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絵本作家

いりやまさとし

絵
本
作
家
と
い
う

　
　
　
　
仕
事
に
就
い
て

絵
本
を
作
る
仕
事
を
始
め
て
か
ら
気
が
付
け
ば
二
十

年
近
く
。
そ
の
前
の
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
と
し
て
の
キ

ャ
リ
ア
を
含
め
る
と
、
絵
を
描
き
続
け
て
三
十
年
に
な

り
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
駆
け
出
し
の
つ
も
り
で
い
た
の
で
す
が
、

い
つ
の
間
に
か
他ひ

人と

か
ら
見
た
ら
超
ベ
テ
ラ
ン
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
絵
に
関
し
て
ア

カ
デ
ミ
ッ
ク
な
教
育
を
受
け
て
い
な
い
私
は
、
心
の
中

で
「
こ
ん
な
絵
で
お
金
を
い
た
だ
い
て
い
い
も
の
か
？
」

…
…
と
、
常
に
不
安
な
気
持
ち
が
心
を
よ
ぎ
り
ま
す
。

そ
ん
な
私
が
な
ぜ
絵
本
作
家
と
し
て
生
活
で
き
て
い

る
の
か
、
絵
本
を
作
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、

改
め
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

ス
ト
ー
リ
ー
が
う
ま
れ
る
と
き

絵
本
作
家
と
し
て
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
き
っ
か
け
に
、

学
研
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
〝
ぴ
よ
ち
ゃ
ん
〞
と
い
う

幼
児
向
け
の
絵
本
シ
リ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
。
牧
場
に
住

む
ひ
よ
こ
が
主
人
公
の
お
話
で
、
友
達
で
あ
る
様
々
な

動
物
た
ち
と
の
日
常
を
描
い
た
も
の
で
す
。

一
作
目
の

出
版
か
ら
十

八
年
近
く
、

こ
れ
ま
で
に

多
く
の
続
編

を
出
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま

し
た
。
動
物

た
ち
が
主
人

公
の
お
話
で

す
が
、
そ
の

ス
ト
ー
リ
ー

は
私
自
身
の
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経
験
や
家
族
と
の
や
り
取
り
か
ら
ヒ
ン
ト
を
見
つ
け
る

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

私
に
は
二
人
の
息
子
が
お
り
、
彼
ら
が
生
ま
れ
て
成

長
し
て
い
く
過
程
は
ま
さ
に
絵
本
作
り
の
テ
ー
マ
の
宝

庫
と
な
っ
て
い
ま
す
。

親
の
手
が
か
か
る
乳
幼
児
期
、
学
校
に
通
え
ば
友
達

と
の
つ
な
が
り
、
成
長
に
伴
う
親
子
関
係
の
変
化
、
楽

し
い
こ
と
も
ま
た
辛つ
ら

い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
幼
い
こ
ろ
の
経
験
や
思
い
出
も

重
要
な
テ
ー
マ
に
な
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
ぴ
り
怖
か
っ
た

こ
と
や
、
一
人
で
留
守
番
を
し
て
い
た
と
き
の
不
安
な

気
持
ち
、
町
の
雑
踏
の
中
で
迷
子
に
な
っ
た
記
憶
、
進

級
し
た
ク
ラ
ス
で
ど
う
や
っ
て
友
達
を
見
つ
け
た
ら
い

い
の
か
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
幼
か
っ
た
自
分
は
幼
い
な

り
に
ど
う
向
き
合
っ
て
い
た
の
か
。
ま
た
人
の
親
に
な

っ
た
今
、
同
じ
よ
う
な
問
題
に
向
き
合
っ
て
い
る
息
子

た
ち
に
ど
の
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
ら
い
い
の

か
。
様
々
な
問
題
や
思
い
出
、
こ
れ
ら
を
う
ま
く
組
み

合
わ
せ
て
絵
本
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
組
み
立
て
て
い
く
の

が
私
の
ス
タ
イ
ル
で
す
。

絵
本
の
よ
さ
と
子
供
た
ち
の
力

絵
本
と
は
、
子
供
に
と
っ
て
最
良
の
疑
似
体
験
が
で

き
る
も
の
と
信
じ
て
い
ま
す
。

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世
界
に
思
い
っ
き
り
浸
る
の
も
よ

い
で
す
し
、
あ
る
い
は
物
語
の
主
人
公
に
自
分
を
投
影

し
て
様
々
な
問
題
を
一
緒
に
な
っ
て
考
え
る
の
も
よ
い

で
し
ょ
う
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
映
画
で
も
テ
レ
ビ
で
も
で
き
ま
す

が
、
や
は
り
自
分
の
ペ
ー
ス
で
読
め
る
こ
と
、
読
み
聞

か
せ
の
場
合
は
、
読
み
手
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
取
れ
る
こ
と
も
、
絵
本
の
優
れ
て
い
る
点
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

今
は
コ
ロ
ナ
禍
で
お
休
み
し
て
い
ま
す
が
、
私
も
よ

く
読
み
聞
か
せ
会
や
、
簡
単
な
工
作
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
開
き
ま
す
。
そ
の
経
験
か
ら
普
段
、
動
画
や
ゲ
ー

ム
に
夢
中
な
子
供
た
ち
で
も
、
み
ん
な
で
一
緒
に
本
を

読
ん
だ
り
、
工
作
を
し
た
り
す
る
と
、
不
思
議
な
一
体

感
が
生
ま
れ
て
く
る
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は

私
が
大
人
だ
か
ら
余
計
に
感
じ
て
い
る
こ
と
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
イ
ベ
ン
ト
終
了
後
は
、
必
ず
私
も
何
か

