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平
成
二
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九
年
度
卒
の
み
な
さ
ん

　教育実習を終えた 4 年生に、
実習中に一番うれしかったこと
を聞いてみました！
　生徒との思い出ばかりが並
んだことからも、 実習中の生
徒との関りがみなさんを励まし
てくれたことが伺えますね。
　本当におつかれさまでした！

教育実習でうれしかったことは？
イマドキ学生に聞きました



　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
は
小
学
校
、

中
学
校
に
つ
い
て
は
２
０
１
７
年
3
月
に
、

高
等
学
校
に
つ
い
て
は
２
０
１
８
年
3
月

に
告
示
さ
れ
ま
し
た
。
教
育
現
場
の
先
生

方
に
は
、
ま
ず
自
信
を
も
って
こ
れ
ま
で

研
究
を
重
ね
、
取
り
組
ん
で
き
た
実
践
、

指
導
法
等
に
つ
い
て
振
り
返
って
い
た
だ
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
新
学

習
指
導
要
領
と
こ
れ
ま
で
の
学
習
指
導
要

領
を
的
確
に
比
較
し
関
連
付
け
、
こ
れ
か

ら
の
算
数
・
数
学
教
育
の
あ
り
方
を
探
っ

て
、
よ
り
充
実
を
図
って
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

１
　
こ
れ
ま
で
の
算
数
・
数
学
教
育

　

１
９
８
９
年
で
し
た
。
東
京
都
某
市
の

算
数
の
研
究
会
に
同
行
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
講
師
の
先
生
が
、
そ
こ
で
「問
題
解
決

学
習
」
を
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
算
数
の
授

業
で
は
新
た
な
知
識
等
を
獲
得
さ
せ
る
際

に
も
、
ま
ず
問
題
を
自
力
で
解
決
さ
せ
て

…
…
と
い
う
提
案
に
対
し
て
、
参
加
者
の

先
生
方
は
「そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
多
様

な
考
え
方
が
出
て
ま
と
ま
ら
な
い
。
ま
と

ま
ら
な
い
の
は
知
識
を
教
え
ら
れ
な
い
に

等
し
い
」
ま
た
、
「問
題
を
解
け
な
い
子

は
ど
う
す
る
の
か
」。
個
別
に
ヒ
ン
ト
を
与

え
れ
ば
よ
い
、
多
人
数
な
ら
集
め
て
指
導

し
た
ら
ど
う
か
。
こ
の
提
案
に
も
、
「分

か
ら
な
い
こ
と
が
周
り
に
知
れ
て
恥
を
か

か
せ
る
」
と
大
反
対
の
声
ば
か
り
で
し
た
。

　

「問
題
解
決
」
と
い
う
用
語
は
算
数
・

数
学
教
育
に
お
い
て
、
Ｎ
Ｃ
Ｔ
Ｍ(

全
米

数
学
教
師
協
議
会)

が
１
９
８
０
年
に
発

効
し
た
「ア
ジ
ェン
ダ
（An Agenda for 

Action

）」
の
中
の
第
一
勧
告
に
「問
題

解
決
が
１
９
８
０
年
代
の
学
校
数
学
の
焦

点
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
掲
げ

ら
れ
、
世
界
に
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。
数

学
の
授
業
で
は
問
題
解
決
の
場
を
設
定
し

そ
の
能
力
を
高
め
る
、
ま
た
、
新
し
い
数

学
の
概
念
や
技
能
を
も
問
題
解
決
の
過

程
を
通
し
て
獲
得
す
る
、
と
い
う
こ
と
が

勧
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

我
が
国
に
お
い
て
も
問
題
解
決
の
授
業

研
究
は
す
で
に
１
９
８
０
年
前
半
に
は
ス

タ
ー
ト
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
「問
題

解
決
」
の
用
語
は
こ
れ
ま
で
の
学
習
指
導

要
領
の
第
１
章
総
則
「指
導
計
画
の
作

成
等
に
当
た
って
配
慮
す
べ
き
事
項
」
か

ら
も
見
て
取
れ
ま
す
。

・
１
９
９
８
年
告
示

小
学
校
：第
5.2(
２)
／
中
学
校
：第
6.2(

２
）

各
教
科
等
の
指
導
に
当
た
って
は
、
体

験
的
な
学
習
や
問
題
解
決
的
な
学
習
を

重
視
す
る
と
と
も
に
、
児
童(
生
徒)

の
興
味
・
関
心
を
生
か
し
、
自
主
的
，

自
発
的
な
学
習
が
促
さ
れ
る
よ
う
工
夫

す
る
こ
と
。

・
２
０
０
８
年
告
示

小
学
校
：第
4.2(

２)

／
中
学
校
：第
4.2(

２)

各
教
科
等
の
指
導
に
当
た
って
は
、
体

験
的
な
学
習
や
基
礎
的
・
基
本
的
な

知
識
及
び
技
能
を
活
用
し
た
問
題
解
決

的
な
学
習
を
重
視
す
る
と
と
も
に
、
児

童(

生
徒)

の
興
味
・
関
心
を
生
か
し
、

自
主
的
、
自
発
的
な
学
習
が
促
さ
れ
る

よ
う
工
夫
す
る
こ
と
。

（１
９
８
９
年
告
示
で
は
小
・
中
学
校
と

も
自
主
的
、
自
発
的
な
学
習
の
文
言
の

み
。）(

下
線
は
筆
者)

　

１
９
９
８
年
の
改
訂
以
降
、
総
則
に
問

題
解
決
的
な
学
習
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
算
数
・
数
学
の
み
な
ら
ず
、

全
教
科
等
の
授
業
で
実
施
す
る
よ
う
求
め

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

私
は
学
生
た
ち
が
教
師
に
な
った
場
合

に
、
す
べ
て
が
問
題
解
決
型
の
授
業
で
は

な
い
に
し
て
も
、
基
本
は
問
題
解
決
型
を

行
う
こ
と
と
し
、
大
学
で
は
そ
の
展
開
で

指
導
案
を
作
成
さ
せ
模
擬
授
業
を
行
わ

せ
て
い
ま
す
。

　

２
０
１
１
年
で
す
。
学
生
が
教
育
実
習

か
ら
戻
り
、
私
の
教
え
た
よ
う
な
算
数
の

授
業
は
行
わ
れ
て
い
な
か
った
…
…
と
報

告
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
か
ら
10
年
近
く

た
った
今
、
教
育
実
習
を
終
え
た
学
生
の

報
告
や
実
習
校
は
じ
め
、
そ
の
他
小
中
学

【特集】
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校
含
め
参
観
す
る
算
数
・
数
学
の
授
業

は
「問
題
解
決
型
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。

徐
徐
に
で
は
あ
る
が
算
数
や
数
学
の
授
業

は
問
題
解
決
型
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
い

え
そ
う
で
す
。
た
だ
し
余
談
で
す
が
、
本

学
の
学
生
の
ほ
と
ん
ど
は
、
数
学
の
授
業

は
教
師
が
問
題
の
解
き
方
を
説
明
し
演

習
問
題
を
「同
じ
よ
う
に
解
い
て
ご
ら
ん
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
よ
う
で
す
。

　

学
生
へ
は
今
後
も
大
学
で
指
導
す
る
と

し
て
、
教
育
現
場
で
の
課
題
は
、
問
題

解
決
型
の
授
業
が
真
に
充
実
し
て
い
る
の

か
、
さ
ら
に
今
後
も
う
少
し
研
究
が
必
要

な
新
た
な
部
分
は
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
何

な
の
か
…
…
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

２
　
こ
れ
か
ら
の
算
数
・
数
学
教
育

　

２
０
１
８
、２
０
１
９
年
に
告
示
さ
れ
た

小
・
中
・
高
等
学
校
の
新
学
習
指
導
要

領
の
算
数
科
・
数
学
科
の
目
標
の
冒
頭
は

す
べ
て
「数
学
的
な
見
方
・
考
え
方
を
働

か
せ
、
数
学
的
活
動
を
通
し
て
、
数
学

的
に
考
え
る
資
質
・
能
力
を
次
の
と
お
り

育
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
（下
線
は
筆

者
）」
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
「活
動
を
通
し
て
～
～
を

育
て
る
」
の
よ
う
な
表
記
が
教
科
の
目
標

に
あ
る
の
は
、
１
９
９
８
年
の
小
学
校
・

高
等
学
校
の
算
数
・
数
学
か
ら
で
す
。 

(

１
９
９
８
年
中
学
校
は
「数
学
的
な
活

動
の
楽
し
さ
を
知
る
」
に
止
ま
る)

た
だ

し
小
学
校
に
お
け
る
名
称
は
１
９
９
８

年
、２
０
０
８
年
と
も
に
「算
数
的
活
動
」

で
し
た
。
今
回
小
学
校
も
「数
学
的
活

動
を
通
し
て
」
に
、
中
学
校
は
２
０
０
８

年
か
ら
「数
学
的
活
動
を
通
し
て
」と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
「算
数
的
活
動
」

に
つ
い
て
の
説
明
は
省
き
ま
す
が
主
体
的

な
問
題
解
決
の
活
動
と
同
様
で
あ
る
と
い

え
ま
す
。

　

小
・中
・高
等
学
校
で
統
一
さ
れ
た
「数

学
的
な
活
動
」
と
は
「事
象
を
数
学
的

に
捉
え
、
数
学
の
問
題
を
見
出
し
、
問

題
を
自
立
的
、
協
働
的
に
解
決
す
る
過

程
を
遂
行
す
る
」
こ
と
で
す
。
ま
さ
に
問

題
発
見
と
問
題
解
決
の
過
程
で
す
。
（図

１
参
照
）

　

「数
学
的
活
動
を
通
し
て
～
～
を
育
て

る
」
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
算
数
・

数
学
の
学
習
過
程
に
数
学
的
な
活
動
を

位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で

も
教
育
現
場
が
実
践
を
重
ね
て
き
た
こ
と

で
す
。

　

加
え
て
新
学
習
指
導
要
領
総
則
に
は

指
導
計
画
の
編
成
や
実
施
に
当
た
り
小
・

中
・
高
等
学
校
共
通
し
て
、
さ
ら
に
は

全
教
科
等
を
通
し
て
「主
体
的
・
対
話

的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改

善
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。　
　

　

こ
れ
が
実
現
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
を

確
認
し
つ
つ
算
数
・
数
学
教
育
の
一
層
の

充
実
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
こ
で

改
善
・
充
実
の
視
点
を
、
図
１
の
学
習
過

程
を
基
に
述
べ
ま
す
。

① 

こ
れ
ま
で
も
多
く
の
授
業
で
は
、
お
よ

そ
図
１
の
「問
題
の
理
解
・
解
決
の
計

画
」
「解
決
の
実
行
」
「解
決
過
程
・
結

果
の
検
討
」
は
自
力
解
決
で
す
。
「時
に

協
働
的
に
」
と
い
う
こ
と
か
ら
学
級
全
体

や
小
グ
ル
ー
プ
等
で
解
決
す
る
こ
と
も
問

題
や
子
ど
も
の
実
態
に
よ
って
は
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、基
本
は
「自
力
解
決
」

が
期
待
さ
れ
ま
す
。
「対
話
」
を
主
体
的

に
行
う
た
め
に
も
、
自
分
な
り
の
考
え
を

持
ち
寄
る
こ
と
が
基
本
だ
か
ら
で
す
。
学

級
全
体
で
や
り
取
り
を
し
て
ヒ
ン
ト
を
与

え
る
の
で
は
な
く
、
解
決
の
計
画
が
立
っ

た
子
ど
も
は
そ
の
ま
ま
進
め
、
助
言
が
必

要
な
子
ど
も
に
は
自
力
解
決
を
促
す
ヒ

ン
ト
を
…
…
な
ど
の
「個
に
応
じ
た
手
立

て
」
を
充
実
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

② 

考
え
を
持
ち
寄
った
「対
話
」
で
は
「同

じ
考
え
だ
」
と
つ
ぶ
や
い
て
終
わ
り
で
よ

い
で
し
ょ
う
か
。
２
人
の
考
え
方
が
異
な
っ

て
い
た
り
食
い
違
っ
て
い
た
り
し
た
場
合

は
、
ど
の
よ
う
に
話
し
合
え
ば
よ
い
の
で

し
ょ
う
か
。
話
し
合
い
方
の
指
導
が
必
要

で
す
。

　

対
話
が
成
立
す
る
と
と
も
に
「学
び
」

と
す
る
た
め
に
は
「相
手
の
考
え
を
理
解

す
る
」
は
も
ち
ろ
ん
、
「ど
う
し
て
そ
ん
な

計
画
を
思
い
つ
い
た
か
明
確
に
す
る
」
「解

や
解
決
過
程
は
正
し
い
か
否
か
検
討
し
て

そ
の
根
拠
を
持
つ
」
「よ
り
よ
い
解
決
策

は
い
ず
れ
か
、
あ
る
い
は
ほ
か
に
あ
る
の

か
比
較
検
討
す
る
」
こ
と
な
ど
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
説
明
し
た
り
質
問

し
た
り
で
き
る
よ
う
に
指
導
し
て
お
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

③ 

図
１
の
「疑
問
や
問
題
の
気
づ
き
」

や
「振
り
返
り
」
に
つ
い
て
は
、
と
く
に

こ
れ
ま
で
の
取
組
み
は
十
分
と
は
い
え
な

図１　数学的な活動
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い
か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
授
業
の
後
半

で
は
知
識
や
技
能
を
ま
と
め
る
こ
と
が
多

く
み
ら
れ
ま
す
。
子
ど
も
が
働
か
せ
た
数

学
的
な
見
方
・
考
え
方
、
役
に
立
っ
た

も
の
、
う
ま
く
い
か
な
か
った
わ
け
な
ど

も
振
り
返
って
見
方
・
考
え
方
を
鍛
え
て

い
る
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
、
既
習
の
内

容
と
の
関
連
性
を
整
理
し
て
統
合
し
た

り
「こ
ん
な
場
合
で
も
使
え
る
だ
ろ
う
か
」

と
発
展
的
に
考
え
さ
せ
た
り
し
て
い
る
で

し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
よ
り
数
学
の
問
題
は

与
え
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
発
見
に
つ
な

が
る
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
子
ど
も
の
問

題
意
識
を
大
切
に
し
た
「単
元
全
体
の

展
開
」
も
見
え
て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

最
後
に
「中
学
校
２
年
：１
次
関
数
」

の
実
際
の
授
業
を
例
に
し
て
具
体
的
に
提

案
し
ま
す
。
指
導
し
た
先
生
は
教
職
３
年

目
の
方
。
生
徒
と
の
や
り
取
り
の
雰
囲
気

が
と
て
も
よ
く
、
信
頼
関
係
の
深
さ
が
う

か
が
わ
れ
ま
し
た
。
生
徒
の
自
力
解
決
の

際
、
先
生
は
机
間
指
導
に
よ
く
動
き
回
っ

て
個
に
応
じ
た
助
言
を
心
が
け
て
い
ま
し

た
。

①
「復
習
」
は
必
要
で
す
か
。

　

中
学
の
数
学
は
週
３
、４
コ
マ
の
実
施
で

す
か
ら
「復
習
」
を
行
う
習
慣
が
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
約
15
分
間
、
数
名
を

指
名
し
な
が
ら
や
り
取
り
し
、
黒
板
に
式

や
グ
ラ
フ
を
書
い
て
確
認
し
ま
し
た
。
生

徒
は
…
…
と
い
う
と
「下
を
向
い
て
い
る

子
」
「き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
し
て
い
る
子
」
が
５

名
ぐ
ら
い
。

　

彼
ら
は
後
の
自
力
解
決
で
は
「自
分
で

解
け
る
子
」
「解
け
な
い
子
」
の
双
方
で

し
た
。
復
習
で
「全
員
理
解
」
を
目
指

す
こ
と
も
「復
習
し
た
ら
本
時
の
問
題
の

解
き
方
に
気
づ
く
の
で
は
な
い
か
」
と
い

う
教
師
の
期
待
も
十
分
に
は
果
た
せ
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
問
題
を
見
て
必
要
な

ら
生
徒
本
人
が
ノ
ー
ト
や
教
科
書
の
前

の
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
思
い
出
す
…
…
な

ど
の
主
体
的
な
姿
に
変
え
た
い
と
思
い
ま

す
。

② 
数
学
の
問
題
は
教
師
や
教
科
書
か
ら

与
え
ら
れ
る
も
の
で
す
か
。

　

