開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

「
食
」
の
大
切
さ
を
伝
え
た
い

世
界
中
ど
こ
で
も
、
食
べ
る
こ
と
で
人
は
元
気
に

な
り
一
緒
に
食
べ
る
こ
と
で
笑
顔
が
う
ま
れ
心
が
育

ち
ま
す
。
人
が
集
っ
て
食
べ
る
場
所
は
、
と
て
も
い

い
情
報
交
換
の
場
に
も
な
り
ま
す
。
で
も
、
食
べ
物

は
育
て
て
作
ら
な
く
て
は
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
。5he�

&
dible�4

choolyard

や3rd�(
rade�$

abbage�
program

な
ど
海
外
の
食
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
、
い
ろ

い
ろ
な
取
り
組
み
例
を
参
考
に
し
つ
つ
仲
間
達
と
話

し
合
っ
た
ら
、「
や
は
り
教
育
が
大
事
だ
」「
子
ど
も

た
ち
が
野
菜
作
り
に
、
さ
ら
に
は
農
業
に
興
味
を

も
っ
て
く
れ
た
ら
」
と
意
見
が
一
致
し
ま
し
た
。
そ

れ
が
の
ち
に
「
ベ
ジ
コ
ン
」
開
催
に
つ
な
が
り
ま
し

た
。

み
ん
な
で
作
っ
て
、
食
べ
て
、

気
付
く
こ
と

2
0
1
6
年
の
「
第
4
回
全
国
農
業
高
校
ベ
ジ

コ
ン
」
は
、
東
日
本
大
震
災
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し

て
開
催
し
、
前
回
14.
4
キ
ロ
の
キ
ャ
ベ
ツ
を
作
っ

て
優
勝
し
た
会
津
農
林
高
校
と
一
緒
に
開
催
準
備
を

し
ま
す
。
今
年
の
年
末
に
全
国
８
地
区
か
ら
地
区
優

勝
チ
ー
ム
の
代
表
を
集
め
て
被
災
地
を
見
て
も
ら

い
、
日
本
と
世
界
の
今
後
の
農
業
に
つ
い
て
考
え
る

会
議
を
開
き
ま
す
。
加
え
て
、
来
春
、
地
区
代
表
者

か
ら
数
名
を
選
出
し
、
日
本
人
が
農
業
な
ど
で
活
躍

し
て
い
る
海
外
の
場
所
へ
招
待
す
る
、
海
外
研
修
旅

行
を
予
定
し
て
い
ま
す
。日
本
惣
菜
協
会
、日
本
フ
ー

ド
協
会
、
全
国
農
業
高
校
校
長
会
な
ど
が
第
４
回
の

後
援
で
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ほ
が
ら
か
絵
本
畑
と
共
催
で
保
育

園
・
幼
稚
園
児
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
行
い
ま
す
。
今
は

キ
ャ
ベ
ツ
作
り
の
み
で
す
が
、
将
来
は
各
地
の
特
産

物
な
ど
で
の
開
催
も
考
え
て
い
ま
す
。

ベ
ジ
コ
ン
を
通
し
て
、
小
学
生
か
ら
高
校
生
ま
で

み
ん
な
が
つ
な
が
り
、
一
緒
に
作
っ
て
食
べ
る
こ
と

で
、「
農
業
っ
て
大
事
だ
な
」
と
思
っ
て
く
れ
た
ら
、

こ
の
取
り
組
み
は
大
成
功
か
な
と
思
い
ま
す
。
全
国

の
農
業
高
校
生
の
い
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
で
き
、
第

4
回
を
迎
え
る「
園
児
ベ
ジ
コ
ン
」も
さ
ら
に
広
が
っ

て
い
け
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に
第
4
回
ベ
ジ
コ
ン
も
申
し
込
み
受
け
付
け

中
で
す
。
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

「
作
っ
て
か
ら
食
べ
る
ま
で
」

の
取
り
組
み

2
0
1
�
年
か
ら
、
全
国
の
農
業
高
校
生
と
幼

稚
園
児
を
対
象
に
「
命
を
育
み
、
笑
顔
を
広
げ
る
」

食
育
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
ベ
ジ
コ
ン
」
を
開
催
し
て

い
ま
す
。
全
国
で
栽
培
可
能
な
キ
ャ
ベ
ツ
を
育
て
て

大
き
さ
や
重
さ
を
競
い
、
で
き
た
キ
ャ
ベ
ツ
を
み
ん

な
で
食
べ
て
交
流
す
る
の
が
ル
ー
ル
で
す
。
生
産
者

に
感
謝
す
る
気
持
ち
が
芽
生
え
農
業
に
興
味
を
も
つ

子
ど
も
が
増
え
、
農
業
で
日
本
や
世
界
に
貢
献
す
る

若
者
が
育
つ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
昨
年
の

高
校
の
部
で
は
、重
さ
26
・
�0
㎏
の
キ
ャ
ベ
ツ
を
作
っ

た
北
海
道
美
幌
高
等
学
校
が
優
勝
し
ま
し
た
。

「
食
べ
物
は
、
作
ら
な
い
と
食

べ
ら
れ
な
い
」

　

以
前
、
ア
フ
リ
カ
26
か
国
を
訪
問
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
多
く
の
人
た
ち
は
水
道
の
な
い
生
活
を
し

て
い
ま
し
た
。
毎
朝
か
か
さ
ず
井
戸
、
沼
地
、
川
な

ど
で
水
汲
み
す
る
の
が
子
ど
も
た
ち
の
仕
事
で
す
。

重
労
働
で
す
。
一
日
一
食
が
当
た
り
前
。
給
食
が
出

る
学
校
に
行
け
る
子
ど
も
は
幸
運
で
す
。
帰
宅
後
は

家
事
の
手
伝
い
。
夕
飯
は
家
族
で
分
け
合
い
、
暗
く

な
っ
た
ら
み
ん
な
で
寝
て
、
翌
朝
は
ま
た
水
汲
み
。

あ
さ
い
　
ひ
ろ
ず
み
1
9
5
5
年
大
阪
生
ま
れ
。
著
書
に
『
ア
フ
リ

カ
大
陸
一
周
ツ
ア
ー
』（
幻
冬
舎
新
書
）、『
知
っ
て
お
き
た
い
！
海
外

留
学
の
理
想
と
現
実
』（
岩
波
新
書
）
な
ど
が
あ
る
。

◆V
egecon

（
N
P
O
こ
ど
も
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
協
会
）
ブ
ロ
グ

http://vegecon1
.blogspot.jp/

◆
ベ
ジ
コ
ンhttp://w

w
w
.vegecon.com

/
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