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
ら
い
、
創
作
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と

が
幾
た
び
も
あ
り
ま
し
た
。
お
話
作
り
に
ス
ラ
ン
プ
を

感
じ
た
と
き
な
ど
、
子
供
た
ち
の
無
心
な
工
作
や
絵
画

を
見
て
い
る
だ
け
で
何
か
ヒ
ン
ト
が
降
っ
て
く
る
こ
と

も
多
々
あ
り
ま
す
。

本
音
を
言
え
ば
、「
絵
本
作
家
と
し
て
こ
れ
だ
け
は

世
に
残
し
た
い
」
と
い
っ
た
、
人
生
の
テ
ー
マ
な
ど
を

あ
ま
り
意
識
せ
ず
に
今
日
ま
で
仕
事
を
し
て
き
ま
し

た
。
絵
本
作
家
が
す
べ
て
こ
の
タ
イ
プ
だ
と
は
思
い
ま

せ
ん
が
、
私
は
こ
う
し
て
日
常
生
活
で
経
験
す
る
様
々

な
出
来
事
や
悩
み
事
、
今
、
世
の
中
で
実
際
に
起
こ
っ

て
い
る
こ
と
な
ど
を
い
っ
た
ん
体
に
取
り
入
れ
て
、
自

分
な
り
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
た
物
語
を
作
っ
て
き
た

つ
も
り
で
す
。

一
冊
の
絵
本

こ
こ
ま
で
自
分
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
文
章
に
し
て

き
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
ど
う
し
て
も
一
冊
の
絵
本
に
つ

い
て
お
伝
え
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
私

の
最
新
作
の
絵
本
で
す
。

『あかいてぶくろ』作・いりやまさとし
（講談社）定価：本体1400円（税別）
ISBN978-4-06-520906-6

私
は
二
年
前
、
最
愛
の
家
族
で
あ
る
妻
を
病
気
で
亡

く
し
ま
し
た
。
あ
る
時
は
希
望
を
も
っ
て
、
あ
る
時
は

と
も
に
悲
し
む
一
喜
一
憂
の
闘
病
生
活
で
し
た
。

病
状
の
変
化
か
ら
あ
る
程
度
の
覚
悟
を
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
き
が
き
て
、
私
な
り
に
今
後
の
家
族
の
こ

と
も
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す

が
…
…
。
実
際
に
妻
が
旅
立
っ
た
後
の
私
の
精
神
状
態
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道徳ジャーナル
108号

は
想
像
を
超
え
る
も
の
で
し
た
。
当
然
、
長
い
人
生
の

中
で
何
人
か
の
親
し
か
っ
た
人
と
の
別
れ
は
経
験
し
て

い
ま
し
た
が
、
や
は
り
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
を
失
う
と

は
こ
れ
ほ
ど
寂
し
く
、
切
な
い
も
の
な
の
か
と
思
い
知

ら
さ
れ
ま
し
た
。

日
常
か
ら
色
彩
や
輝
き
が
無
く
な
り
、
世
の
中
の
出

来
事
が
何
か
す
り
ガ
ラ
ス
越
し
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う

な
感
覚
が
し
ば
ら
く
続
き
ま
し
た
。
で
も
私
に
は
ま
だ

手
の
か
か
る
二
人
の
息
子
が
い
ま
す
の
で
、
日
々
の
生

活
は
続
け
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
私
は
絵
本
を
作
り
続
け
な
く
て

は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
ん
な
生
活
の
中
で
、
私
は
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
を
見

つ
け
ま
し
た
。
そ
れ
は
冬
の
情
景
で
よ
く
見
か
け
る
道

端
に
落
ち
て
い
る
片
方
だ
け
の
手
袋
で
し
た
。
ず
っ
と

以
前
か
ら
、
冬
に
な
る
と
い
つ
も
視
界
の
片
隅
に
残
っ

て
い
て
、
な
ん
と
な
く
写
真
に
撮
り
た
め
た
り
し
て
い

ま
し
た
。

道
端
に
落
ち
て
い
る
片
方
の
手
袋
、
そ
の
種
類
は

様
々
で
道
路
工
事
で
使
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
丈
夫
そ
う

な
も
の
か
ら
、
見
る
か
ら
に
高
価
そ
う
な
革
製
の
も

の
、
か
わ
い
い
子
供
の
毛
糸
の
ミ
ト
ン
、
ど
れ
も
が
物

言
わ
ず
ひ
っ
そ
り
と
持
ち
主
が
探
し
に
戻
っ
て
く
る
の

を
待
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
実
際
、
片
手
袋
と
い
う
考

察
の
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
ほ
ど
多
く
の
人
た
ち
が
気
に
し

て
い
る
こ
と
を
後
で
知
り
ま
し
た
。

私
は
片
方
だ
け
に
な
っ
た
手
袋
が
当
時
の
自
分
に
思

え
て
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

何
気
な
い
日
常
は
普
遍
的
な
も
の
だ
と
信
じ
て
い
ま

し
た
し
、
ま
し
て
や
自
分
よ
り
年
下
の
妻
が
先
に
逝
っ

て
し
ま
う
と
は
考
え
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
は
こ
の
寂
し
さ
を
自
分
の
中
で
整
理
す
る
た
め
に