例
え
ば
前
時
の
授
業
の
後
半
「振
り

返
り
」
で
、
「切
片
と
も
う
１
点
」
あ
る

い
は
「２
点
」
の
座
標
か
ら
も
１
次
関
数

は
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
生
徒
が

発
見
で
き
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

仮
に
本
時
の
問
題
を
与
え
た
と
し
て
も

「こ
れ
ま
で
の
問
題
と
ど
こ
が
違
う
？
」
と

問
い
、
既
習
と
の
違
い
を
明
確
に
す
る
と
、

今
後
生
徒
自
身
が
新
た
な
問
題
を
自
分

で
作
って
い
く
際
の
視
点
に
な
る
と
思
い
ま

す
。

③ 

指
導
案
に
は
「(

自
力
解
決
が)

進
ま

な
い
生
徒
に
は
、
お
お
よ
そ
の
グ
ラ
フ
を

か
く
よ
う
促
す
」
と
あ
り
ま
し
た
が
実
際

は
行
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
力
で
解
け
な

か
った
生
徒
は
話
し
合
い
の
場
で
も
困
って

い
て
、
別
の
生
徒
に
「連
立
し
て
」
「代

入
し
て
」
「そ
の
あ
と
は
…
…
」
と
言
わ

れ
て
も
難
し
か
った
よ
う
で
す
。
先
生
の

肉
声
で
、
よ
り
具
体
的
に
既
習
を
想
起

さ
せ
る
な
ど
の
個
に
応
じ
た
手
立
て
が
必

要
で
す
。

　

一
方
で
「解
決
し
た
ら
別
の
方
法
で
も

解
決
し
て
み
よ
う
」
と
指
示
し
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
進
ん
だ
子
へ
の
手
立
て
と
し

て
有
効
で
し
た
。

④ 

生
徒
の
ノ
ー
ト
を
画
面
に
写
し
出
す
、

別
の
生
徒
が
そ
れ
を
解
説
す
る
…
…
な
ど

し
て
生
徒
自
身
に
発
表
さ
せ
た
か
った
で

す
が
、
そ
れ
以
上
に
「ど
こ
に
目
を
付
け

た
の
で
解
け
た
の
か
」
「求
め
た
式
が
正

し
い
根
拠
は
」
な
ど
と
生
徒
に
突
っ込
ん

で
問
い
、
問
題
文
の
「１
次
関
数
」
の
定

義
に
着
目
す
る
見
方
や
、
式
に
よ
る
表
現

と
グ
ラ
フ
に
よ
る
表
現
を
関
連
付
け
る
説

明
を
引
き
出
す
な
ど
し
て
「深
い
学
び
」

へ近
づ
け
て
み
た
か
った
で
す
。　

○中学 2 年 「1 次関数」 （10/20）
（１） ねらい ： 1 次関数のグラフの 2 点の座標から、 その 1 次関数を求めることができる
（2） 展開

時間 具体的な学習活動 指導上の留意点 ・ 配慮事項
導入
10 分

・前時の復習 （1 次関数とは。 切片や傾き、
グラフ上の 1 点からの 1 次関数の求め方）

・ 全員理解を目指す
・ 時間をかけすぎない

展開
35 分

・ 個人で考える
・ 5 分後 4 人グループで互いの考えを共有

する
・ いくつかのグループの考えを板書

・ 進まない生徒には、 おおよそのグ
ラフをかいて考えるように促す

・ グラフの傾きを求める方法と連立
方程式から求める不法の両方が
導けるように声かけをする

・ 終わった生徒は 「もっと練習」

まとめ
5 分

・ 本時の学習内容の確認 ・ 問題集に取り組む

例 3　y が x の 1 次関数で、 そのグラフが 2 点 （2,3） （5,9） を通るとき、
1 次関数を求めなさい。

例 4　次の条件をみたす 1 次関数を求めなさい。 （2 問 ： 略）
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１
．
古
く
て
新
し
い
問
題

　

今
次
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
で
「社

会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」
が
基
本
理

念
と
し
て
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。
教
科
等
横

断
的
な
視
点
か
ら
教
育
活
動
の
改
善
を

図
り
、
教
科
等
や
学
年
、
さ
ら
に
は
学

校
の
壁
を
越
え
た
カ
リ
キ
ュラ
ム
・
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
実
現
が
各
学
校
に
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
「教
科
を
こ
え
て
、
社
会
に
ひ

ら
く
！
」、
そ
し
て
、
そ
の
先
に
ど
う
い
っ

た
「主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
や

「探
究
的
な
学
び
」
を
生
み
出
そ
う
と
す

る
の
か
、「チ
ー
ム
学
校
」
の
ク
リ
エ
イ
テ
ィ

ビ
テ
ィ
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
理
念
は
分
か
る
、
で
も
実
際

に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
？　

学
校
現
場

か
ら
は
そ
ん
な
声
が
漏
れ
聞
こ
え
て
き
ま

す
。
学
術
的
に
は
「カ
リ
キ
ュラ
ム
統
合
」

と
い
う
主
題
で
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て

お
り
、
様
々
な
実
践
も
歴
史
的
に
試
み
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
「言
う
は
易

く
行
う
は
難
し
」
な
の
が
正
直
な
と
こ
ろ

で
す
。

　

と
り
わ
け
、
中
等
教
育
で
う
ま
く
い
か

な
い
、
な
か
な
か
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な

い
と
い
う
現
実
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
は
学
校
段
階
が

上
が
る
に
つ
れ
て
、
各
教
科
と
の
結
び
つ

き
を
失
い
、
形
骸
化
し
て
し
ま
う
き
ら
い

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
教
科
学
習
も
ど
ん

ど
ん
専
門
分
野
に
細
分
化
さ
れ
、
相
互
の

関
連
性
を
失
う
こ
と
で
タ
コ
ツ
ボ
化
の
様

相
を
見
せ
ま
す
。
い
ず
れ
も
教
科
担
任
制

の
弊
害
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ

わ
せ
て
、
受
験
対
策
と
い
う
現
実
的
な
問

題
に
直
面
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
は
ま
す

ま
す
深
刻
化
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す

な
わ
ち
、
教
育
改
革
の
主
た
る
舞
台
は
中

等
教
育
、特
に
高
等
学
校
に
あ
る
の
で
す
。

そ
の
教
育
を
ど
う
変
え
る
の
か
が
最
大
の

ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

２
．
共
創
す
る
学
び
へ
の
招
待

　

教
科
等
横
断
的
な
視
点
か
ら
教
育
活

動
の
改
善
を
図
る
際
、
各
教
科
間
で
育
て

た
い
資
質
・能
力
を
共
有
す
る
と
と
も
に
、

各
教
科
等
に
お
け
る
教
育
内
容
の
全
体
を

見
渡
し
、
可
能
な
限
り
の
関
連
性
を
見

出
す
こ
と
で
、
効
果
的
な
指
導
に
生
か
そ

う
と
す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
努
力
自
体
に
は
価
値
や
意

味
が
あ
り
、
教
師
集
団
の
協
働
性
や
同

僚
性
を
高
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

た
だ
、
そ
の
た
め
に
必
要
と
な
る
労
力
は

相
当
な
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
現
実
的

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
私
た
ち
昭
和
女
子
大
学
現
代
教

育
研
究
所
で
は
、
次
の
よ
う
な
方
法
を
提

案
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
中
等
教
育

カ
リ
キ
ュラ
ム
・
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
、
①

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
充
実
に
注
力

し
、
そ
の
理
念
を
し
っか
り
と
具
体
化
で

き
る
よ
う
に
す
る
、
②
特
別
活
動
と
も
有

機
的
に
結
び
つ
け
、
探
究
的
な
学
び
の
デ

ザ
イ
ン
を
中
心
に
す
え
る
、
そ
の
際
、
③

生
活
に
根
ざ
し
た
ト
ピ
ッ
ク
を
設
定
し
、

そ
の
ト
ピ
ッ
ク
を
介
し
て
各
教
科
学
習
と

の
結
び
つ
き
を
生
み
出
す
、
④
当
該
単
元

に
関
し
て
は
各
教
科
ら
し
さ
を
生
か
し
た

主
体
的
・対
話
的
で
深
い
学
び
を
試
み
る
、

そ
し
て
、
⑤
学
外
の
関
係
諸
機
関
や
専
門

家
や
地
域
住
民
な
ど
と
も
積
極
的
に
つ
な

が
り
、
そ
の
チ
カ
ラ
を
生
か
す
、
と
い
う

も
の
で
す
。
こ
れ
ら
プ
ロ
セ
ス
を
教
師
同

士
が
共
創
し
、
さ
ら
に
は
教
師
と
生
徒

が
と
も
に
社
会
に
開
か
れ
た
探
究
的
な
学

び
を
共
創
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
ま

す
。

　

「論
よ
り
証
拠
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
て
、

ま
だ
ま
だ
試
行
実
践
の
段
階
で
は
あ
り
ま

す
が
、
学
校
現
場
の
協
力
を
得
な
が
ら

挑
戦
し
始
め
て
い
ま
す
。Co-Creative 

Learning Session

（略
称
：コ
ク
リ
）

と
名
づ
け
た
記
念
す
べ
き
第
１
弾
の
ダ
イ

ジ
ェス
ト
は
次
ペ
ー
ジ
の
通
り
で
す
。
最
も

生
活
に
身
近
な
「食
」
を
ト
ピ
ッ
ク
に
し

た
共
創
す
る
学
び
の
一
端
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

【特集】

教科横断による
共創する学びへの挑戦
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　「チェックイン ・ アイスブレイク」 の
後、 「食と聞いて思いつくこと」 のシ
ンキングマップつくりから始まりました。
自分と仲間の経験 ・ 知識を手掛かリに
食の世界を広げ、 皆でシェアした一行
は食の世界の入り口に立ちます。
　続くミッションは「ニュース ・ ショー」。
新聞 · ニュース等、 食をめぐるホッ
トなトピックをベースにリサーチワーク
を行い、 グループごとにその成果を

「ニュース ・ ショー」 としてプレゼンする
のです。 チョコからフェアトレード、 フ
ルーツから見える世界、 野菜で学ぶ
生物多様性、 昆虫食ミドリムシから考
える未来食、 和食のヒミツ、 フードロ
ス。  6 つの 「ニュース ・ ショー」 に生
徒も教師も夢中になり、 食世界への
モチベーションは一気にドライブされま
した。

　中世古典文学の専門家である中野
貴文先生のサブカルを駆使したレク
チャーに生徒は巻き込まれ夢中になっ
ていきます。 土地のものを食べるとい
うことは古典においてどう描かれてき
たのか、 そこをスタートに、 ジブリアニ
メと中世文学のつながりにリンクする

プログラムに生徒たちから歓声があが
りました。 「アニメ ・ 古典 ・ 食が見事
にドッキングしてワクワクしました」 そう
語る生徒たちは、 食の世界と古典のつ
ながりだけでなく、 世界の文学におけ
る食とのリンクについても考え始めた
のです。

　今度は科学の立場から食の世界に
接近。 専門家の藤田真理子先生 （北
海道大谷室蘭高校）のセッションは「ち
りめんモンスターをさがせ！！」 のワー
クからスタート。 自分たちが決めた基
準にしたがって、 ちりめんモンスターを 
ピンセットで分類する活動に熱中する
生徒たち。

　カテゴリー化の手法を学んだ生徒た
ちの次なる挑戦は、 大好きな料理を
科学的にアプローチすること。 グルー
プごとに料理を決め、 タブレットを用い
ながらリサーチしたものを他のグルー
プにプレゼンします。 食べ物の向こう
に見えるものを科学的に探究する楽し
さを物語るプレゼンが続きました。

　第 2 回目は地理学の立場から食と
農業の関係に迫るのがねらいです。
専門家としておいでくださった生田清
人先生 (ICU ・ 駒沢大学 ・ 聖心女子
大 • 海陽中等教育学校非常勤講師 ・
元開成高校教諭） のレクチャーは都
市からの距離によって最適な生産物
が決まるという 「チューネンの農業立
地論」 から始まりました。 アメリカの農
業分布を手がかりとするワークを通し

て、 見事にその理論があてはまること
を発見。 日本の場合はどうなのかなど、
生徒たちの探究が続きます。
　食料生産と流通の仕組み、 そして
社会状況とのリンクなど、 地理学なら
ではの地図から読み解くアプローチを
通じて農業を学んだ生徒たちのまなざ
しは大きく変容していきました。

　ニチレイフーズの方から学ぶ 「出張
工場見学」。リアル動画やパワポを使っ
て冷凍食品ができるまでのプロセスを
学ぶ生徒たち。 教室にいながら、 実
際の工場見学でも見られない製造工
程の映像をみたり、 冷凍食品クイズに
挑戦した生徒たちは 「冷凍食品への

愛を感じました」 「冷凍食品を上手に
使って毎日の食生活を豊かで楽しい
ものにする工夫をしたい」 と語ります。
最後に行った五味識別テストで、 味覚
を鍛えることの大切さを始めて感じたと
いう生徒たちは毎日の食に対する考え
方を大きく揺さぶられたと言います。

　専門家としていらした開発教育協会
の伊藤容子さんが、 ロールプレイを通
してコーヒーの生産過程 ・ 価格決定の
プロセスを考えるワークを行ってくださ
いました。 生産者になってみることで、
コーヒーカップの向こうに見える世界を
深く考え始めた生徒は次のように語り
ました。

「生産地の人々が本当の意味で自立
するために、 私は何ができるのだろう
か？考えたいです」 「開発途上国の生
産物価格の決定についてもっと知りた
いです」
　見えるものの向こうにある見えない
世界に生徒の思いは広がります。

　専門家のセッションを通じて、 そして、 毎日の生活の中で見つけた 「問い」 を
もとに、 生徒たちの学びの探究 ・ 共創プロジェクトがスタートします。 プロジェク
トの作り方 ・ 進め方のアドバイス ・ 個別ミーティング ・ リハーサルを終え、 いよい
よ成果発表会。 ラインナップをご紹介しましょう （右図のリスト）。 「食」 と聞いて
思いつくもの、 そこからスタートした知の冒険。  農業 ・ 科学 ・ 文学 ・ 貿易 ・ 加工
食品 それぞれのマスター （専門家） と共に旅したコクリワールドの中で、 生徒た
ちはつぶやきます。 「楽しい」「おもしろい」「深い」と。 この生徒たちの言葉は、「ポッ
プでディープなコクリ旅」 を目指した私たちにとって大きな喜びであり、 同時に次
のコクリ冒険をドライブする大きな力となったのです。 ワクワク ・ ドキドキの学びを
目指す 「コクリプロジェクト」 これからも続きます。 第二弾 「衣プロジェクト」 す
でに始動中です。

1 チョコとうまくつきあう方法 ～チョコの向こうにみえるもの～

2 おいしい日本茶を召し上がれ ～フレーバー日本茶への挑戦～

3 えっ、 こんなに捨てられているの？
～フードロス ・ フードウエストを知ってますか？～

4 その非常食、 もっと、 おいしくなりますよ
～サバイバル生活でも idea が勝負～

5 宇宙食、 作って、 食べてみた  ～宇宙食は無限にひろがる～

6 未来食はユートピア or ディストピア？  ～人にとって食事とは～

7 教員チームエグジビジョン : 江戸東京野菜を知っていますか？
～種はタイムカプセル～

食と聞いて思いつくことは？
～食の世界への誘い～

大好きなパスタは科学的に解明できるか
～地域の農家をみんな幸せにする方法～

千尋の両親はなぜ豚になったのか？
～ジブリアニメ「千と千尋の神隠し」より～

どこでどんな晨作物を作るといいのか？
～地域の農家をみんな幸せにする方法～

いい貿易って何だろう？
～コーヒーカップの向こう側～

加工食品はどのようにしてつくられるか？
～企業努力の現場～

食の世界はどこまでひろがる？～プロジェクト成果発表～

１

３

５

７

２

４

６



３
．
試
行
実
践
を
通
じ
て

　

「な
ぜ
？
ど
う
し
て
？
」
「お
も
し
ろ

い
！
」
と
い
う
感
覚
を
大
切
に
し
な
が
ら

挑
戦
し
続
け
た
半
年
間
の
軌
跡
を
ご
覧
い

た
だ
き
ま
し
た
。今
回
は
ア
フ
タ
ー
ス
ク
ー

ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
教
師
・
生
徒
と
も

に
有
志
を
募
り
、
約
30
名
の
仲
間
た
ち
と

学
び
の
冒
険
を
と
も
に
し
ま
し
た
。
同
じ

学
校
に
通
う
中
学
２
年
生
と
３
年
生
、
高

校
2
年
生
が
集
い
、
学
年
の
壁
を
こ
え
て
、

お
互
い
に
刺
激
を
与
え
あ
う
姿
が
そ
こ
に

は
あ
り
ま
し
た
。

　

各
専
門
家
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
毎
回
50
分

×
３
コ
マ
で
構
成
さ
れ
、
パ
ワ
フ
ル
な
問

い
が
次
々
と
生
徒
た
ち
に
投
げ
か
け
ら
れ

ま
す
。
生
徒
た
ち
に
と
って
の
当
た
り
前

は
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
自
分
た
ち
の
当
た
り
前

は
当
た
り
前
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
気

づ
き
始
め
ま
す
。
新
た
な
知
識
を
獲
得

し
、
新
た
な
も
の
の
見
方
や
考
え
方
で
物

事
を
捉
え
直
せ
ば
違
った
世
界
が
見
え
て

く
る
こ
と
が
徐
々
に
分
か
っ
て
く
る
の
で

す
。
そ
し
て
、
各
専
門
家
に
よ
る
セ
ッ
シ
ョ

ン
で
得
た
気
づ
き
を
手
が
か
り
に
て
、
生

徒
た
ち
は
自
分
た
ち
の
プ
ロ
ジ
ェク
ト
を

立
ち
上
げ
ま
す
。
生
徒
た
ち
に
は
日
々
の

生
活
か
ら
ハ
テ
ナ
を
生
み
出
す
「ハ
テ
ナ

ノ
ー
ト
」
に
挑
戦
し
続
け
て
も
ら
い
ま
し

た
。
自
分
た
ち
が
見
出
し
た
ハ
テ
ナ
か
ら

ど
ん
な
プ
ロ
ジ
ェク
ト
を
組
み
立
て
る
の

か
、そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
真
剣
勝
負
で
す
。「そ

こ
に
愛
は
あ
る
の
か
？
」
「誰
に
届
け
た
い

の
か
？
」
私
た
ち
と
の
や
り
と
り
を
通
じ

て
た
ど
り
着
い
た
最
後
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
。
保
護
者
も
お
招
き
し
た
舞
台
で

最
善
を
尽
く
す
生
徒
た
ち
。
や
り
終
え
た

生
徒
た
ち
の
表
情
に
は
達
成
感
が
満
ち
溢

れ
て
い
ま
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
全
て
が
う
ま
く
い
った
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「食
と
自
分
の
生

活
と
の
関
わ
り
は
す
ご
い
」
「１
つ
の
物
事

に
対
し
て
視
点
を
変
え
る
こ
と
で
よ
り
深

く
１
つ
の
物
事
を
理
解
で
き
る
の
だ
と
思

い
ま
し
た
」
「色
々
な
物
事
の
裏
側
に
も

視
点
を
あ
て
た
い
と
思
った
」
「生
き
る
た

め
に
必
要
だ
か
ら
食
べ
る
と
い
う
自
分
の

考
え
が
、
食
べ
る
こ
と
で
自
分
自
身
の
可

能
性
を
広
げ
る
と
い
う
考
え
に
変
わ
った
」

「い
つ
も
の
授
業
だ
と
座
って
黒
板
を
写
し

て
、
テ
ス
ト
前
に
つ
め
込
む
と
い
う
事
し

か
行
って
お
ら
ず
、
つ
ま
ら
な
い
、
退
屈
、

眠
い
と
い
う
感
情
が
好
奇
心
よ
り
上
回
っ

て
し
ま
い
ま
す
が
、
今
回
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
は

楽
し
く
、
自
分
の
や
り
た
い
事
を
全
力
で

調
べ
つ
く
す
。
一
つ
の
事
を
全
力
で
や
り

ぬ
く
大
変
さ
、楽
し
さ
が
分
か
り
ま
し
た
」

と
い
う
生
徒
た
ち
の
言
葉
に
試
行
実
践
の

成
果
と
価
値
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
、
私
た

ち
は
そ
う
確
信
し
ま
し
た
。

４
．
共
創
す
る
学
び
を
ぜ
ひ
ご
一
緒
に
！

　

中
等
教
育
を
再
考
し
よ
う
と
す
る
と

き
、
次
の
問
い
に
真
正
面
か
ら
向
き
合
う

べ
き
だ
と
私
た
ち
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
「も
し
定
期
テ
ス
ト
や
受
験
が
な
か
っ

た
ら
、
生
徒
た
ち
は
ど
こ
ま
で
学
ぶ
の

か
？  

私
た
ち
は
学
び
の
内
実
で
も
って
生

徒
た
ち
を
惹
き
つ
け
て
い
る
だ
ろ
う
か
？

そ
も
そ
も
学
び
を
、
そ
し
て
、
自
分
た

ち
の
成
長
を
生
徒
た
ち
は
楽
し
ん
で
い
る

か
？
」
と
い
う
も
の
で
す
。
私
た
ち
は
そ

の
問
い
を
「自
分
た
ち
の
生
活
に
身
近
な

ト
ピ
ッ
ク
を
真
ん
中
に
置
き
、
各
教
科
学

習
を
結
び
つ
け
る
と
と
も
に
、
学
校
内
外

の
様
々
な
専
門
家
や
地
域
住
民
ら
と
つ
な

が
り
な
が
ら
、
仲
間
と
知
恵
を
出
し
合
っ

て
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
か
つ
プ
レ
イ
フ
ル
に
探

究
す
る
、
そ
う
し
た
共
創
す
る
学
び
に
挑

戦
す
れ
ば
、
ど
ん
な
魅
力
的
な
経
験
が

生
み
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
？
」
と
い
う
問

い
に
発
展
的
に
置
き
換
え
、
挑
戦
を
始
め

て
い
ま
す
。

　

実
際
に
、
私
た
ち
の
足
元
に
あ
る
生
活

を
し
っか
り
と
見
つ
め
直
せ
ば
、
す
で
に
グ

ロ
ー
バ
ル
社
会
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
歴
史
や
文
化

は
も
ち
ろ
ん
、
新
旧
の
科
学
技
術
な
ど
も

ま
た
埋
め
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
気

づ
け
て
い
な
い
だ
け
で
す
。
自
分
た
ち
の

生
活
に
身
近
な
ト
ピ
ッ
ク
を
真
ん
中
に
置

き
、そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
か
ら
多
角
的
・

多
面
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
か
ら
こ
そ
、

い
わ
ゆ
る
〝各
教
科
に
固
有
な
も
の
の
見

方
や
考
え
方
〞
も
実
感
し
や
す
く
、
よ

り
深
く
厚
み
の
あ
る
認
識
に
至
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
生
活
経
験
に
も
と
づ
く
当
た

り
前
を
疑
い
、
専
門
家
に
な
り
き
って
学

ぶ
、
そ
し
て
、
い
ま
だ
こ
こ
に
な
い
も
の
を

仲
間
と
と
も
に
探
究
す
る
こ
と
で
、
生
徒

た
ち
は
自
分
の
興
味
・
関
心
を
拡
張
し
、

社
会
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
学
び
を
自
分

事
と
し
て
深
く
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　

奇
し
く
もO

ECD

が
教
育
の
将
来

ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
提
案
し
た
「OECD 

Education 2030

」
で
も
、
少
数
の
ト

ピ
ッ
ク
を
取
り
上
げ
、
現
実
世
界
と
の
関

わ
り
を
も
ち
な
が
ら
学
際
的
・
探
究
的
・

協
同
的
に
深
く
学
べ
る
よ
う
に
す
る
、
と

い
う
カ
リ
キ
ュラ
ム
・
デ
ザ
イ
ン
の
原
則

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
際
的
な
動
向
と

の
偶
然
の
一
致
に
驚
き
さ
え
覚
え
て
い
ま

す
。
既
存
の
や
り
方
を
疑
い
、
創
意
工
夫

す
れ
ば
、
現
状
に
お
い
て
も
学
校
現
場
か

ら
草
の
根
的
に
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
可
能
で
す
。
こ
れ

か
ら
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
共
創
す
る
学

び
の
あ
り
方
と
つ
く
り
方
を
探
求
す
る
私

た
ち
の
挑
戦
は
続
き
ま
す
。
目
指
す
は
日

本
か
ら
世
界
への
発
信
で
す
。

◇緩利　誠 （昭和女子大学 総合教育センター 専任講師）
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１
．
世
界
的
な
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
教
育
ブ
ー
ム

―
そ
の
特
徴
と
使
命

　

科
学
技
術
の
高
度
化
に
伴
い
電
化
製

品
を
は
じ
め
多
く
の
先
進
技
術
が
ブ
ラ
ッ

ク
ボ
ッ
ク
ス
化
さ
れ
、
仕
組
み
が
分
か
り

に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。
「科
学
は
難
し

い
」
「専
門
家
だ
け
分
か
っ
て
い
れ
ば
い

い
」
と
い
う
考
え
が
広
が
る
傾
向
は
今
に

始
ま
った
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
『ろ
う

そ
く
の
科
学
』
の
著
者
マ
イ
ケ
ル
・
フ
ァ

ラ
デ
ー
（1791

‐1867

）
が
市
民
に
向

け
て
分
か
り
や
す
い
科
学
を
発
信
す
る

こ
と
に
努
め
た
の
は
、
科
学
と
日
常
生

活
と
が
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
憂

え
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
が
サ
イ
エ
ン
ス

コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
起
源
と
言
え
ま
す
。

し
か
し
、
学
校
教
育
に
お
い
て
理
科
と
数

学
が
日
常
の
生
活
か
ら
乖
離
し
が
ち
な
こ

と
は
長
年
の
課
題
と
な
って
い
ま
す
。

　

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
教
育
は
、
２
０
０
０
年
頃

か
ら
米
国
の
産
業
界
で
技
術
者
不
足

が
懸
念
さ
れ
る
中
、
科
学
と
数
学
な

ど
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
る
た
め
に
使

わ
れ
始
め
た
言
葉
で
、Science

（科

学
）、Technology

（
科
学
技
術
）、

Engineering

（工
学
）、M

athem
atics

（数
学
）
を
教
科
横
断
的
に
関
連
さ
せ
る

教
育
で
す
。
こ
の
教
育
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
ン
ド
に
い
ち
早
く
広

が
り
、
ア
ジ
ア
各
国
で
も
注
目
さ
れ
て
い

ま
す
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
学
習
指
導

要
領
改
訂
の
方
向
性
を
示
し
た
２
０
１
６

年
中
央
教
育
審
議
会
答
申
で
、
「算
数

や
理
科
に
つ
い
て
は
、
科
学
、
数
学
と
技

術
分
野
を
総
合
的
に
重
視
す
るSTEM

（Science,Technology,Engineering 
and M

athem
atics

）
教
育
の
視
点
を

踏
ま
え
、
例
え
ば
、
理
科
に
お
い
て
電
気

の
性
質
や
働
き
を
利
用
し
た
道
具
が
あ

る
こ
と
を
捉
え
る
学
習
等
を
行
う
際
、
ま

た
、
算
数
に
お
い
て
多
角
形
な
ど
の
図
の

作
成
等
を
行
う
際
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

を
体
験
し
な
が
ら
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
的

思
考
の
良
さ
に
気
付
く
学
び
を
取
り
入

れ
て
い
く
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
。」
と

示
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
「小
学
校
プ
ロ

グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
の
手
引
（第
一
版
）」

（文
部
科
学
省
、
２
０
１
８
）
で
は
、
算

数
、
理
科
の
他
、
音
楽
ソ
フ
ト
を
用
い
た

作
曲
な
ど
多
く
の
例
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

２
０
２
０
年
度
か
ら
小
学
校
教
育
に
プ

ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
が
入
る
こ
と
が
話
題
に
な

り
、
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
教
育
を
行
う
民
間
の
教
室

が
人
気
を
博
し
て
い
ま
す
。
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ
や
ロ
ボ
ッ
ト
作
り
の
人
気
は
、
世
界

的
に
ブ
ー
ム
と
な
って
い
る
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
教
育

の
潮
流
を
受
け
た
も
の
と
言
え
ま
す
。

　

私
は
、
２
０
１
８
年
７
月
４
日
に
出
版

さ
れ
た
米
国
の
本
の
日
本
語
訳
『子
供
の

科
学
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
体
験
ブ
ッ
ク　

実
験
で
わ

か
る
科
学
の
な
ぜ
？ 

AI
時
代
を
生
き
ぬ
く

理
系
脳
が
育
つ
』
の
日
本
語
訳
監
修
者
の

一
人
と
し
て
出
版
に
携
わ
り
ま
し
た
。
こ

の
本
は
、
我
が
国
の
小
・
中
学
生
が
習
わ

な
い
、
日
常
生
活
に
直
結
す
る
工
学
的
な

視
点
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で
、
大
い
に
刺
激

を
受
け
ま
し
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
合
わ

せ
、
世
界
の
教
育
の
動
向
を
知
って
お
く

こ
と
は
今
後
益
々
重
要
さ
を
増
し
て
い
き

ま
す
。

　

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
教
育
の
主
な
特
徴
の
１
つ
は
、

学
習
にEngineering

（工
学
）
の
要
素

を
組
み
込
ん
で
い
る
点
で
す
。
例
え
ば
、

モ
ー
タ
ー
で
走
る
車
を
作
る
時
に
、
回
転

が
速
い
モ
ー
タ
ー
で
ゆ
っく
り
走
る
車
を

作
る
と
す
る
と
、
工
学
的
に
設
計
を
す
る

必
要
が
出
て
き
ま
す
。
方
法
は
1
通
り
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
は
、
専
門
家

が
築
い
て
き
た
科
学
を
辿
る
こ
と
を
中
心

と
し
た
理
科
教
育
が
多
か
った
の
で
す
が
、

Engineering

（工
学
）
が
入
る
こ
と
で
、

複
数
の
答
え
が
提
案
さ
れ
得
る
授
業
デ

ザ
イ
ン
が
広
が
って
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

教
育
の
最
新
事
情

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
教
育
と
は
？

～
そ
の
潮
流
か
ら
可
能
性
を
探
る
～

『子供の科学 STEM 体験ブック　実験でわかる科学のなぜ？ AI 時代を生きぬく
理系脳が育つ』 （コリン ・ スチュアート著、 誠文堂新光社）
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そ
う
な
る
と
、
先
生
の
役
割
は
、
正
解
を

教
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
様
々
な
プ
ロ
セ

ス
を
道
案
内
す
る
ガ
イ
ド
役
へ
と
変
わ
っ

て
い
く
こ
と
も
、
副
次
的
な
特
徴
と
言
え

ま
す
。

　

も
う
１
つ
は
、
コ
ン
ピ
ュー
タ
を
用
い
た

技
術
を
介
在
さ
せ
て
い
く
点
で
す
。
例
え

ば
、
右
の
写
真
の
よ
う
に
、
温
度
が
高

く
な
る
と
扇
風
機
が
回
る
け
れ
ど
部
屋

か
ら
人
が
出
て
い
く
と
扇
風
機
が
止
ま

る
と
い
った
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
考
え
た
人
が
、

実
際
に
そ
の
模
型
を
回
路
で
つ
な
ぎ
、
タ

ブ
レ
ッ
ト
で
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
教

材
（＊
１
）

が
手
に
入
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
教
育
は
、
日

常
生
活
と
結
び
つ
い
た
知
の
体
系
づ
く
り

を
目
指
す
と
こ
ろ
に
教
育
的
な
意
義
が

あ
り
ま
す
。
学
習
者
が
学
び
の
意
味
を

理
解
し
、
学
ん
だ
こ
と
と
自
分
と
の
つ
な

が
り
を
実
感
す
る
こ
と
に
よ
って
記
憶
が

強
化
さ
れ
、
深
い
学
び
が
実
現
す
る
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

２
．
我
が
国
の
教
育
の
良
さ
を
見
つ
め
て

　

我
が
国
の
人
々
が
自
然
の
素
材
を
生

か
し
巧
み
な
技
術
に
よ
って
優
れ
た
民
藝

品
を
作
って
き
た
こ
と
を
世
に
知
ら
し
め

た
柳
宗
悦
（1889
‐1961

）
は
、
手
仕

事
の
尊
さ
を
解
き
ま
し
た
。
我
が
国
の

先
人
は
素
材
の
特
性
に
耳
を
傾
け
て
心

を
つ
ぎ
込
み
製
品
に
命
を
宿
そ
う
と
し
て

き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
製
品
に
対
す
る

姿
勢
が
後
の
電
化
製
品
の
開
発
や
自
動

車
産
業
へ
と
つ
な
が
って
い
った
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。
教
育
に
お
い
て
も
、
「も
の
づ