も
、
こ
の
片
方
だ
け
の
手
袋
に
命
を
吹
き
込
ん
で
一
冊

の
絵
本
に
し
な
く
て
は
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

決
し
て
誰
の
目
に
も
触
れ
な
く
て
も
い
い
、
ま
ず
は

自
分
が
こ
の
悲
し
み
を
乗
り
越
え
る
の
に
必
要
な
こ
と

だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

お
話
が
な
ん
と
か
形
に
な
っ
た
と
き
、
も
し
か
し
た

ら
こ
の
お
話
に
共
感
し
て
く
だ
さ
る
方
が
い
る
の
で
は

と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
絵
本
作
家
の
性
分
と

で
も
い
う
の
か
、
ほ
か
の
人
と
お
話
を
共
有
し
た
く
な

っ
て
き
た
の
で
す
。

ま
ず
は
身
近
な
方
々
に
お
話
の
ダ
ミ
ー
を
見
て
い
た

だ
き
、
添
削
を
重
ね
ま
し
た
。

知
り
合
い
の
編
集
者
の
方
に
も
ご
意
見
を
い
た
だ

き
、
た
だ
た
だ
悲
し
い
お
話
で
は
な
く
読
後
に
希
望
が

も
て
る
内
容
を
盛
り
込
ん
で
絵
本
の
制
作
が
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。

絵
を
描
く
こ
と
が
辛つ
ら

い
と
き
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ

れ
以
上
に
自
分
の
気
持
ち
を
癒
や
す
も
の
で
し
た
。
完

成
す
る
の
に
一
年
近
く
か
か
り
ま
し
た
が
、
こ
の
秋
に

何
と
か
出
版
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

読
後
の
ご
感
想
も
少
し
ず
つ
届
き
始
め
て
、
心
を
同

じ
く
さ
れ
て
い
る
方
が
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
も
作
家

冥
利
に
尽
き
る
も
の
で
し
た
。

お
わ
り
に

冒
頭
に
も
述
べ
ま
し
た
が
、
こ
ん
な
に
長
い
間
こ
の

仕
事
が
続
け
ら
れ
る
と
は
思
い
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
で
も
、
も
う
絵
本
の
テ
ー
マ
は
見
つ
か
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
と
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
り

ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
こ
の
悩
み
を
も
ち
つ
つ
ず
っ
と
生

き
て
い
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

創
作
活
動
と
は
、
日
常
に
真
剣
に
向
き
合
い
つ
つ

も
、
希
望
や
ユ
ー
モ
ア
を
忘
れ
ず
に
、
自
分
の
気
持
ち

や
考
え
を
絵
本
と
い
う
形
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
か

と
、
こ
こ
へ
き
て
改
め
て
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
ま

す
。世

界
中
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
う
経
験
し
た
こ
と
の

な
い
不
安
に
包
ま
れ
て
い
る
今
、
ど
う
し
て
も
他
人
を

思
い
や
る
気
持
ち
が
二
の
次
に
な
り
が
ち
で
す
。
ま
ず

は
自
分
と
家
族
が
健
康
で
あ
っ
て
こ
そ
、
こ
れ
は
当
然

で
す
。
で
も
そ
ん
な
大
人
た
ち
を
見
て
い
る
子
供
た
ち

が
身
近
に
た
く
さ
ん
い
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
、
こ
れ
か

ら
も
希
望
に
満
ち
た
絵
本
を
作
っ
て
い
か
な
く
て
は
と

思
う
の
で
す
。

 

（
い
り
や
ま
　
さ
と
し
）
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教
科
化
に
よ
り
道
徳
教
育
の
質
的
転
換
や
質
の
高
い

指
導
が
求
め
ら
れ
る
中
で
、
現
場
で
議
論
さ
れ
て
い
る

「
児
童
生
徒
に
対
す
る
評
価
」
に
つ
い
て
、
三
人
の
先

生
方
か
ら
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

児
童
生
徒
の
心
の
成
長
を
み
る
見
取
り
を

―
―
道
徳
科
の
評
価
に
お
け
る
困
り
ご
と
と
し
て
、
ど

の
よ
う
な
声
が
挙
が
っ
て
い
ま
す
か
？

川
上
　
大
別
し
て
四
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
め
は
、
評
価

の
た
め
に
児
童
生
徒
の
資
料
を
ど
の
よ
う
に
収
集
す
る

か
。
道
徳
に
は
単
元
テ
ス
ト
や
作
品
等
の
評
価
物
や
評

価
規
準
が
な
い
こ
と
に
戸
惑
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

二
つ
め
は
、
評
価
が
し
づ
ら
い
児
童
生
徒
を
ど
の
よ

う
に
見
取
る
か
。『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
29

年
告
示
）
解
説
　
特
別
の
教
科
　
道
徳
編
』（
以
下
、

『
解
説
』）
で
は
「
発
言
や
記
述
で
は
な
い
形
で
表
出
す

る
児
童
の
姿
に
着
目
す
る
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ

る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
授
業
者
が
一
人
で
授
業
を
し
な

が
ら
児
童
生
徒
を
観
察
す
る
の
は
難
し
い
で
す
。

三
つ
め
は
、
通
知
表
や
指
導
要
録
に
記
載
す
る
評
価

文
。
こ
れ
が
最
も
大
き
な
悩
み
の
よ
う
で
す
。
実
際
に

ふ
さ
わ
し
く
な
い
評
価
文
も
見
ら
れ
ま
す
し
、
評
価
文

例
が
載
っ
た
書
物
を
見
る
と
「
こ
れ
で
い
い
の
か
？
」

と
疑
問
に
感
じ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

四
つ
め
は
、
日
常
の
評
価
の
処
理
に
つ
い
て
。
授
業

ご
と
に
ノ
ー
ト
や
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
教
師
が
書
く
コ
メ