く
り
」
は
子
ど
も
た
ち
の
心
を
掻
き
立
て

知
性
を
働
か
せ
、
創
造
力
を
養
った
り
コ

ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
高
め
た
り
す
る
よ

う
に
活
用
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
近
年
、オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
を
中
心
に
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
に
Ａ
（Ａ

Ｒ
Ｔ
）
を
加
え
て
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
と
称
す
る

場
合
が
増
え
て
い
ま
す
。
Ａ
Ｒ
Ｔ
は
芸
術

と
訳
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
実
は
多
く
の
意

味
を
含
ん
で
い
ま
す
。
分
か
り
や
す
い
の

は
絵
、
音
楽
、
映
像
に
す
る
こ
と
で
す
が
、

他
に
も
言
葉
を
使
った
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
や
、
説
得
力
の
あ
る
文
を
書
く
こ
と
、

創
造
力
を
働
か
せ
る
こ
と
もART

に
含

ま
れ
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
我
が
国
の

小
学
校
教
育
に
お
い
て
、
国
語
、
音
楽

や
図
画
工
作
、
理
科
の
「も
の
づ
く
り
」

を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
行
っ
て
き
た
こ
と
は
、

効
果
的
だ
った
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

学
習
指
導
要
領
改
訂
に
よ
っ
て
平
成

31
年
度
か
ら
先
行
実
施
が
認
め
ら
れ
る

高
校
で
は
、
教
科
「理
数
」
が
新
設
さ

れ
ま
す
。
生
徒
が
数
学
を
使
って
理
科
的

な
問
題
に
挑
み
、
自
ら
の
課
題
意
識
を

持
って
探
究
す
る
場
面
が
増
え
る
こ
と
に

大
い
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

３
．
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
教
育
の
活
用
法

　

コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
精
神
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ニ
ー
ル
ス
・
ボ
ー
ア

の
も
と
量
子
力
学
を
研
究
し
、
後
に
ノ
ー

ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
し
た
湯
川
秀
樹

を
支
え
た
研
究
所
の
精
神
で
す
。
当
時
、

突
如
広
が
った
新
し
い
学
問
で
あ
る
量
子

力
学
の
領
域
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
常
識
的

な
考
え
が
通
用
せ
ず
新
し
い
理
論
の
構

築
が
待
た
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
先

輩
も
後
輩
も
な
く
、
互
い
を
尊
重
し
議

論
を
重
ね
て
い
く
こ
と
に
よ
って
新
し
い

も
の
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
雰
囲
気
が

あ
った
と
言
い
ま
す
。

　

近
年
の
技
術
革
新
に
よ
り
、
教
育
界

は
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い
ま
す
。
経

験
が
豊
富
な
先
生
方
に
と
って
もICT

機

器
の
活
用
や
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
は
未

知
の
領
域
で
あ
り
、
若
手
教
員
の
方
が

造
詣
が
深
い
場
合
も
あ
り
得
る
わ
け
で

す
。
そ
の
よ
う
な
中
、
子
ど
も
の
興
味
を

引
き
出
す
授
業
を
構
成
す
る
こ
と
に
長

け
た
ベ
テ
ラ
ン
教
員
と
新
し
い
機
器
を
使

用
す
る
こ
と
が
得
意
な
若
手
教
員
と
が

闊
達
に
議
論
で
き
る
雰
囲
気
づ
く
り
こ
そ

が
教
育
を
よ
く
し
て
い
く
原
動
力
に
な
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
を
一

つ
の
核
と
し
て
小
学
校
、
中
学
校
、
高

等
学
校
、
大
学
、
研
究
機
関
や
地
域
が

つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
ら
な

い
か
ら
つ
な
が
れ
る
、
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
に
は
そ

ん
な
活
用
法
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
こ
れ
か
ら
我
が
国
で
ど
の
よ
う
に

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
教
育
が
広
が
り
、
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
に

よ
って
学
校
教
育
が
ど
の
よ
う
に
デ
ザ
イ

ン
さ
れ
て
い
く
か
楽
し
み
で
す
。

◇白數　哲久　( 昭和女子大学 人間社会学部 初等教育学科 准教授）
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『セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
（＝
自

然
の
神
秘
や
不
思
議
に
目
を
見
張
る
感

性
）』
と
は
、
昭
和
女
子
大
学
附
属
昭
和

中
学
校
・
高
等
学
校
（以
下
、
昭
和
女

子
中
高
）
の
理
科
教
育
が
ず
っと
大
切
に

し
て
き
た
言
葉
で
す
。
感
性
を
高
め
る
に

は
ま
ず
本
物
に
触
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
考
え
、
毎
年
行
わ
れ
る
学
寮
研
修

（同
校
の
所
有
す
る
宿
泊
施
設
で
行
わ
れ

る
、
４
泊
5
日
の
宿
泊
研
修
）
で
の
山
や

海
の
自
然
を
利
用
し
た
体
験
学
習
を
始

め
、
日
々
の
授
業
で
も
、
実
物
に
触
れ
る

体
験
を
ふ
ん
だ
ん
に
提
供
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
中
高
一
貫
校
な
ら
で
は
の
体
系
的

な
学
習
で
、
多
面
的
に
思
考
力
を
育
て
る

協
同
学
習
、
実
験
・
研
究
、
発
表
を
多

く
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
女
子
中
高
で
は
、
２
０
１
６
年
か

ら
中
高
一
貫
カ
リ
キ
ュラ
ム
「Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｗ

Ａ　

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

同
校
の
伝
統
で
あ
る
全
人
教
育
を
土
台
と

し
て
、
多
様
性
の
あ
る
社
会
で
自
分
の
よ

さ
を
発
揮
し
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
を
も
っ

て
、
世
の
た
め
人
の
た
め
に
尽
く
せ
る
人

間
の
育
成
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

本
カ
リ
キ
ュラ
ム
で
は
、
生
徒
ひ
と
り

一
人
が
自
分
の
得
意
な
こ
と
を
磨
き
、
自

分
の
可
能
性
に
挑
戦
で
き
る
よ
う
、
「本

科
コ
ー
ス
」
「グ
ロ
ー
バ
ル
留
学
コ
ー
ス
」

「ス
ー
パ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
コ
ー
ス
」
の
３
つ
の

コ
ー
ス
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
ス
ー
パ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
コ
ー

ス
は
中
３
か
ら
始
ま
る
理
数
系
進
路
に
特

化
し
た
コ
ー
ス
で
、
「理
数
領
域
に
興
味

が
あ
る
」
「理
数
系
の
進
路
を
め
ざ
す
」

生
徒
の
た
め
の
コ
ー
ス
で
す
。

　

冒
頭
の
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
と

い
う
言
葉
は
、
生
物
学
者
で
あ
った
レ
イ

チ
ェル
・カ
ー
ソ
ン
（1907-1964

）が
使
い
、

有
名
に
な
り
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
出
身
の

女
性
学
者
で
す
が
、
農
薬
で
利
用
さ
れ
て

い
る
化
学
物
質
の
危
険
性
を
取
り
上
げ
た

「沈
黙
の
春
」
を
執
筆
し
た
作
家
と
し
て

ご
存
知
の
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
彼

女
は
ア
メ
リ
カ
で
最
も
早
く
環
境
問
題
に

警
鐘
を
鳴
ら
し
た
生
物
学
者
で
し
た
。
彼

女
こ
そ
が
「環
境
へ
の
権
利
」
と
い
う
概

念
を
根
付
か
せ
た
先
駆
者
で
あ
り
、
当
時

は
極
め
て
稀
で
あ
った
「女
性
が
科
学
者

に
な
る
道
筋
」
を
作
った
人
物
で
す
。

　

ス
ー
パ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
コ
ー
ス
で
は
、
そ

ん
な
レ
イ
チ
ェル
・
カ
ー
ソ
ン
を
ロ
ー
ル
モ

デ
ル
と
し
て
①
地
球
規
模
で
物
事
を
考
え

る
、
②
他
人
を
常
に
優
先
す
る
、
③
デ
ー

タ
に
基
づ
く
科
学
的
な
思
考
・
判
断
が

で
き
る
、
④
最
後
ま
で
粘
り
強
く
自
分
の

意
思
を
貫
く
、
⑤
社
会
に
貢
献
で
き
る
女

性
に
な
る
、
と
い
う
５
つ
の
育
成
目
標
を

か
か
げ
、
「科
学
の
目
と
科
学
の
こ
こ
ろ
」

を
育
む
学
び
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
ま
す
。

そ
の
一
環
と
し
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

研
修
で
あ
る
『屋
久
島
研
修
』、
米
国
科

学
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
取
り
入
れ
た
『Ｓ

Ｓ
理
科
演
習
』、
物
理
・
化
学
・
生
物
・

地
学
・
数
学
の
５
分
野
そ
れ
ぞ
れ
の
連
携

大
学
か
ら
招
へ
い
し
た
講
師
に
よ
る
『大

学
連
携
理
数
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
な
ど
の
独
自

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
文
部
科
学
省
国
立
教
育
政
策

研
究
所
の
研
究
指
定
校
と
し
て
委
嘱
を

受
け
、
一
期
生
を
対
象
に
『中
高
一
貫

校
に
お
け
る
探
究
的
な
学
び
（理
数
探

究
）
の
資
質
・
能
力
の
継
続
的
育
成
』

を
研
究
課
題
と
し
て
、
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
教
育

の
要
素
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
理
科
、
数

学
、
情
報
（技
術
家
庭
）
等
の
教
科
横

断
型
カ
リ
キ
ュラ
ム
・
デ
ザ
イ
ン
に
も
挑

戦
中
で
す
。

　

第
二
の
レ
イ
チ
ェル
・
カ
ー
ソ
ン
が
誕

生
す
る
、
そ
の
日
を
夢
見
て
、
教
育
界
に

新
風
を
巻
き
起
こ
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
乞
う
ご
期
待
で
す
。

セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
を
研
ぎ
澄
ま
す
！

―
科
学
の
目
と
科
学
の
こ
こ
ろ
を
育
む
学
び
の
あ
り
方
の
探
究
―

◇ EduMate 編集部　〔執筆協力 ： 山下　兼彦　( 昭和女子大学附属中学校 ・ 高等学校　教諭）〕
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は
じ
め
に
　
新
米
パ
パ
の
思
い

　

「私
に
は
三
歳
と
一
歳
の
二
人
の
子
ど

も
が
い
る
。
共
働
き
で
あ
る
が
、
私
の
方

が
時
間
の
融
通
が
き
く
の
で
、
保
育
園
の

送
り
迎
え
や
集
団
検
診
、
予
防
接
種
等

は
私
の
方
が
行
く
こ
と
が
多
い
。
保
育
園

は
毎
日
の
こ
と
な
の
で
父
親
が
行
って
も

何
で
も
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
場
面
だ
と

結
構
お
も
し
ろ
い
体
験
を
す
る
こ
と
が
多

い
。」

　

こ
れ
は
、
『お
ん
な
の
叛
逆
』
と
い
う
ミ

ニ
コ
ミ
誌
に
掲
載
さ
れ
た
私
の
文
章
の
冒

頭
で
す
。
１
９
９
６
年
2
月
刊
行
で
、
原

稿
を
書
い
た
の
は
95
年
の
秋
頃
に
な
り
ま

す
。
１
９
９
２
年
2
月
生
ま
れ
の
娘
と
93

年
12
月
生
ま
れ
の
息
子
と
の
生
活
の
一
端

を
書
い
た
も
の
で
す
。
検
診
や
病
院
、
保

育
園
で
言
わ
れ
た
こ
と
、
経
験
し
た
こ
と

を
書
い
た
小
文
で
す
が
、
最
後
は
次
の
よ

う
に
ま
と
め
ま
し
た
。

　

「夫
婦
が
二
人
と
も
働
き
、
本
当
に
子

育
て
を
分
担
し
よ
う
と
思
った
ら
、
男
の

方
も
仕
事
を
犠
牲
に
す
る
覚
悟
が
な
け
れ

ば
や
って
い
け
な
い
。
私
は
も
っと
男
が
育

児
の
日
常
的
場
面
に
登
場
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
職

場
で
も
『育
児
責
任
を
持
って
い
て
当
た

り
前
』
と
い
う
風
潮
が
で
き
る
だ
ろ
う
。」

　

こ
れ
を
書
い
て
20
年
以
上
経
ち
ま
し
た

が
、
今
で
も
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
が
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
少
子
化
社
会

対
策
、
子
育
て
支
援
、
ワ
ー
ク
・ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
…
…
、
言
葉
が
踊
る
ば
か
り
で

内
実
が
伴
って
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

「家
庭
教
育
」
へ
の
違
和
感

　

と
こ
ろ
で
「家
庭
教
育
は
教
育
の
原

点
（出
発
点
）」
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

２
０
０
６
年
に
改
定
さ
れ
た
教
育
基
本
法

の
第
10
条
は
保
護
者
の
責
任
と
家
庭
教

育
の
あ
り
方
（基
本
的
生
活
習
慣
・
自

立
心
・
心
身
の
調
和
の
取
れ
た
発
達
）
を

定
め
て
い
ま
す
。

　

で
も
私
は
「家
庭
教
育
」
と
い
う
表

現
に
ず
っと
違
和
感
を
抱
い
て
き
ま
し
た
。

家
庭
は
教
育
の
場
な
の
で
し
ょ
う
か
？

　

例
え
ば
あ
い
さ
つ
を
す
る
の
は
、
「基
本

的
な
生
活
習
慣
」
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た

め
な
の
で
し
ょ
う
か
？　

学
校
の
出
来
事

を
聞
く
の
は
「信
頼
感
」
を
育
成
す
る
た

め
な
の
で
し
ょ
う
か
？　

家
族
で
旅
行
を

す
る
の
は
、
「豊
か
な
体
験
」
を
さ
せ
る

た
め
な
の
で
し
ょ
う
か
？　

人
間
同
士
の

コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
あ
い
さ
つ
を
し

て
、
子
ど
も
の
こ
と
を
知
り
た
い
か
ら
学

校
の
出
来
事
を
聞
き
、
家
族
で
楽
し
み
た

い
か
ら
旅
行
を
す
る
、
と
い
う
だ
け
で
は

い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ど
っち
に
し
て
も
同
じ
こ
と
だ
と
考
え

ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
私
は

親
が
教
育
的
な
意
図
を
持
つ
か
ど
う
か

で
、
子
ど
も
と
の
関
わ
り
に
大
き
な
違
い

が
生
じ
る
と
考
え
ま
す
。

　
客
体
か
主
体
か

　

教
育
的
な
意
図
と
は
、
子
ど
も
を
客

体
（一
定
の
方
向
に
向
け
て
形
成
さ
れ
る

べ
き
素
材
）
と
し
て
見
る
こ
と
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
学
校
の
教
師
は
教
育
的
意

図
を
持
ち
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
指
導
を
行

い
ま
す
。
親
も
（学
校
と
は
別
の
内
容
で

あ
る
と
し
て
も
）
教
育
的
意
図
を
持
つ
な

ら
ば
、
子
ど
も
は
い
つ
も
「導
か
れ
、
矯

め
直
さ
れ
る
客
体
」
と
し
て
し
か
存
在
で

き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
家
庭
を
学
校

の
下
請
け
（あ
る
い
は
学
校
に
先
立
つ
教

育
の
場
）
に
す
る
こ
と
が
、
子
ど
も
に
と
っ

て
本
当
に
良
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
自
分
の
子
ど
も
た
ち
を
教
育
し
よ

う
と
思
った
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分

自
身
が
人
を
教
育
で
き
る
ほ
ど
の
存
在
で

も
な
い
と
感
じ
て
お
り
（こ
れ
は
大
学
で

も
同
じ
で
す
が
）、
と
に
か
く
一
緒
に
楽

「家
庭
教
育
」
って
何
だ
ろ
う
？
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し
く
生
活
で
き
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
き
ま

し
た
。
子
ど
も
を
自
分
と
対
等
な
主
体
と

し
て
対
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
だ
と

思
って
い
ま
す
。　

家
族
か
ら

　

本
文
を
書
く
に
あ
た
って
子
ど
も
た
ち

に
「自
分
の
受
け
て
き
た
家
庭
教
育
」
を

書
い
て
も
ら
う
よ
う
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
次
の
よ
う
な
文
が
届
き
ま
し
た
。

　

父
は
大
学
教
授
、
母
は
中
学
校
教
員

で
あ
る
私
は
、
ど
ん
な
英
才
教
育
を
受

け
て
い
る
の
か
と
周
り
に
思
わ
れ
た
こ
と

は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
だ
。
実
際
の
我
が

家
は
父
が
家
事
を
し
て
お
り
、
母
の
口
癖

は
「妻
が
家
事
を
や
って
当
た
り
前
な
ん

て
有
り
得
な
い
！
」
で
あ
る
。
小
学
生
の

頃
、
私
は
お
風
呂
掃
除
を
し
て
い
た
。
母

は
「こ
れ
は
お
手
伝
い
で
は
な
く
、
あ
な

た
の
仕
事
だ
、
仕
事
を
し
て
初
め
て
お
金

が
も
ら
え
る
ん
だ
」
と
言
って
い
た
。
ま

た
、
母
は
私
と
弟
に
「姉
だ
か
ら
、
弟
だ

か
ら
、
女
だ
か
ら
、
男
だ
か
ら
と
い
う
の

は
差
別
だ
。
あ
な
た
た
ち
は
一
人
の
人
間

な
ん
だ
」
と
言
って
お
り
、
い
つ
で
も
私
と

弟
を
〝ひ
と
り
の
人
間
〞と
し
て
見
て
い
た
。

だ
か
ら
私
が
決
断
し
た
こ
と
を
止
め
る
こ

と
は
な
い
し
、
逆
に
期
待
す
る
こ
と
も
な

か
った
。
昔
は
テ
ス
ト
で
点
数
が
良
く
て

も
他
の
家
で
は
褒
美
が
あ
る
の
に
我
が
家

で
は
そ
れ
が
無
い
こ
と
に
不
満
を
感
じ
て

い
た
が
、
今
と
な
れ
ば
、
自
ら
道
を
切
り

開
き
責
任
を
持
って
そ
の
道
を
進
む
と
い

う
こ
と
が
出
来
て
い
る
私
の
人
生
は
、
母

の
言
葉
と
優
し
く
見
守
る
父
の
教
育
の
賜

物
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
最
近

還
暦
を
迎
え
た
母
は
独
身
の
私
に
何
か
期

待
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
一
つ
く
ら
い

期
待
に
応
え
た
い
も
の
だ
。
［娘　

26
歳
］

　

私
が
受
け
た
家
庭
教
育
と
し
て
ま
ず

始
め
に
思
い
つ
い
た
こ
と
が
『勉
強
し
な

さ
い
』
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
点
で
す
。

テ
ス
ト
前
、
受
験
期
な
ど
多
く
の
親
は
そ

れ
を
子
ど
も
に
言
う
と
思
い
ま
す
が
、
我

が
家
で
は
両
親
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
。
姉
に
は
常
に
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
…
…
。
ま
た
、
分
か
ら
な
い
こ
と
が

あ
る
時
に
は
質
問
す
る
と
一
緒
に
考
え
て

く
れ
た
り
調
べ
る
た
め
の
辞
書
や
参
考
書

を
示
し
て
く
れ
た
り
、
答
え
を
導
く
た
め

の
手
法
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
ど
の
よ

う
な
こ
と
で
も
答
え
を
出
す
ま
で
の
過
程

を
自
ら
で
考
え
る
こ
と
で
浅
薄
な
知
識
で

は
な
く
し
っか
り
と
し
た
土
台
の
上
に
成

り
立
つ
知
識
と
し
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る

と
思
い
ま
す
。
そ
の
大
切
さ
を
教
え
て
く

れ
た
の
が
『自
分
の
受
け
た
家
庭
教
育
』

で
す
。
［息
子　

24
歳
］

　

最
後
に
妻
か
ら
の
一
言
で
す
。

　

未
知
な
る
我
が
子
に
会
い
た
か
っ
た
。

け
れ
ど
「母
」
に
は
な
り
た
く
な
か
った
。

私
の
母
世
代
の
多
く
は
我
慢
強
く
、
そ
れ

を
喜
び
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
し

か
し
私
に
は
我
慢
が
美
徳
と
は
到
底
思
え

な
か
った
。「我
慢
と
は
何
な
の
か
」と
悶
々

と
問
い
続
け
自
分
な
り
の
結
論
に
至
った
。

①
我
慢
は
我
慢
を
再
生
産
す
る　

②
我

慢
は
問
題
を
潜
在
化
さ
せ
る　

③
我
慢
は

一
部
の
人
に
だ
け
強
い
ら
れ
る
、
だ
か
ら

我
慢
は
美
徳
な
ど
で
は
な
い
、
と
。
私
は
、

性
別
・
立
場
別
役
割
分
業
を
放
棄
す
る

こ
と
に
し
た
。
「性
別
や
立
場
を
越
え
て

個
と
し
て
生
き
た
い
」。
人
生
は
一
度
き

り
、
自
分
で
創
り
上
げ
る
し
か
な
い
。
個

と
し
て
自
立
し
、
個
と
し
て
互
い
を
尊
重

す
る
生
き
方
を
貫
き
た
か
った
。
自
分
も

家
族
に
対
し
て
も
。
そ
の
結
果
、
今
日
に

至
って
い
る
。　
　
　

◇友野 清文 （昭和女子大学 総合教育センター 教授）
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１
．
当
た
り
前
す
ぎ
る
存
在

　

私
た
ち
に
と
って
学
校
の
宿
題
は
当
た

り
前
す
ぎ
る
存
在
で
す
。
宿
題
を
課
さ

れ
て
喜
ぶ
子
ど
も
は
そ
う
多
く
あ
り
ま

せ
ん
。
宿
題
と
は
「忌
ま
わ
し
き
記
憶
」

で
あ
り
、
「避
け
が
た
い
壁
」
で
あ
り
続

け
て
き
た
と
言
え
ば
言
い
過
ぎ
で
し
ょ
う

か
？

　

や
って
き
て
当
然
、
や
って
こ
な
け
れ
ば

叱
ら
れ
る
。
宿
題
と
い
う
言
葉
か
ら
想
起

さ
れ
る
の
は
、
大
抵
の
場
合
、
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
感
情
で
あ
り
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
こ
れ

ほ
ど
ま
で
に
影
響
力
の
あ
る
宿
題
の
あ
り

方
は
、
思
い
の
ほ
か
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
気
が
し
ま
す
。

２
．
そ
も
そ
も
宿
題
と
は
？

　

宿
題
と
は
何
か
、
教
育
学
関
係
の
代

表
的
な
事
典
で
調
べ
て
み
ま
し
た
。
例

え
ば
「学
習
の
定
着
や
次
の
学
習
の
準

備
に
向
け
て
、
教
師
が
子
ど
も
に
示
し

た
家
庭
で
の
学
習
や
作
業
の
課
題
」
（岩

下
，2002

）
を
指
す
よ
う
で
す
。
英
語

だ
とhom

ew
ork

やassignm
ent

と

言
う
よ
う
に
、
海
外
で
も
宿
題
は
課
さ
れ

て
い
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
賛
否
を
め
ぐ
っ

て
歴
史
的
に
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て

き
ま
し
た
（Gill & Steven, 2004

＝
訳

2016

）。

　

ち
な
み
に
、
宿
題
に
関
す
る
法
的
な
根

拠
は
基
本
的
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。各
学
校
・

教
師
に
よ
る
学
習
指
導
の
一
環
と
し
て
、

あ
く
ま
で
も
慣
例
的
に
現
場
判
断
で
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
宿
題
を
課

す
こ
と
の
ね
ら
い
を
は
じ
め
、
そ
の
内
容
・

方
法
な
ど
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
十
把

一
絡
げ
で
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
難
し

さ
が
伴
い
ま
す
。
「教
師
の
数
だ
け
宿
題

が
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
ぐ
ら
い
で
す
。

３
．
宿
題
の
大
義
名
分

　

も
ち
ろ
ん
、
慣
例
的
に
長
き
に
わ
た
っ

て
宿
題
が
課
さ
れ
て
き
た
事
実
の
も
つ
重

み
は
無
視
で
き
ま
せ
ん
。
賛
成
論
者
の
代

表
的
な
考
え
に
は
、
基
礎
学
力
や
各
種
ス

キ
ル
の
定
着
、
知
識
・
理
解
の
深
化
、
学

習
習
慣
の
確
立
、
学
校
教
育
と
家
庭
教

育
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
構
築
な
ど
の
効

用
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
実
際
に
こ
れ
ま
で

一
定
の
成
果
を
残
し
て
き
た
こ
と
は
確
か

で
す
。

　

で
は
近
年
の
文
脈
で
捉
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
平
成
20
年
版
学
習
指
導
要
領
の
改

訂
（高
等
学
校
は
平
成
21
年
）
に
お
い
て
、

総
則
に
「家
庭
と
の
連
携
を
図
り
な
が

ら
，
児
童
生
徒
の
学
習
習
慣
が
確
立
す

る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

い
う
文
言
が
追
記
さ
れ
ま
し
た
。
全
国
学

力
・
学
習
状
況
調
査
の
学
校
質
問
紙
で

も
、
「保
護
者
に
対
し
て
児
童
生
徒
の
家

庭
学
習
を
促
す
よ
う
な
働
き
か
け
を
行
い

ま
し
た
か
」
「家
庭
学
習
の
課
題
の
与
え

方
に
つ
い
て
、
校
内
の
教
職
員
で
共
通
理

解
を
図
り
ま
し
た
か
」
「家
庭
学
習
の
課

題
（宿
題
）
を
与
え
ま
し
た
か
」
「児
童

生
徒
に
与
え
た
家
庭
学
習
の
課
題
に
つ
い

て
、
評
価
・
指
導
し
ま
し
た
か
」
な
ど
の

項
目
が
多
数
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
宿
題
は
学
び
か
ら
逃
走
す
る

子
ど
も
た
ち
を
引
き
留
め
る
装
置
と
し

て
、
家
庭
を
も
巻
き
込
ん
だ
学
力
向
上

方
策
の
一
つ
と
し
て
期
待
さ
れ
、
注
目
を

集
め
て
い
る
の
で
す
。
保
護
者
の
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
「家
庭
の
負
担
が
増
え
す
ぎ

る
の
は
困
る
」
と
思
い
つ
つ
、
「宿
題
が
な

い
と
家
で
勉
強
し
な
い
か
ら
出
し
て
ほ
し

い
」
と
思
う
の
が
一
般
的
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

４
．
宿
題
の
悲
し
き
現
代
的
帰
結

　

実
際
に
、
ベ
ネ
ッ
セ
教
育
総
合
研
究
所

が
２
０
１
６
年
に
取
り
ま
と
め
た
「第
6

回
学
習
指
導
基
本
調
査
」
の
結
果
を
見

る
と
、
小
学
校
の
場
合
、
１
日
あ
た
り

の
宿
題
の
時
間
は
２
０
０
２
年
以
降
長
く

な
って
お
り
、
中
学
校
で
も
宿
題
を
「授

業
の
た
び
に
出
す
」
こ
と
が
増
え
、
「ほ

と
ん
ど
出
さ
な
い
」
が
減
少
し
て
い
ま
す
。

宿
題
は
「残
業
」
な
の
で
は
な
い
か
？
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ま
た
、
宿
題
の
内
容
を
見
る
と
、
小
学
校

で
は
「計
算
や
漢
字
な
ど
の
反
復
的
な
練

習
」
「音
読
」
が
圧
倒
的
に
多
く
、
中
学

校
は
「学
校
指
定
の
副
教
材
、
問
題
集
」

「定
期
試
験
対
策
に
な
る
内
容
」
「授
業

で
や
り
残
し
た
作
業
や
課
題
」
がTop3

を
占
め
ま
す
。
他
方
、
小
学
校
・
中
学

校
の
い
ず
れ
の
学
校
種
に
お
い
て
も
、
「調

べ
学
習
」
や
「作
文
や
レ
ポ
ー
ト
」
が
宿

題
に
課
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
傾
向
に
あ

り
ま
す
。

　

こ
の
調
査
結
果
と
関
連
す
る
由
々
し
き

事
態
が
起
こ
って
い
ま
す
。
夏
休
み
の
宿

題
を
め
ぐ
った
問
題
で
す
。
昔
か
ら
そ
う

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
子
ど
も
の
多
く
が

自
由
研
究
や
読
書
感
想
文
に
苦
戦
し
て
い

る
よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
も
あ
って
か
、
近

年
、
フ
リ
マ
ア
プ
リ
や
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
サ
ー

ビ
ス
に
お
い
て
、
完
成
済
み
の
読
書
感
想

文
や
自
由
研
究
な
ど
が
多
数
取
り
引
き

さ
れ
て
き
た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
事

態
を
重
く
見
た
文
部
科
学
省
は
関
連
企

業
に
働
き
か
け
、
そ
の
合
意
内
容
を
「宿

題
代
行
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」
（２
０
１
８

年
８
月
29
日
付
）
と
い
う
文
書
で
公
表
し

た
の
で
す
。

　

子
ど
も
の
主
体
性
が
最
も
発
揮
し
う

る
宿
題
で
あ
る
は
ず
の
自
由
研
究
や
読
書

感
想
文
が
「売
買
」
さ
れ
る
時
代
で
す
。

な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
苦
戦
す
る
の
か
？

日
々
の
授
業
や
そ
れ
と
関
連
す
る
宿
題
に

お
い
て
、
子
ど
も
の
主
体
的
で
探
究
的
な

学
び
を
支
え
る
力
量
を
し
っか
り
と
育
て

て
い
る
の
か
、
改
め
て
問
い
直
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。

５
．
宿
題
は
残
業
な
の
で
は
？

　

こ
こ
で
子
ど
も
の
側
に
立
っ
て
考
え
て

み
ま
し
ょ
う
。
子
ど
も
は
必
ず
し
も
好
き

好
ん
で
学
校
に
通
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
学
校
で
学
ぶ
こ
と
も
ま
た
、
必
ず
し

も
や
り
た
い
こ
と
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
所

与
の
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
計
画
に
従

い
、
「課
業
」
と
し
て
学
ん
で
い
る
と
い
う

の
も
一
つ
の
現
実
で
す
。
大
人
の
世
界
で

言
う
と
こ
ろ
の
「労
働
」
と
同
じ
で
す
。

大
人
の
場
合
、
基
本
的
な
労
働
時
間
が

定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
超
過
す
れ
ば

時
間
外
労
働
と
し
て
「残
業
」
扱
い
に
な

り
ま
す
。
そ
れ
が
度
を
超
す
と
「ブ
ラ
ッ

ク
労
働
」
と
い
う
社
会
問
題
に
行
き
着
く

の
は
周
知
の
事
実
で
す
。

　

学
校
教
育
も
ま
た
「標
準
授
業
時
数
」

が
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
基

本
的
に
は
そ
の
時
間
内
で
完
結
す
る
教
育

を
提
供
す
る
責
務
を
各
学
校
・
教
師
は

負
う
べ
き
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
宿

題
は
「残
業
」
だ
と
い
う
見
方
が
で
き
ま

す
。
学
校
と
家
庭
の
連
携
・
協
働
と
言

う
と
聞
こ
え
は
い
い
で
す
が
、
時
間
外
学

習
と
し
て
の
家
庭
学
習
に
頼
ら
ざ
る
を
得

な
い
状
況
を
、
あ
え
て
教
育
の
プ
ロ
で
あ

る
は
ず
の
教
師
が
つ
く
り
出
す
の
は
ど
う

も
腑
に
落
ち
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
「残
業
」

を
命
じ
続
け
る
こ
と
で
学
習
習
慣
の
確
立

や
基
礎
学
力
の
定
着
な
ど
を
図
ろ
う
と
す

る
こ
と
自
体
に
違
和
感
を
覚
え
ま
す
。
度

が
過
ぎ
れ
ば
「ブ
ラ
ッ
ク
勉
強
」
を
生
み

出
し
か
ね
ま
せ
ん
。
家
庭
に
は
個
々
の
家

庭
の
事
情
が
あ
り
、
家
庭
教
育
の
自
由

も
ま
た
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

６
．
せ
め
て
…

　

た
か
が
宿
題
、
さ
れ
ど
宿
題
で
す
。
今

次
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
に
お
い
て
、
学

習
指
導
要
領
を
「学
び
の
地
図
」
と
し

て
、
教
育
関
係
者
間
を
は
じ
め
、
家
庭
や

地
域
、
社
会
の
関
係
者
と
幅
広
く
共
有
・

活
用
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。

学
校
を
中
心
と
す
る
公
教
育
に
足
並
み

を
揃
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
最
善
な
の
で

し
ょ
う
か
？
公
教
育
と
私
教
育
は
や
は
り

異
な
る
性
質
を
も
つ
営
み
で
あ
り
、
重
複

す
る
部
分
は
あ
って
も
区
別
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
す
。
「残
業
と
し
て
の
宿
題
」
と
い

う
見
方
・
考
え
方
は
、
そ
の
風
潮
に
警
鐘

を
鳴
ら
し
て
く
れ
ま
す
。

　

百
歩
譲
って
、
も
し
「社
会
に
開
か
れ

た
教
育
課
程
」
と
い
う
理
念
の
も
と
「主

体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
実
現
を

目
指
そ
う
と
す
る
今
次
の
学
習
指
導
要
領

改
訂
の
文
脈
に
即
し
て
考
え
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
成
否
を
見
極
め
る
試
金
石
は
、

こ
れ
ま
で
夏
休
み
の
宿
題
と
し
て
課
さ
れ

て
き
た
自
由
研
究
へ
の
取
り
組
み
姿
勢
や

そ
の
成
果
に
な
る
で
し
ょ
う
。
日
々
の
授

業
を
通
じ
て
、
ど
れ
だ
け
子
ど
も
の
知
的

好
奇
心
を
駆
り
立
て
、
子
ど
も
自
身
が

新
た
な
問
い
を
生
み
出
す
き
っか
け
を
与

え
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
、
そ
の
問
い

を
自
ら
が
探
究
し
、
思
考
・
判
断
・
表

現
で
き
る
だ
け
の
力
量
を
育
ん
で
あ
げ
ら

れ
て
い
る
の
か
、
が
問
わ
れ
る
か
ら
で
す
。

そ
の
と
き
、
宿
題
の
あ
り
方
は
大
き
く
様

変
わ
り
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
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献
】

・
ベ
ネ
ッ
セ
教
育
総
合
研
究
所
（2016

）
『第
6

回
学
習
指
導
基
本
調
査 DATA BO

O
K

（小

学
校
・
中
学
校
版
）』

・G
ill, B

ria
n

 P., a
n

d
 S

te
ve

n
 L. 