ン
ト
は
、
配
慮
が
必
要
な
の
で
時
間
が
か
か
る
よ
う
で

す
。

須
貝
　
私
が
勤
務
す
る
中
学
校
は
三
学
期
制
で
、
学
期

ご
と
の
通
知
表
に
記
載
す
る
評
価
が
必
要
な
の
で
、

「
評
価
の
た
め
の
時
間
が
な
い
」
こ
と
が
一
番
の
困
り

ご
と
の
よ
う
で
す
。

中
学
の
場
合
は
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
多
用
し
ま
す
が
、

書
く
こ
と
が
苦
手
な
生
徒
が
、
例
え
ば
「
今
日
は
日
本

文
化
の
こ
と
に
つ
い
て
よ
く
考
え
た
」
と
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
に
書
い
て
あ
っ
た
と
し
ま
す
。
実
際
は
い
ろ
い
ろ
考

え
て
い
た
の
に
心
の
動
き
が
言
語
化
さ
れ
て
い
な
い
の

校
長

　川
上

　
孝
生

神
奈
川
県

　
相
模
原
市
立
淵
野
辺
東
小
学
校

主
任
教
諭

　須
貝

　
牧
子

東
京
都

　
練
馬
区
立
中
村
中
学
校

教
授

　東
風

　
安
生

横
浜
商
科
大
学

ど
う
し
て
い
ま
す
か
？

道
徳
の
授
業
・
評
価
〜
前
編
〜

〈
座
談
会
〉
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で
ど
の
よ
う
に
見
取
れ
ば
よ
い
か
が
難
し
い
。

ま
た
現
場
で
よ
く
聞
か
れ
る
の
は
「
毎
学
期
の
評
価

が
似
て
し
ま
う
が
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
」
で
す
。
特
に

学
習
状
況
に
関
し
て
は
、
学
期
ご
と
の
評
価
が
似
通
っ

た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
で
す
。

東
風
　
研
修
会
の
講
師
と
し
て
教
育
現
場
を
訪
問
し
ま

す
が
、
や
は
り
評
価
に
つ
い
て
の
悩
み
を
多
く
耳
に
し

ま
す
。
そ
の
際
、
特
に
注
意
し
て
ほ
し
い
と
伝
え
て
い

る
の
は
、「
評
価
文
に
専
門
用
語
を
使
わ
な
い
よ
う
に
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
「
役
割
演
技
」
や
「
発

問
」
な
ど
は
、
保
護
者
に
伝
え
る
に
は
言
葉
の
定
義
か

ら
説
明
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
に
留
意
し

て
、
分
か
り
や
す
く
短
文
で
所
見
を
ま
と
め
な
く
て
は

な
ら
な
い
こ
と
に
先
生
方
は
苦
労
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

平
成
三
十
年
度
公
立
小
・
中
学
校
等
に
お
け
る
教
育

課
程
編
成
・
実
施
状
況
調
査
で
、「『
特
別
の
教
科
道

徳
』
を
実
施
す
る
上
で
学
習
評
価
の
妥
当
性
・
信
頼
性

の
担
保
に
つ
い
て
課
題
や
困
難
を
感
じ
て
い
る
」
と
回

答
し
た
中
学
校
教
諭
は
約
八
五
％
、
小
学
校
教
諭
は
約

七
七
％
に
も
上
り
ま
し
た
。

ツ
ー
ル
を
用
い
て
心
の
動
き
を
把
握
す
る

―
―
困
り
事
や
課
題
に
つ
い
て
、
改
善
点
や
ア
ド
バ
イ

ス
を
お
願
い
し
ま
す
。

川
上
　
評
価
の
た
め
の
資
料
は
、
児
童
生
徒
か
ら
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
さ
れ
る
も
の
な
の
で
、
収
集
の
機
会
、
主
に

言
語
活
動
（
発
言
、
記
述
、
自
分
の
意
思
を
示
す
）
の

場
面
を
多
く
つ
く
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
れ
は
児
童

生
徒
の
主
体
的
・
対
話
的
な
学
習
活
動
が
な
い
と
成
り

立
ち
ま
せ
ん
。
一
方
、
言
語
表
現
が
苦
手
な
児
童
生
徒

に
対
し
て
は
、
発
言
や
記
述
で
は
な
い
形
で
表
出
で
き

る
ツ
ー
ル
や
機
会
を
つ
く
る
こ
と
を
提
案
し
ま
す
。

私
の
学
校
で
は
自
分
の
意
思
を
示
す
カ
ー
ド
（
写
真

A
）
や
児
童
生
徒
の
名
前
を
書
い
た
マ
グ
ネ
ッ
ト
シ
ー

ト
を
使
っ
て
、
自
分
の
意
思
や
、
問
い
に
対
す
る
自
分

の
立
場
を
示
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ほ
か
の
手
立
て
と
し
て
、
T
T
（
テ
ィ
ー

ム
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
）、
授
業
交
換
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
授
業
が
あ
り
ま
す
。
私
は
「
校
長
の
道
徳
」
と
題
し

て
、
一
年
間
か
け
て
六
学
年
全
ク
ラ
ス
で
授
業
を
行
い

ま
す
。
事
前
に
担
任
か
ら
日
頃
発
言
が
少
な
い
児
童
を

聞
い
て
お
き
、
挙
手
に
よ
る
発
言
で
な
く
、
私
が
児
童

を
指
名
す
る
形
を
と
り
ま
す
。
授
業
を
始
め
る
前
に

「
全
員
に
指
名
し
ま
す
」
と
伝
え
る
の
で
、
い
つ
指
名

さ
れ
る
か
分
か
ら
な
い
で
す
し
、
何
度
も
指
名
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
の
で
児
童
は
緊
張
し
集
中
し
ま
す
。
担
任

は
教
室
の
後
方
で
児
童
の
発
言
を
記
録
し
ま
す
。
言
語

に
よ
る
表
出
が
苦
手
な
児
童
の
た
め
に
、
カ
ー
ド
や
マ

グ
ネ
ッ
ト
で
意
思
を
示
す
場
面
を
つ
く
る
と
、
表
情
な

ど
細
か
な
変
化
を
担

任
が
観
察
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

通
知
表
の
評
価
文

作
成
は
、
年
度
始
め

に
全
校
で
、
各
教
科

と
同
様
に
道
徳
科

も
、
評
価
計
画
も
含

め
た
年
間
の
指
導
計

画
を
確
認
し
ま
す
。

私
の
学
校
は
研
究
指

定
校
な
の
で
、
着
任
一
年
目
に
私
か
ら
評
価
文
例
を
提

示
し
、
そ
れ
を
も
と
に
先
生
方
に
作
成
し
て
も
ら
っ
て

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
「
道
徳
の
評
価
に
つ
い
て
」
を
作
成
し

ま
し
た
。
こ
れ
を
使
用
し
て
校
内
の
道
徳
科
の
評
価
に

つ
い
て
し
っ
か
り
確
認
し
て
い
ま
す
。

日
常
の
評
価
の
た
め
、
授
業
ご
と
に
ノ
ー
ト
や
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
を
書
か
せ
な
け
れ
ば
と
考
え
る
先
生
も
少
な

く
な
い
で
し
ょ
う
。
確
か
に
授
業
の
振
り
返
り
は
必
要

で
す
が
、
児
童
生
徒
の
過
剰
な
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う

に
、
気
軽
に
振
り
返
り
が
で
き
る
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
や
ノ

ー
ト
の
工
夫
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
教
師
の
負

担
も
考
え
て
コ
メ
ン
ト
の
パ
タ
ー
ン
を
い
く
つ
か
用
意

し
て
お
く
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
児
童
生
徒
の
書
い

た
文
に
下
線
を
引
い
て
「
こ
の
こ
と
を
も
う
少
し
考
え

た
い
で
す
ね
」「
よ
い
と
こ
ろ
に
気
が
つ
き
ま
し
た
」

意思を示すカード（写真A）
この他、「どちらでも」のカードがある。

＊実際の座談会は、マスク着用の上、ソーシャルディスタンスをとって行いました。
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等
、
児
童
生
徒
と
ノ
ー
ト
で
対
話
す
る
方
法
や
、
と
き

に
は
検
印
だ
け
で
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

須
貝
　
中
学
生
は
教
材
を
読
ん
だ
と
き
に
、
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
考
え
ま
す
。
自
分
の
中
に
葛
藤
や
疑
問
が
あ

っ
て
も
う
ま
く
表
現
で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
多
く
見
ら
れ

る
の
で
、
自
分
の
心
を
表
現
す
る
心
情
円
盤
を
よ
く
使

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
生
徒
が
記
述
し
て
い
る
際
に
、
教
師
が
席
を

回
り
な
が
ら
「
こ
こ
、
あ
と
で
発
表
し
て
く
れ
る
？
」

と
生
徒
に
小
声
で
伝
え
る
と
、
彼
ら
は
自
信
を
も
っ
て

発
表
し
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
指
名
の
順
番
も
メ
モ
し
て

お
く
と
、
生
徒
た
ち
の
発
言
で
授
業
を
展
開
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

生
徒
同
士
の
話
し
合
い
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
そ

の
際
、「
何
に
つ
い
て
話
し
合
う
の
か
」
教
師
側
が
ビ

ジ
ョ
ン
を
し
っ
か
り
も
っ
て
い
な
い
と
、
た
だ
の
お
し

ゃ
べ
り
や
意
見
を
言
い
合
う
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
の
で
発
問
は
と
て
も
重
要
で
す
。

私
の
学
校
で
も
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
授
業
を
行
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
際
は
必
ず
担
任
が
Ｔ
２
と
し
て
入
り
ま