Schlossm
an. 2004. “H

om
ew

ork.” Paula 
S. Fass ed. Encyclopedia Children and 
Childhood: In H

istory and Society. 
Gale, Cengage Learning.

＝
北
本
正
章 

監

訳
（2016

）
『世
界
子
ど
も
学
大
事
典
』，
原

書
房
，pp.572-573

・岩
下
修
（2002

）
「宿
題
」，安
彦
忠
彦 

他
（編
）

『新
版 

現
代
学
校
教
育
大
事
典
』，
ぎ
ょ
う
せ

い
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「変
わ
ら
な
き
ゃ
！　

わ
か
って
い
る
ん

だ
け
ど
、
ど
う
し
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な

い
」
「生
徒
と
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
難

し
い
」
切
羽
詰
ま
っ
た
顔
で
、
「で
、
ど

う
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
か
！！
」
と
聞
き
に

い
ら
っし
ゃ
る
先
生
方
の
な
ん
と
多
い
こ
と

か
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
三
十
数
年
前
の
私
の
体

験
か
ら
お
話
し
ま
し
ょ
う
。
は
じ
め
て
担

任
を
持
った
時
、
私
は
思
い
ま
し
た
。
「生

徒
を
し
っ
か
り
見
つ
め
、
困
っ
た
と
き
サ

ポ
ー
ト
で
き
る
担
任
に
な
ろ
う
。」
と
こ
ろ

が
、
現
実
は
「ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
」

の
連
続
。
「思
春
期
の
生
徒
と
の
コ
ミ
ュニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
中
で
私
は
毎
日
ヨ
タ
ヨ

タ
・
マ
ゴ
マ
ゴ
の
連
続
で
し
た
。

Part1  

「生
徒
の
力
は
す
ご
い
っ」

～
生
徒
た
ち
が
教
え
て
く
れ
た
こ
と
～

　

は
じ
め
て
ク
ラ
ス
担
任
を
持
つ
私
に
教

頭
は
お
っし
ゃ
い
ま
し
た
。
「き
み
の
ク
ラ

ス
に
は
中
学
で
不
登
校
だ
った
生
徒
が
二

人
い
ま
す
。
二
人
と
も
中
学
３
年
時
の
欠

席
数
は
１
３
０
越
え
、
同
時
に
成
績
は
抜

群
、
大
学
で
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
専
攻
し
て

た
の
な
ら
大
丈
夫
で
し
ょ
？
」
と
。
さ
っ

そ
く
二
人
の
こ
と
を
知
ろ
う
と
リ
サ
ー
チ

を
始
め
ま
し
た
が
情
報
は
ゼ
ロ
。
入
学
式

翌
日
、
秋
吉
台
へ
の
集
団
合
宿
の
話
を
は

じ
め
る
と
二
人
は
露
骨
に
不
快
な
表
情
を

し
ま
し
た
。
「や
ば
い
っ」
ド
キ
ド
キ
の
私

を
よ
そ
に
、
級
長
二
人
が
立
ち
上
が
り

「先
生
、
合
宿
最
終
日
の
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ

ヤ
ー
・
ス
タ
ン
ツ
に
つ
い
て
話
し
合
い
を

し
て
い
い
で
す
か
？
」
と
「あ
っ、
ど
う

ぞ
…
…
」
と
言
い
な
が
ら
Ｔ
と
Ｍ
を
見
る

と
二
人
は
上
の
空
、
目
線
は
そ
ろ
って
窓

の
外
。
「Ｔ
ち
ゃ
ん
ダ
ン
ス
上
手
い
よ
ね
」

い
き
な
り
カ
ナ
コ
に
ふ
ら
れ
た
Ｔ
は
「う

ん
、
ま
あ
」
と
つ
い
正
直
に
反
応
。
「Ｍ

は
、
話
つ
く
る
の
凄
く
上
手
い
よ
ね
」
メ

グ
に
言
わ
れ
た
Ｍ
も
「上
手
く
な
い
け
ど
、

キ
ラ
イ
じ
ゃ
な
い
か
も
」
と
こ
れ
ま
た
正

直
に
反
応
。
両
者
と
も
、
あ
ま
り
の
不
意

打
ち
に
い
つ
も
の
ク
ー
ル
反
応
が
で
き
ず
、

素
直
に
応
答
。
「よ
か
っ
た
あ
、
Ｔ
さ
ん

が
ダ
ン
ス
で
、
Ｍ
さ
ん
が
台
本
で
」
ク
ラ

ス
の
歓
声
と
と
も
に
、
あ
れ
よ
あ
れ
よ
で

ク
ラ
ス
・
ス
タ
ン
ツ
決
定
。
こ
の
時
の
担

任
の
私
の
働
き
は
ゼ
ロ
。
た
だ
た
だ
唖
然
。

「生
徒
って
、
す
ご
い
な
ー
」
と
巻
き
込
み

ぶ
り
に
仰
天
し
な
が
ら
、
事
の
成
り
行
き

を
傍
観
す
る
ば
か
り
。
こ
ん
な
ケ
ー
ス
は

ま
れ
で
す
が
、
担
任
の
私
が
動
か
ず
と
も

生
徒
同
士
の
対
話
か
ら
、た
く
さ
ん
の
ラ
ッ

キ
ー
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
集
団
合
宿
を

契
機
に
二
人
は
ク
ラ
ス
の
中
心
メ
ン
バ
ー

と
な
り
、
秋
の
文
化
祭
ク
ラ
ス
映
画
で
も

大
活
躍
。
二
人
が
何
度
か
学
校
か
ら
遠

ざ
か
り
そ
う
な
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
の
時
の
生
徒
た
ち
の
言
葉
が
す
ご
い
っ。

「私
は
Ｔ
に
学
校
に
来
て
欲
し
い
」
「Ｔ
が

い
な
い
と
私
は
淋
し
い
」。
こ
の
「私
は
」

と
い
う
言
葉
の
威
力
、
私
は
生
徒
達
か
ら

学
ん
だ
の
で
す
。
二
人
は
私
に
こ
う
話
し

ま
し
た
。
「中
学
の
時
、
先
生
も
親
も
心

配
し
て
く
れ
た
け
ど
、
『あ
な
た
に
と
って

…
…
』
の
ニ
ュア
ン
ス
で
語
ら
れ
る
言
葉
に

対
し
て
は
『ど
う
し
て
私
の
気
持
ち
が
わ

か
る
の
よ
』
って
反
発
を
感
じ
た
け
れ
ど
、

『私
は
…
…
』
って
言
わ
れ
る
と
善
し
悪
し

の
判
断
は
抜
き
に
し
て
、
『あ
な
た
は
そ
う

思
って
い
る
の
ね
』
と
、
素
直
に
聞
け
て

し
ま
う
か
ら
不
思
議
だ
った
」
と
。
か
く

し
て
新
米
担
任
は
生
徒
た
ち
か
ら
学
ぶ
と

い
う
大
き
な
武
器
を
手
に
い
れ
た
の
で
す
。

ほ
ん
と
う
に
、
生
徒
の
こ
と
を
知
り
た
か
っ

た
ら
、
生
徒
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
よ
う
、

生
徒
の
表
情
に
目
を
凝
ら
そ
う
。
と
。

Part2  

自
分
の
カ
ラ
ダ
の

「こ
わ
ば
り
」
に
気
づ
く
と
い
う
こ
と

　

担
任
を
何
度
か
経
験
す
る
う
ち
に
、
生

徒
と
の
関
わ
り
が
少
し
ず
つ
変
わ
って
ゆ

「目
を
凝
ら
し
、
耳
を
澄
ま
す
」

16



く
自
分
に
気
づ
き
は
じ
め
た
私
。
種
種

雑
多
な
仕
事
に
追
い
ま
く
ら
れ
、
せ
わ
し

な
い
生
活
が
要
求
す
る
「テ
キ
パ
キ
と
素

早
く
」
の
リ
ズ
ム
が
、
最
初
の
こ
ろ
の
生

徒
と
一
緒
に
、
楽
な
気
分
で
雑
談
を
か
わ

す
「ぼ
ん
や
り
」
「と
り
と
め
の
な
い
」
つ

き
合
い
を
楽
し
む
心
の
余
裕
を
失
わ
せ
て

い
た
の
で
す
。
知
ら
ず
知
ら
ず
、
生
徒
を

見
る
と
き
、
表
面
に
あ
ら
わ
れ
た
彼
ら
彼

女
ら
の
行
動
の
み
に
目
が
む
き
、
生
徒
一

人
一
人
の
独
特
な
個
性
、
味
わ
い
、
面

白
さ
、
あ
る
い
は
、
心
の
底
に
抱
え
る
涙

や
行
き
詰
ま
り
を
し
み
じ
み
感
じ
と
る
ふ

れ
あ
い
が
減
って
い
た
の
で
す
。
夜
間
徘

徊
、
家
出
を
繰
り
返
す
生
徒
に
「も
っと

早
く
相
談
し
て
く
れ
れ
ば
よ
か
った
の
に

…
…
」
と
言
った
時
、
生
徒
は
こ
う
言
い

ま
し
た
「先
生
い
つ
も
忙
し
そ
う
だ
か
ら
、

心
配
か
け
て
は
悪
い
な
と
思
っ
て
…
…
」

と
。
私
は
自
分
が
ダ
メ
な
教
師
に
な
って

い
る
と
思
い
ま
し
た
。
今
当
時
の
自
分
を

振
り
返
った
と
き
見
え
て
く
る
も
の
。
そ

れ
は
多
忙
で
落
ち
着
か
な
い
生
活
リ
ズ
ム

と
「生
徒
の
心
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
」
と

の
ギ
ャ
ッ
プ
、
社
会
的
ル
ー
ル
を
教
え
る

と
い
う
役
割
に
由
来
す
る
「生
徒
を
見
る

視
点
や
接
触
の
形
式
化
狭
窄
化
」、
無
意

識
裏
に
生
徒
を
一
定
の
方
向
に
動
か
そ
う

と
す
る
焦
り
に
由
来
し
て
い
ま
し
た
。
い

つ
の
ま
に
か
、
幻
想
と
し
て
の
「目
標
」

が
大
き
な
存
在
感
を
帯
び
、
目
前
の
生

徒
の
心
や
気
持
ち
に
思
い
が
向
か
な
く
な

る
、
ま
さ
に
主
客
転
倒
の
事
態
に
追
い
込

ま
れ
て
い
た
の
で
す
。

Part3

一
生
懸
命
聴
く
と
い
う
こ
と

　

「こ
わ
ば
り
」
か
ら
の
脱
出
の
模
索
は

授
業
を
通
し
て
生
徒
と
共
に
学
び
合
う
関

係
作
り
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
学
び
合
う

関
わ
り
を
作
る
た
め
、
聴
き
合
う
関
わ
り

を
育
て
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、

教
師
自
身
が
生
徒
一
人
一
人
の
声
を
丁

寧
に
聴
く
こ
と
。
こ
の
基
本
的
と
も
い
え

る
こ
と
に
対
し
て
、
自
覚
的
で
あ
り
た
い

と
思
った
の
は
、
自
分
の
授
業
の
ビ
デ
オ

録
画
を
見
た
と
き
で
し
た
。
公
開
授
業
で

あ
り
、
生
徒
も
活
発
に
発
言
し
、
あ
た
か

も
学
び
の
実
践
が
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
み
え
、
後
の
検
討
会
で
も
好
評
で
し
た

が
、
私
は
強
い
衝
撃
を
う
け
ま
し
た
。
ど

こ
か
で
、
上
手
い
授
業
を
し
た
い
と
思
っ

て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
自
分
の
シ
ナ
リ
オ
に

そ
って
プ
ロ
デ
ュー
ス
し
よ
う
と
、
「い
い
発

言
」
ば
か
り
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
シ
ナ
リ

オ
に
は
ず
れ
そ
う
な
発
言
や
、
実
は
核
心

に
迫
る
可
能
性
を
秘
め
た
物
さ
え
、
上
手

に
対
応
し
な
が
ら
排
除
。
生
徒
の
思
考

を
「い
い
も
の
」
「よ
く
な
い
も
の
」
に
ふ

り
わ
け
て
い
る
私
。
他
人
に
気
づ
か
れ
な

く
と
も
、
私
自
身
に
は
、
は
っき
り
と
そ

れ
が
見
え
た
の
で
す
。
学
び
は
テ
キ
ス
ト

と
の
対
話
、
他
者
と
の
対
話
、
そ
し
て
自

己
と
の
対
話
と
い
い
な
が
ら
、
私
の
授
業

は
、生
徒
と
じ
か
の
関
わ
り
を
自
ら
が
絶
っ

た
自
分
勝
手
な
も
の
で
し
た
。
そ
れ
以
降
、

私
は
授
業
の
中
で
も
、
ク
ラ
ス
の
活
動
の

中
で
も
、
「聴
く
こ
と
」
を
中
心
に
お
い

た
の
で
す
。

　

思
春
期
の
生
徒
と
関
わ
る
と
き
、
い
え
、

そ
れ
は
思
春
期
に
限
ら
ず
、
人
と
関
わ
る

と
き
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、私
は
、こ
う
思
う
の
で
す
。

「生
徒
の
こ
と
を
も
っと
わ
か
り
た
い
と
思

う
の
な
ら
、
目
を
凝
ら
し
、
耳
を
澄
ま
す

こ
と
が
大
切
だ
」
と
。

◇青木 幸子 （昭和女子大学 総合教育センター 准教授）
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〔今回の学校〕
自由学園 女子部中等科 ・ 高等科 ( 東京都 )
1921 年、 ジャーナリストであった羽仁もと子 ・ 吉一夫妻によって創立される。 創立当初は女学校 （現在
の女子部中等科 ・ 高等科） のみだったが、 その後、 4 歳から 22 歳までの一貫教育を行う学校へと発展
を遂げる。 「真の自由人を育てる」 という目的を実現するために、 「生活即教育」 という理念のもと、 独
自の学びを継承 ・ 進化させ続けている。

　

日
本
で
最
初
の
女
性
記
者
で
あ
り
、
『家
庭
之
友
』
（の

ち
『婦
人
之
友
』）
を
創
刊
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る

羽
仁
も
と
子
が
、
夫
の
吉
一
と
と
も
に
創
立
し
た
の
が
自

由
学
園
で
す
。
衣
食
住
の
合
理
化
や
家
族
関
係
の
民
主

化
な
ど
を
主
張
し
、
家
庭
生
活
の
実
際
的
改
良
を
提
唱

し
て
い
た
羽
仁
も
と
子
の
自
由
学
園
に
お
け
る
教
育
実
践

は
、
よ
り
よ
い
生
活
の
あ
り
方
と
つ
く
り
方
を
徹
底
的
に

探
求
す
る
も
の
で
し
た
。
そ
の
理
念
と
実
践
は
、
教
育
史

上
、大
正
新
教
育
の
系
譜
に
位
置
づ
き
ま
す
。
今
号
で
は
、

「生
活
に
こ
だ
わ
る
」
こ
と
の
価
値
と
可
能
性
を
中
心
に

し
て
、
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
の
一
端
を
紐
解
き
ま
す
。

１
．
「真
の
自
由
人
を
育
て
る
」
た
め
の
教
育
を
求
め
て

　