す
。
生
徒
が
思
い
つ
か
な
い
よ
う
な
、
大
人
の
視
点
で

切
り
込
ん
だ
発
言
を
T
2
に
し
て
も
ら
う
と
、
生
徒
た

ち
が
新
た
な
視
点
を
も
つ
機
会
が
生
ま
れ
ま
す
。
T
1

が
発
言
し
て
し
ま
う
と
授
業
の
誘
導
に
な
る
恐
れ
が
あ

り
ま
す
が
、
授
業
を
生
徒
と
一
緒
に
聞
い
て
い
た
T
2

が
自
分
の
意
見
と
し
て
発
言
す
る
こ
と
で
、
生
徒
に
と

っ
て
よ
い
刺
激
と
な
り
、
授
業
の
幅
が
広
が
り
ま
す
。

ま
た
、
黒
板
に
自
分
の
立
場
を
示
す
ス
ケ
ー
ル
を
表

示
す
る
と
、
欄
外
に
貼
る
生
徒
も
出
て
き
ま
す
。
聞
い

て
み
る
と
「
す
ご
く
反
対
！
」
と
い
う
返
事
が
（
笑
）。

子
供
た
ち
の
豊
か
な
心
情
、
思
い
を
い
ろ
い
ろ
な
方
法

を
使
っ
て
見
取
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

東
風
　
そ
も
そ
も
評
価
は
、「
測
定
そ
の
も
の
」
と

「
測
定
の
た
め
の
情
報
収
集
」
と
「
教
育
的
価
値
を
与

え
る
こ
と
」
に
大
別
で
き
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
現

場
の
先
生
方
に
、
校
内
で
こ
れ
ら
の
ど
の
部
分
に
課
題

が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
検
討
す
る
よ
う
に
と
、

ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
ま
す
。

川
上
先
生
の
よ
う
に
校
長
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取

っ
て
授
業
の
方
針
を
示
し
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、

先
生
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
や
り
方
で
授
業
を
行
っ
て
い

る
学
校
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
場
合
、
情
報

を
共
有
し
て
、
チ
ー
ム
を
つ
く
っ
て
検
討
を
重
ね
る

と
、
教
育
的
価
値
を
つ
け
る
た
め
の
授
業
や
評
価
に
つ

な
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

中
学
校
で
は
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
授
業
が
増
え
て
い
ま

す
。
担
任
だ
け
で
は
見
え
な
い
視
点
で
情
報
収
集
し
、

担
任
一
人
の
思
い
込
み
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。
授
業
の
大
変
さ
と
効
率
性
を
先
に
挙
げ

て
し
ま
っ
て
教
育
的
価
値
を
落
と
し
て
し
ま
う
の
は
本

末
転
倒
な
の
で
、
あ
く
ま
で
も
児
童
生
徒
を
励
ま
し
、

意
欲
を
促
す
所
見
に
な
る
よ
う
に
、
も
っ
と
研
究
し
て

ほ
し
い
と
願
い
ま
す
。

授
業
に
参
加
す
る
姿
や
心
の
成
長
が
伝
わ
る
所
見
を

―
―
で
は
、
具
体
的
な
教
材
を
使
っ
て
評
価
の
実
例
と

と
も
に
N
G
ポ
イ
ン
ト
を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？

川
上
　
先
ほ
ど
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
本
校
で
は
、

「
道
徳
の
評
価
に
つ
い
て
」
と
い
う
資
料
の
中
に
「
所

見
チ
ェ
ッ
ク
項
目
」（
＊
詳
細
は
『
道
徳
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

104
号
参
照
）
を
実
例
と
し
て
載
せ
て
い
ま
す
の
で
参
考

に
し
て
く
だ
さ
い
。
道
徳
性
そ
の
も
の
の
評
価
に
な
っ

川上孝生先生

須貝牧子先生
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て
い
な
い
か
、
生
活
・
行
動
所
見
と
混
在
し
て
い
な
い

か
、
あ
く
ま
で
も
道
徳
科
の
評
価
と
し
て
ブ
レ
な
い
た

め
に
チ
ェ
ッ
ク
項
目
が
あ
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

小
学
五
年
生
の
「
手
品
師
」（
内
容
項
目
：
正
直
、

誠
実
）
の
評
価
文
例
を
紹
介
し
ま
す
。「『
手
品
師
』
の

学
習
で
は
、
手
品
師
の
生
き
方
を
考
え
、
自
分
の
心
に

誠
実
に
し
た
が
い
生
き
る
主
人
公
に
共
感
（
感
動
）

し
、
誠
実
に
生
き
る
と
は
何
か
、
仲
間
と
議
論
し
、
考

え
を
深
め
て
い
ま
し
た
。」

こ
れ
を
「『
手
品
師
』
の
学
習
で
は
、
自
分
の
夢
を

あ
き
ら
め
、
約
束
を
守
る
主
人
公
の
誠
実
さ
に
気
付

き
、
誠
実
さ
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。」
と
書
く
と
ど
う
で
し
ょ
う
。
こ
れ
で
は
、「
是
が

非
で
も
約
束
は
守
り
な
さ
い
」「
夢
を
あ
き
ら
め
て
も

約
束
を
守
り
誠
実
に
生
き
よ
う
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

だ
と
取
ら
れ
る
危
険
が
あ
り
ま
す
。
約
束
を
守
る
こ
と

が
誠
実
な
の
で
は
な
く
て
、
自
分
の
心
に
誠
実
に
行
動

し
た
結
果
が
、
子
供
と
の
約
束
を
守
る
行
為
だ
っ
た
の

で
す
。

特
定
の
価
値
観
を
児
童
生
徒
に
押
し
つ
け
る
よ
う
な

評
価
は
N
G
で
す
。

須
貝
　
内
容
項
目
に
対
す
る
評
価
に
な
っ
て
い
る
も
の

は
も
ち
ろ
ん
不
可
で
す
が
、
ポ
イ
ン
ト
が
ず
れ
て
い
る

も
の
や
、
当
た
り
障
り
が
な
い
よ
う
に
書
か
れ
た
評
価

文
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
通
知
表
を
手
に
取
っ
て
目
に

し
た
際
に
教
育
的
効
果
が
薄
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ

て
ま
す
。

　
中
学
二
年
生
の
「
厳
か
な
る
も
の
」（
内
容
項
目
：

感
動
、
畏
敬
の
念
）
の
評
価
文
例
を
紹
介
し
ま
す
。

N
G
な
評
価
文
例
は
、「
富
士
登
山
を
し
た
経
験
を

思
い
出
し
、
富
士
登
山
に
行
っ
た
と
き
の
話
を
グ
ル
ー

プ
内
で
積
極
的
に
話
し
て
い
ま
し
た
。」
で
す
。
授
業

に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
姿
は
伝
わ
り
ま
す
が
、
道

徳
と
は
関
係
な
い
内
容
で
す
。

練
馬
区
で
は
臨
海
学
校
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
と

き
に
自
然
に
触
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
、「
臨
海
学
校

で
遠
泳
を
終
え
た
と
き
に
、
海
に
感
謝
し
た
く
な
っ
た

こ
と
を
思
い
出
し
、
自
然
に
対
し
て
そ
う
感
じ
る
こ
と

が
で
き
た
自
分
の
心
の
豊
か
さ
に
気
付
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。」
と
い
う
評
価
文
な
ら
、
教
材
を
通
し
て
変

化
し
た
自
分
や
、
自
分
の
中
に
「
そ
ん
な
心
が
あ
る
ん

だ
な
」
と
再
認
識
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
の

で
、
生
徒
に
対
す
る
励
ま
し
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま

す
。

東
風
　
通
知
表
は
保
護
者
に
伝
え
る
も
の
だ
と
す
れ

ば
、
所
見
に
書
い
た
内
容
と
そ
の
エ
ビ
デ
ン
ス
が
載
っ

て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
所
見
を
書
く
教
師
の
主
観

や
思
い
込
み
が
入
る
こ
と
は
N
G
で
す
。
児
童
生
徒
の

記
述
や
発
言
に
触
れ
る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

小
学
一
年
生
の
「
は
し
の
う
え
の
お
お
か
み
」（
内

容
項
目
：
親
切
、
思
い
や
り
）
の
、
あ
る
先
生
の
評
価

文
を
紹
介
し
ま
す
。

「
道
徳
ノ
ー
ト
に
『
わ
た
し
は
、
お
お
か
み
と
同
じ

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
く
ま
さ
ん
の
よ

う
に
な
れ
る
よ
う
に
親
切
に
し
て
み
ん
な
に
喜
ん
で
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。』
と
記
述
し
、
思
い
や
り
の
価
値

に
対
す
る
深
ま
り
が
見
ら
れ
ま
し
た
。」

こ
の
評
価
文
だ
と
、
子
供
が
ノ
ー
ト
に
書
い
た
言
葉

を
教
師
が
見
て
評
価
し
た
こ
と
が
保
護
者
に
伝
わ
り
、

児
童
の
学
習
状
況
も
伝
わ
り
ま
す
。

一
方
で
、
教
材
の
中
に
は
評
価
し
づ
ら
い
も
の
も
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
、
内
容
項
目
「
感
動
、
畏
敬
の
念
」

な
ど
は
、
ど
の
よ
う
に
見
取
る
の
か
。
須
貝
先
生
が
先

ほ
ど
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
内
容
項
目
に
つ
い
て
教
師
が

あ
れ
こ
れ
言
う
の
で
は
な
く
、
児
童
生
徒
が
学
習
に
よ

っ
て
内
容
項
目
に
対
す
る
考
え
を
ど
う
深
め
て
い
っ
た

か
を
見
取
る
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
後
編
へ
続
く
）

東風安生先生

取材・文／岡本侑子　写真／藤田雄二 ＊道徳ジャーナル104号の記事は，下記HPよりご覧いただけます。
　学研 学校教育ネット　道徳ジャーナル 　
　https://gakkokyoiku.gakken.co.jp/others/journal/doutokuj/
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学
先
生
、
最
近
よ
く

ゲ
ー
ム
を
し
て
い
る
ね
。

子
供
た
ち
の

間
で
は
や
っ
て
る

み
た
い
で
さ
。

ふ
ー
ん
…
。

お
！パ

ー
テ
ィ
に

招
待
さ
れ
た
。

と
く
ち
ゃ
ん
!?