自
由
学
園
が
掲
げ
る
教
育
目
的
は
「真
の
自
由
人
を

育
て
る
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「思
想
し
つ
つ
、
生
活

し
つ
つ
、祈
り
つ
つ
」
学
ぶ
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
人
間
教
育
を
通
し
て
、
思
想
に
お
い
て
は
自

由
を
、
生
活
に
お
い
て
は
協
力
を
、
祈
り
に
お
い
て
は
愛

を
追
い
求
め
、
よ
く
生
き
る
こ
と
で
よ
り
よ
い
未
来
を
つ

く
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は

自
分
た
ち
の
生
活
に
お
い
て
こ
そ
体
現
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
と
さ
れ
、
「よ
く
教
育
す
る
こ
と
は
よ
く
生
活
さ
せ
る
こ

と
」
と
い
う
「生
活
即
教
育
」
の
理
念
に
立
脚
し
た
学
校

づ
く
り
が
こ
れ
ま
で
模
索
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

羽
仁
も
と
子
は
、
自
分
自
身
の
学
校
体
験
や
長
女
の

小
学
校
で
の
経
験
を
通
し
て
、
教
科
書
に
書
か
れ
た
こ
と

を
ひ
た
す
ら
暗
記
さ
せ
、
知
識
を
多
く
覚
え
る
こ
と
に
名

誉
心
や
競
争
心
を
植
え
つ
け
る
「詰
め
込
み
教
育
」
に
不

満
を
覚
え
て
い
ま
し
た
。
他
方
で
、
子
ど
も
の
個
性
を
無

批
判
に
肯
定
し
、わ
が
ま
ま
を
黙
認
す
る
恐
れ
の
あ
る
「子

ど
も
中
心
主
義
の
教
育
」
に
も
批
判
的
な
考
え
を
も
って

い
ま
し
た
。
彼
女
は
自
由
学
園
の
教
育
に
お
い
て
、
子
ど

も
自
身
の
要
求
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
他
者
と
協
同
し
な

が
ら
進
歩
す
る
こ
と
を
求
め
、
神
の
意
志
に
か
な
う
真
の

自
由
人
を
育
て
よ
う
と
す
る
、
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
に
基

づ
く
自
由
主
義
教
育
の
立
場
を
堅
持
し
て
い
ま
し
た
。

　

自
己
中
心
的
で
自
分
勝
手
な
自
由
に
陥
ら
な
い
た
め

に
、
神
と
い
う
超
越
的
な
存
在
と
の
関
係
で
自
己
を
捉
え

見
つ
め
直
す
「宗
教
心
・
宗
教
性
」
の
必
要
性
を
強
く

自
覚
し
て
い
た
背
景
に
は
、
も
と
子
・
吉
一
夫
妻
が
敬
虔

な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
った
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
一
般
的
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
と
は
異
な
り
、
キ

リ
ス
ト
教
「を
」
教
え
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
り
続
け
て

き
ま
し
た
。
実
際
に
、
今
で
も
特
定
の
宗
派
に
属
す
る
こ

と
は
な
く
、
聖
職
者
が
学
校
に
籍
を
置
き
説
法
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
教
そ
れ
自
体
が
社
会
的
に
利
用
さ

れ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
も
と
子
は
「宗
教
の
詰
込
み

は
実
に
恐
ろ
し
い
こ
と
」で
あ
る
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

自
由
学
園
の
本
質
は
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
を
「手
が
か

り
」
に
し
な
が
ら
、
「何
が
正
し
い
権
威
か
、
何
が
使
命

で
あ
る
か
」
を
自
ら
の
頭
で
主
体
的
・
批
判
的
に
考
え
、

責
任
を
も
って
自
ら
の
言
動
を
選
択
す
る
こ
と
で
、
よ
り

よ
い
生
活
と
社
会
の
実
現
に
向
け
て
努
力
し
続
け
る
人
間

を
育
成
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。

２
．
生
活
即
教
育
の
基
盤
と
し
て
の
「自
労
自
治
」

　

自
由
学
園
は
少
人
数
制
を
採
用
し
て
お
り
、
1
学
年

1
ク
ラ
ス
で
編
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
さ
を
活
か
し
、

学
校
全
体
が
ま
る
で
「大
き
な
家
族
」
の
よ
う
な
ま
と
ま

り
と
つ
な
が
り
を
も
ち
、生
徒
た
ち
の
手
作
り
に
よ
る
「自
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労
自
治
」
の
生
活
が
営
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特

徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
核
と
な
る
の
が
「委
員
会
」
制
度

で
す
。

　

自
労
自
治
の
生
活
は
、
各
学
年
よ
り
約
60
日
交
替
で

順
番
に
任
命
さ
れ
る
「委
員
会
」
が
中
心
に
な
っ
て
運

営
さ
れ
ま
す
。
委
員
長
と
寮
長
は
高
3
か
ら
、
副
委
員

長
は
高
2
か
ら
全
校
生
徒
の
選
挙
に
よ
って
信
任
さ
れ
ま

す
。
該
当
学
年
全
員
が
候
補
者
で
あ
り
、
日
頃
の
行
な

い
や
働
き
を
も
と
に
全
校
生
徒
各
自
の
一
票
に
よ
って
信

任
さ
れ
、
約
50
日
の
任
期
を
終
え
る
と
次
の
新
た
な
役
職

者
が
信
任
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
委
員
会
は
全
ク
ラ
ス
か
ら

出
る
26
～
27
名
の
委
員
か
ら
な
り
、
何
ら
か
の
委
員
を
全

生
徒
が
順
番
に
経
験
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
生
徒
た
ち

は
学
年
に
任
せ
ら
れ
た
仕
事
を
い
か
に
や
り
遂
げ
る
か
、

ど
の
よ
う
に
し
て
責
任
を
果
た
す
の
か
を
常
に
考
え
、
責

任
を
も
った
行
動
を
選
択
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

ど
の
学
年
で
あ
って
も
自
ら
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
フ
ォ
ロ

ワ
ー
シ
ッ
プ
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
試
さ
れ
る
機
会
が
、

ふ
ん
だ
ん
に
、か
つ
、平
等
に
用
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
委
員
会
が
中
心
と
な
って
担
う
仕
事
は
非
常
に
多

岐
に
わ
た
り
ま
す
。
「庶
務
」
は
健
康
管
理
、
装
飾
、
来

客
対
応
、「食
」
は
台
所
、食
器
、燃
料
な
ど
の
管
理
、「住
」

は
掃
除
用
具
、
机
・椅
子
、
校
舎
の
鍵
な
ど
の
管
理
、
「農

芸
」
は
農
具
や
畑
、
落
ち
葉
の
管
理
な
ど
を
主
に
担
当

し
ま
す
。
そ
の
他
に
も
、
団
体
登
山
な
ど
の
学
校
行
事
を

は
じ
め
、
日
々
の
全
校
集
会
・
ク
ラ
ス
活
動
な
ど
も
生
徒

た
ち
の
手
に
よ
って
運
営
さ
れ
ま
す
。
「生
徒
た
ち
が
で
き

る
こ
と
は
生
徒
た
ち
に
任
せ
る
、
た
だ
し
、
相
応
の
責
任

は
求
め
る
」
と
い
う
自
労
自
治
の
原
則
が
貫
徹
さ
れ
て
お

り
、
学
校
生
活
の
実
質
的
な
運
営
は
生
徒
た
ち
が
ほ
と

ん
ど
担
って
い
る
と
い
って
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学

校
は
授
業
を
受
け
る
場
で
あ
る
前
に
他
者
と
と
も
に
生
活

す
る
場
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
通
底
し
て
お
り
、
よ
り
よ

い
生
活
の
場
を
つ
く
る
た
め
の
努
力
と
知
恵
が
、
先
輩
か

ら
後
輩
に
脈
々
と
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

３
．
社
会
に
開
か
れ
た
「生
活
即
教
育
」
へ

　

自
由
学
園
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
本
当
に
都
内
な
の

か
と
驚
く
ほ
ど
自
然
豊
か
な
光
景
が
ひ
ろ
が
り
ま
す
。
各

学
年
に
は
畑
が
用
意
さ
れ
、
様
々
な
農
作
物
や
花
木
を

栽
培
し
て
い
ま
す
。
日
々
の
労
作
を
通
じ
て
収
穫
し
た
も

の
は
昼
食
や
学
校
行
事
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う

で
す
。
ま
た
、
建
築
物
も
歴
史
的
な
情
緒
を
色
濃
く
残

し
て
お
り
、
教
室
を
は
じ
め
、
机
や
椅
子
、
各
種
道
具

類
は
手
入
れ
と
修
繕
に
よ
って
大
事
に
使
わ
れ
続
け
て
い

ま
す
。
い
ず
れ
も
生
徒
た
ち
の
自
労
自
治
に
よ
って
維
持
・

管
理
さ
れ
て
お
り
、
キ
ャ
ン
パ
ス
そ
の
も
の
が
豊
か
な
教

材
と
し
て
生
徒
た
ち
の
感
性
を
刺
激
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
営
ま
れ
て

き
た
自
由
学
園
ら
し
い
生
活
即
教
育
の
う
ち
、
女
子
部
に

代
表
的
な
実
践
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

（１
）
「食
の
学
び
の
循
環
」

　

ま
ず
は
「食
の
学
び
の
循
環
」
で
す
。
「発
育
盛
り
の

子
ど
も
た
ち
に
温
か
い
食
事
を
食
べ
さ
せ
た
い
」
と
い
う

創
立
者
の
意
向
か
ら
、
女
子
部
で
は
各
ク
ラ
ス
が
持
ち
回

り
で
毎
日
の
昼
食
約
３
０
０
人
分
を
つ
く
り
、
食
堂
に
全

生
徒
と
教
職
員
が
一
堂
に
会
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
伝
統

が
し
っか
り
と
根
づ
い
て
い
ま
す
。
今
で
は
そ
れ
が
発
展

し
「育
て
る
（畑
で
作
物
を
育
て
る
）
→
整
え
る
（自
分

た
ち
で
食
事
を
作
る
・食
卓
を
整
え
る
）
→
い
た
だ
く
（自

分
・仲
間
が
作
った
食
事
を
い
た
だ
く
）
→
片
づ
け
る
（自

分
た
ち
で
最
後
ま
で
責
任
を
持
つ
）」
と
い
う
一
連
の
学

び
の
循
環
が
構
築
さ
れ
る
ま
で
に
至
って
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
の
学
び
は
「調
理
の
仕
方
」
だ
け
に
留
ま
り
ま

せ
ん
。
例
え
ば
、
大
勢
の
昼
食
を
合
理
的
か
つ
効
果
的
に

準
備
し
片
づ
け
る
た
め
の
「汎
用
的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ス

キ
ル
」
（時
間
を
管
理
す
る
力
、
状
況
を
判
断
す
る
力
、

組
織
を
動
か
す
力
な
ど
）
が
試
さ
れ
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、

食
と
農
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
「教
科
横
断
的
な
学
び
」（栽

培
・
生
産
、
産
地
、
栄
養
素
、
栄
養
価
や
材
料
費
の
計

算
な
ど
）も
深
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。ま
た
、畑
で
の
日
々

の
労
作
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
気
づ
き
を
含
め
、
「食
べ
る
こ

と
は
生
き
る
こ
と
」
を
生
活
に
即
し
て
学
び
、
心
を
耕
す

機
会
に
も
な
って
い
ま
す
。
消
費
者
と
し
て
た
だ
出
さ
れ

た
も
の
を
食
べ
て
い
る
だ
け
の
生
活
で
は
学
ぶ
こ
と
が
で
き

な
い
「食
事
の
向
こ
う
側
に
あ
る
過
程
や
背
景
」
を
実
践

的
に
学
ぶ
仕
組
み
が
そ
こ
に
は
あ
り
ま
す
。
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◇緩利 誠 （昭和女子大学 総合教育センター 専任講師）

（２
）
「木
の
学
び
―
80
年
使
え
る
机
・椅
子
を
考
え
る
―
」

　

も
う
一
つ
の
代
表
的
な
実
践
に
「木
の
学
び
―
80
年
使

え
る
机
・
椅
子
を
考
え
る
―
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェク
ト
が

あ
り
ま
す
。
教
室
で
使
う
机
や
椅
子
は
古
い
も
の
だ
と
80

年
経
って
お
り
、
老
朽
化
が
著
し
く
、
リ
ニ
ュー
ア
ル
す
る

計
画
が
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。
80
年
も
の
間
、
生
徒
た

ち
が
手
入
れ
や
修
繕
を
重
ね
、
大
事
に
使
い
続
け
て
き
た

だ
け
で
も
驚
き
で
す
が
、
そ
う
し
た
リ
ニ
ュー
ア
ル
の
契
機

を
生
徒
た
ち
の
学
び
に
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
自

由
学
園
ら
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
有
志
を
募
り
、
２
０
１
２

年
か
ら
プ
ロ
ジ
ェク
ト
活
動
が
始
動
し
た
の
で
す
。

　

活
動
は
、
こ
れ
ま
で
の
机
と
椅
子
の
歴
史
を
調
査
す
る

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
新
た
な
歴
史
を
紡
ぐ
た
め
の
デ
ザ

イ
ン
へ
と
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
特
筆
す
べ
き
は
、
机
と

椅
子
の
材
木
の
出
所
に
不
安
を
感
じ
、
次
の
80
年
女
子

部
で
使
って
い
く
物
が
ど
こ
か
ら
き
た
ど
の
よ
う
な
木
材

な
の
か
を
は
っき
り
し
た
方
が
い
い
と
い
う
考
え
に
至
り
、

学
び
に
幅
と
深
さ
、
厚
み
を
も
た
せ
た
こ
と
で
す
。
様
々

な
専
門
家
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
生
徒
た
ち
は
輸
入
木

材
の
供
給
量
の
増
加
、
外
国
産
材
と
国
産
材
と
の
比
較
、

針
葉
樹
材
と
広
葉
樹
材
の
比
較
、
広
葉
樹
材
を
め
ぐ
る

国
内
の
現
状
、
海
外
に
お
け
る
違
法
木
材
の
現
実
や
日

本
への
輸
入
な
ど
、
リ
サ
ー
チ
に
邁
進
し
ま
す
。

　

そ
れ
ら
の
結
果
を
も
と
に
「国
産
の
広
葉
樹
で
つ
く
る
」

と
い
う
方
向
性
を
決
め
、
岐
阜
県
の
〝も
の
づ
く
り
で
森

づ
く
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
〞
と
連
携
し
て
、
「机
と
椅
子
の

更
新
に
よ
って
、
木
材
を
利
用
す
る
こ
と
が
森
林
環
境
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
ど
の
よ

う
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
」
と
い
う
問
い
を
探
究
し
ま
す
。

そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
新
た
な
机
や
椅
子
が
完
成
し
た

わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
学
び
が
完
結
す
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
「こ
の
取
り
組
み
を
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
ど
う
つ
な

げ
て
い
く
か
」
を
考
え
、
専
門
家
の
助
言
を
生
か
し
て
、

机
や
椅
子
の
た
め
に
択
伐
し
た
森
林
に
自
分
た
ち
の
手
で

苗
木
を
育
て
返
す
と
い
う
挑
戦
が
始
ま
り
ま
す
。
「森
林

に
命
を
返
す
持
続
可
能
な
循
環
サ
イ
ク
ル
」
の
実
現
に
向

け
た
学
び
は
、
今
後
も
後
輩
た
ち
の
手
に
引
き
継
が
れ
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェク
ト
は
有
志
に
よ
る
一
部
の
生
徒
の
活

動
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
進
捗
状
況
や
成
果
は
学
校
全

体
で
共
有
さ
れ
、
多
く
の
生
徒
が
こ
の
プ
ロ
ジ
ェク
ト
に
つ

い
て
学
べ
る
機
会
が
授
業
の
中
に
も
組
み
込
ま
れ
た
り
し

て
い
ま
す
。
自
分
た
ち
が
使
う
／
自
分
た
ち
の
後
輩
が
使

い
続
け
る
机
と
椅
子
と
い
う
自
分
た
ち
の
生
活
に
即
し
た

素
材
か
ら
、
専
門
家
の
協
力
を
得
な
が
ら
教
科
横
断
的

に
社
会
に
開
か
れ
た
学
び
を
見
事
に
展
開
し
て
い
る
実
践

の
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

４
．
取
材
後
記

　

自
由
学
園
女
子
部
で
の
取
材
を
終
え
、
学
校
は
生
活

の
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
生
活
に
お
け
る
自

立
と
協
調
な
く
し
て
社
会
に
お
け
る
自
立
と
協
調
は
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
所
感
を
得
ま
し
た
。
自
分
た

ち
の
生
活
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
社
会
の
今
と
行
く
末
を

考
え
る
の
は
ま
る
で
根
無
し
草
の
よ
う
で
す
。
グ
ロ
ー
バ

ル
社
会
は
す
で
に
私
た
ち
の
生
活
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
ま

す
。
当
た
り
前
の
よ
う
に
消
費
し
続
け
る
生
活
か
ら
脱
却

し
、
自
分
た
ち
の
足
元
に
あ
る
身
近
な
現
実
を
し
っか
り

と
見
つ
め
直
せ
ば
、
生
活
に
即
す
社
会
に
開
か
れ
た
学
び

が
実
現
で
き
る
こ
と
を
自
由
学
園
は
示
し
て
い
ま
す
。

　

あ
わ
せ
て
、
他
者
と
と
も
に
自
分
た
ち
の
生
活
を
「共

創
す
る
」
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
不
自
由
さ
が
伴
って
当
然
で

あ
り
、
そ
の
不
自
由
さ
を
乗
り
越
え
た
と
き
に
、
互
い
の

自
由
が
実
現
す
る
こ
と
を
自
由
学
園
は
示
し
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ま
す
。
「何
か
あ
れ
ば
丁
寧
に
話
し
合
って
解
決

す
る
」
「自
分
た
ち
で
や
れ
る
こ
と
を
率
先
し
て
や
る
」
「他

者
の
た
め
に
時
間
を
割
く
」
な
ど
の
価
値
観
を
教
師
と
生

徒
た
ち
は
共
有
し
て
い
ま
す
。
「私
た
ち
の
生
活
の
あ
り

方
が
未
来
の
社
会
の
姿
に
つ
な
が
る
」
と
い
う
発
言
が
生

徒
か
ら
出
て
く
る
こ
と
に
驚
き
と
同
時
に
頼
も
し
さ
を
覚

え
ま
し
た
。
自
由
学
園
女
子
部
の
さ
ら
な
る
挑
戦
に
、
今

後
も
期
待
で
す
！

　私が常日頃から考えていることです。 きっと今の時代こそ、 もっと社会と関わり、
社会に働きかけなさいとおっしゃると思います。 例えば、 日本各地で災害が続い
ています。 すぐにでも被災地に出向き、 災害ボランティアや復興ボランティアに関
わるなど、 もっとできることがあるだろうと叱咤激励される気がします。 グローバル
レベルでは、 2015 年 9 月に国連サミットで 「持続可能な開発目標」 （SDGs） が
採択されました。 その達成に向けて貢献できることも考える必要があるでしょう。
　今次の学習指導要領改訂で掲げられた教育については、 これまで十分にやって
きたという自負があります。 むしろ、 その先を見据えて、 「生活即教育」 の理念を
継承しながら、 もっと社会と関わり、 社会へ働きかけていく本物の学びをどうダイ
ナミックに展開していくか、 それが今後の挑戦になるのだと思います。
（自由学園女子部長　佐藤 史伸先生）

colum 羽仁もと子 ・吉一夫妻が、 今の自由学園女子部を
ご覧になれば、 何をおっしゃるでしょうか？
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　下級生からすれば委員長は 「スーパーアイドル」 のような存在！ 学年が上
がるにつれて 「全体の責任を負う」 委員長にかかる重圧は 「次元が違う」
ことに気づき始めるようです。 そんな委員長に自分が選ばれたとき、 真っ先に
頭に思い浮かぶのは 「あぁ…」 「なんで？」 「私にできるかなぁ…」 という 「困
惑」 や 「不安」 な気持ち。 ただ、 その反面、 「嬉しさ」 を覚えたり、 すぐに 「こ
れからのこと」 を考え始めたりしている自分もそこにはいた模様。
　「私に票を入れてくれたということは信頼してもらえている証拠」 であり、 「み
んなの支えを感じる」 からこそ、 「覚悟」 を決めたと語る経験者たち。 委員長
を経験し、 「全体を見る」 「色んな立場の人のことを考え、 みんなの声に耳を
傾ける」 「時には引っ張り、 時には支える」 「みんなが気づいていないことに
気づき、 励ましを与え改善していく」 などのリーダーとしてのあり方を学び取っ
たようです。

　また、 自由学園での学びをふり返ってもらうと、 「自由学園には選択できる
自由がある」 という言葉が真っ先に出てきました。 「自分の楽な方に流れるの
も、 そうでない選択をするのも自分の判断」。 だけど、 「自分勝手な自由では
なく、 まわりの人のことも考えた自由」 を模索するための 「話し合いの場と機
会がとにかく多く」 「人のために時間を割くことが多い」 と言います。 そのおか
げか、 今では 「困っている人を自然に助けられるようになった」 とのこと。
　自由学園の生徒たちは 「もっと上を目指そう」 「さらなる高みへ」 というぐ
あいに、 「互いに励まし合い、 話し合い、 改善をあきらめない」。 「どうしたらい
いのかを考えることが習慣」 になっており、 「日々、 進歩しようとする私たちの
生活のあり方が次の世代、 次の社会のモデルになるのだと思う」 と力強く語っ
てくれた彼女たちでした。

　なぜ 「木の学び－ 80 年使える机 ・ 椅子を考える－」 プロジェクトへの参加
を希望したのか聞いてみたところ、 「机や椅子をデザインすることに魅力を感
じたから」 「プロジェクトの話を聞いて木と自然に関心をもったから」 「何十年
に 1 回の貴重な機会だったから」 「雑木林が好きだから」 などと動機は十人
十色。
　彼女たちもまた委員長経験者たちと同じように 「自由学園には選択の自由
がある」 と言います。 「やることが多すぎてかなり忙しい」 ！ けど 「自分を置く
場所を自分が選ぶ」ことができ「やりたいことがどんどんできる環境」だと、日々
の大変さを笑顔で語る様子が非常に印象的。 もちろん、 「自由の裏には責任
がある」 という考え方も共有しており、 「一見不自由に見えるかもしれないが、
生活の土台ができてこそ、 自由になれる」 という発言も。
　そんな彼女たちは、 今回のプロジェクトへの参加を通じて、 「これからの自

分たちの生活を真剣に考える」 ようになったとのこと。 「家具屋に行っても家
具を見る目が変わり」 「森林のニュースがよく聞こえるようになった」 という変
化を実感しています。 また、 「机に落書きする人は許せない」 「丁寧に使って
もらえるようにみんなに働きかけていきたい」 というように、 自分たちが手が
けた机や椅子に強い愛着をもっている様子も見受けられました。
　今回の経験で 「森をつくっている人たちのおかげで今の私たちの生活が成
り立っていること」 を知り、「もっと自然と生きていけるように働きかけていく」 「ま
わりの人々のために行動していく」ことの重要性や必要性も認識するようになっ
たようです。 「学べることは全て学び」、 その 「学びをムダにしないよう」 「下
級生に何を残していけるのか」。 彼女たちの 「森林に命を返す持続可能な循
環サイクル」 の実現に向けた学びは、 彼女たちの手によって後輩に引き継が
れようとしています。

ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ 1

委員長経験者

ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ 2

プロジェクト参加者

【緊急企画】自由学園のみなさんに直撃インタビュー！！
今回のインタビューについて一言お願いします
今回、 私たちが大切にしていることを、 彼女たちなりにしっかりと受け止めていることが分かり、
嬉しかったです。 彼女たちが社会に出た時に自由学園での学びの真価が発揮される、 そう確信
しています。 （自由学園女子部長　佐藤 史伸先生）

※ 「」 は生徒たちの実際のことばを引用しています



公立　中学校

井上　香織先生 （国語科）
　教師として現在の学校に着任し、 数ヶ⽉が経過しました。
　実際に教師として働いてみると、 ⼤学にいたころに学んでいた学
校という職場の難点、 特に 『時間の無さ』 を⽬の当たりにします。
学年の授業だけでなく、 担任業務や保護者への対応、 校務分掌、
部活動における細かな事務、 様々な仕事が学校にはあります。 ま
だまだ環境になれない中、 他の先⽣⽅に助けてもらいながら何とか
こなしていくのがやっとの状態です。
　しかしそんな状態でも、 ⽣徒や保護者の⽅々は、 新⼈もベテラ
ンも変わらない授業のクオリティを求めてきます。 年数がどうであろ
うと等しく 『先⽣』 だからです。 授業をするたび、 何か失敗をする

たび、 『教員としての責任』 という⾔葉がのしかかり、 ⾃分の⾄らな
さに落ち込むこともありました。
　しかし、 ⽣徒たちと過ごす時間は⽬まぐるしくあっという間で、 落
ち込む隙すら与えてもらえません。 賑わい笑顔を⾒せてくれる⽣徒
たちを前にすると、 悩んでいたことなどすっかり忘れて⼀緒にはしゃ
いでいる⾃分がいます。
　ここ数ヶ⽉教師として過ごして私が感じたことは、 『ありのままでい
いんだ』ということでした。 ⾃分の中でどれだけ理想が⾼くあっても、
⽣徒たちの前にいるのは今の私でしかないのであって、 無理に⾒栄
を張らなくていいのだと。 これからも胸を張って、 ありのまま、 ⼦供
たちと共に歩んでいく⽣活を送っていきたいと思います。

公立　高等学校

添原　久仁子先生 （英語科）
　皆さんは充実した大学生生活を送れていますか？　私が教師に
なろうと決めたのは去年の教育実習後で、 それまでは今とは全く違
う職種に就きたいと思っていました。 その頃は教員採用試験の一択
で大丈夫なのだろうか、 自分は教師としてやっていけるのだろうか
とたくさんの不安があり、 悩みました。 しかし、 今振り返ってみると
自分の選択した道は間違っていなかったと思います。
　教師としての生活がスタートしてから約３カ月が経ちますが、 １日
１日があっという間に過ぎていく感じがしています。 学校運営に関す
る仕事を覚えたり、 部活動の指導や専門教科の指導をしたりと忙し
い反面、 充実した日々を送れています。 そんな毎日を過ごす中で、

生徒の成長を見ることができるのが教師としてのやりがいであると思
えました。 生徒と出会ってまだ数カ月の間にも成長していく姿を見る
ことができるのは教師だけの特権ではないかと思っています。さらに、
生徒と年齢が近いからかもしれませんが、 毎日生徒と話をすること
がとても楽しく、 元気をもらうことができます。
　もし皆さんがまだ将来の選択で悩んでいたとしても焦らずに、 悩
みながら自分の思う道を選択してください。 その判断が良かったの
かどうかは実際にその道に立ってからしかわかりませんが、 きっと良
いものになると思います。 一生に一度しかない貴重な学生生活なの
で１日１日を大切にしてください。

先輩はもがく、 されど進む
平成 30年 3月卒の卒業生の中から、 4 月から教壇に立たれている先生方に近況報告やメッセージをいただきました。
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私立　中学校 ・高等学校

松川　春菜先生 （社会科）
　自分の努力が結果に繋がらず夢を諦めそうになっていた大学 4
年生の年末、 縁あって採用のお話をいただき、 現在教員として働
いています。 実際の現場で働いて数か月が経ちますが、 自分の圧
倒的な力不足を痛感する日々を過ごしています。 教科の知識不足
はもちろんのこと、 生徒の指導の仕方、 部活動の指導、 保護者対
応などわからないことだらけで、 毎日もどかしい気持ちを抱いていま
す。しかしこの状況は成長できるチャンスだと前向きに捉えています。
わからないことから学んだ失敗や反省を迅速に次に活かすことが成
功や達成感に繋がります。 この積み重ねが自信や経験として財産
になるのではないかと考えています。

　大学生の皆さんはこれから本格的に就職活動が始まると思いま
すが、 「最後まで諦めない強さ」 が一番大切だと考えています。 私
は大学 4 年生の 5 月頃から年末まで、 50 校近くの学校の書類審
査や面接、 筆記試験を受けました。 周りの友人が内定をもらう中、
一人で戦い続けた日々は本当に苦しく、 何度も諦めかけました。 そ
の度に夢を再確認し自分を奮い立たせました。 今では最後まで努
力して良かったと思っています。
　教師という仕事は大変ですが、 生徒と共に歩み、 成長すること
ができる素晴らしい仕事だと感じています。 どうか最後まで諦めず、
夢を追い続けてください。 皆さんと共に学ぶことができる日を心待
ちにしています。

公立　中学校

兼子　なみ樹先生 （家庭科）
　私が教員になり、 最初にぶつかった壁は、 1 年目でも、 １か月
目でも教員は教員ということです。 生徒や保護者と関わっていく中
で、 多岐にわたる分野の知識の浅はかさを痛感しました。 初めての
ことだらけで分からないことはたくさんあります。 でも、 生徒や保護
者にとっては教員が何年目かは関係ありません。
　教員は、 なる前からの準備と日ごろからの人間性がとても重要だ
と感じています。 そのため大学生のみなさんには、 新聞を読むこと・
多種の本を読むことを心からおすすめします。 また生徒にどのように
成長してほしいのか、 そのために何を伝えたいのか、 自分の教員観
を考えておくことも大切だと思います。 生徒指導をするにも授業を

するにも、 すべてこれが土台になってきます。
　また１学期を経て、 教員は学び続けることが使命だと思っていま
す。 常に 「先生」 として見られることを重荷に感じてしまうこともあ
りましたが、 それ以上のやりがいを感じています。 生徒の笑顔が、
１番のモチベーションです。 教員になってから、 やっておけばよかっ
たと後悔することは多々ありますが、 大学時代のアルバイトや旅行
等の経験談は、 生徒の関心がとても高いです。 話や教材のネタは、
日常生活にたくさん転がっているので、 今のうちから簡単にネタ集
めをしておくと、 生徒の心を掴むことができますよ！
　自分が教員になったときのことを考え、 わくわくするような妄想を
してみてください。

私立　中学校 ・高等学校

遠藤　理子先生 （家庭科）
　皆さん、 こんにちは。 私は今年の 3 月に昭和女子大学を卒業し、
4 月から私立中学校 ・ 高校で家庭科の専任教諭として働いていま
す。 現在は高校 3 年の副担任をしています。
　初めに少しだけ、 私の話をさせてください。 私は大学 2 年まで教
員を目指していませんでした。 しかし友野先生、 青木先生、 緩利
先生の教職の授業を受ける中で教育の面白さに触れ、 私も子ども
達が未来へ一歩踏み出せるよう背中を押せる教員になりたい、 と
強く思うようになりました。
　そんな私の教員になる夢が叶い、 現在の職場に出会いました。
教育の現場は本当に大変で、 授業準備だけでなく行事、 生徒対応、

諸会議……と挙げるときりがありません。 日々、 様々なことに悩み
ながらも立ち止まれず、 かといって適当ではなく繊細に ( 気持ちも
仕事も、 物理的にも ) 全力疾走をしています。 こんなことを書くと、
皆さんは 「教員は大変」 と思うことでしょう。 その通り、 大変です。
現代では教員について何かと話題になっています。
　そこで、 私からのお願いです。 教職課程を取っている皆さん、 教
育から目を離さないでほしいのです。 現場の教員は一人ひとり子ど
も達の未来のため日々奮闘しています。 確かに仕事量が多く大変
ではありますが、 私はこの仕事に未来を感じています。 教員を目指
している人もいない人も、 遠いようでとても近い 「教育」 について
考え続けてほしいのです。 日々の学びは一生の宝物になります。
　一緒に未来を考えませんか？
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現代の教育課題の探求と本学園の存立理念の確認という

二つのテーマを柱とした研究所です。

　現代教育研究所は、 現代の教育課題の探求と本学園の存立理念の確認を目的とした研究所です。 総合学園として学内の
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究成果や提言の発信を行っていきます。
　時代の流れ人敏感でありつつ、 それに流されることなく教育について自由闊達に議論考察を行い発信する拠点としたいと考
えます。
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