ゲ
ー
ム
の
中
で
は

「
マ
ジ
カ
ル
T
O
K
U
」

と
呼
び
な
さ
い
。

多
く
の
子
供
が
S
N
S
や
オ
ン
ラ
イ
ン

ゲ
ー
ム
を
し
て
い
る
今
、
道
徳
で
も
情
報
モ
ラ
ル
の

扱
い
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
！

道
徳
の
授
業
の
レ
ベ
ル
も

上
げ
て
い
く
よ
！

そ
う
い
え
ば
こ
の
ゲ
ー
ム
も
、
子
供
が
遊
ぶ
と
き
の

注
意
点
を
知
っ
て
お
く
た
め
に
始
め
た
ん
だ
っ
た
。

マ
ジ
カ
ル
T
O
K
U
、

道
徳
で
の
情
報
モ
ラ
ル
の

扱
い
方
、
教
え
て
！

道
徳
で
は
、
情
報
化
社
会
で
の
判
断
力
や

態
度
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
メ
イ
ン
。

ス
マ
ホ
の
操
作
方
法
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
使
い
方
の

紹
介
で
終
わ
ら
な
い
よ
う
に

し
よ
う
。技

の
習
得
で
は

な
い
ん
だ
ね
。

パーティーに招待されました

マナブマジカル
TOKU

マナブ

判断力

自律心

公共心

思い
やりルールや

マナー

連載10回　情報モラル編
マンガ・のはらあこ
監修・法政大学兼任講師 廣瀬仁郎先生

学
まなぶ

先生とくちゃん

08-09_journal108_KUW_F1.indd   8 2021/01/29   9:30



9

顔
が
見
え
な
い
相
手
と
の
や
り
取
り
は
、

情
報
化
社
会
全
体
に
大
き
く
関
わ
る

か
ら
ね
。

役
割
演
技
や
P
C
で
チ
ャ
ッ
ト
し
て
み
る
な
ど

疑
似
体
験
し
て
、
実
際
に
会
っ
て
い
る
と
き
の

会
話
と
の
違
い
を
考
え
て
み
る
の
も
い
い
よ
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
ル
ー
ル
や

法
律
に
つ
い
て
も
し
っ
か
り

押
さ
え
て
お
か
な
い
と
ね
。

情
報
モ
ラ
ル
と
い
っ
て
も
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
日
常
の
モ
ラ
ル
と

つ
な
が
っ
て
い
る
ん
だ
。

日
常
で
の
モ
ラ
ル
を
育
て
る
こ
と
と

情
報
化
社
会
の
仕
組
み
を
理
解
す
る
こ
と
。

そ
し
て
こ
の
二
つ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
、

情
報
モ
ラ
ル
の
指
導
で
は
大
切
だ
よ
！

何
だ
か
レ
ベ
ル
が
上
が
っ
た

気
が
す
る
！
　
じ
ゃ
、

冒
険
に
行
っ
て
く
る
ね
！

ゲ
ー
ム
の
や
り
す
ぎ

に
注
意
!!

 

次
回
は
S
D
G
s
を

意
識
し
た
授
業
づ
く
り

に
つ
い
て
ご
紹
介
！

気
を
つ
け
な
い
と
自
分
が

被
害
者
に
も
加
害
者
に
も

な
っ
ち
ゃ
う
も
ん
な
ー
。

授
業
で
は
、
S
N
S
で
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の

や
り
取
り
な
ん
か
を
題
材
に
し
て

き
た
け
ど
…
。

楽しいな！
表情が
分からない…。怒ってる…？

最強装備が
無料で
手に入るよ。

大事な情報は
しっかり
管理しよう。

心のすれ違い
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　今回は、学校全体で「持続可能な社会の創り手」を育成
するための視点について紹介します。児童生徒が「持続可
能な社会の創り手」として主体的に学び行動するようにな
るためには、学校という組織全体を動かしながら推進して
いく体制、システムが必要になります。なお、学校全体で
の実践は、ESDでは「ホールスクール」アプローチと言
われています。

私は2018年よりユネスコバンコク事務所が実施してい
る「革新的なスクールリーダーシップ」の会議に出席して
います。会議では、「校長は学校の中枢神経である」として、
SDGsなどの新しい時代の教育を学校全体の取り組みとし
て浸透させるため、校長のリーダーシップ向上に関する取
り組みを始めています。
　これまで行ってきた教員研修で、たくさんの秀逸な取り
組みをされている先生方に出会う機会がありました。その
ような先生方の中には、周囲の教員、管理職が、SDGsや
国際理解教育などへの理解に乏しく、孤軍奮闘している方
も少なくありませんでした。受験の役に立たない、教科書
どおりに進めればよいなど、日々の学習活動を重視する中
で、SDGsや社会・世界について学ぶ意義や価値の浸透が
進んでいないと感じています。

⃝ スクールリーダー（校長をはじめとした管
理職）が学校改革の中枢

　現在、教育はグローバルな政策となり、世界各国が同じ
方向を目指して教育のビジョンをつくる過程にあります。
入試改革や学習指導要領の改訂は、これからの世界を見据
えたものです。「持続可能な社会の創り手」の理念が掲げ
られたのも、答えのない社会、未来に向けて「主体的・対
話的で深い学び」を通してそれぞれが行動できるようにす
るための手段です。効率的に解答するスキルを磨くだけで
はなく、何を学び、何ができるようになるか、そして、ど
のような未来を描きつくっていきたいかという個々の価値
観を形成する学びが大切です。その過程で、SDGs
（ESD）を通して社会・世界を学ぶ機会が重要な「手段」
であるとされ、学習指導要領に組み込まれました。
　SDGsを学ぶことが目的なのではありません。SDGsの
大切な理念である「誰一人取り残さない社会」を創るため
には、個々の行動変容が必要です。この行動変容を促す学
びを、教員・児童生徒・保護者・地域社会が個々の幸せ≒
ウェルビーイングを追求しながら学校のあり方を考えるた
めの「手段」として扱ってください。SDGsを達成するた
めだけでなく、SDGsを学ぶことで、社会における学校の
あり方について考え、自分たちがどのような社会を創って
いきたいか考えるための大切な視点になると思います。
　こうした全体を俯瞰した視点と取り組みを浸透させるた
めには、管理職のリーダーシップ、具体的な働きかけが必
要です。そのため、校長をはじめとしたスクールリーダー

話題のSDGs。中学校の学習指導要

領にも盛り込まれています。

SDGsの解説をはじめ、「取り入れ

たい！」と思える学校現場における

実践などを、連載でご紹介していき

ます。

学校全体（ホールスクール）で
「持続可能な社会の創り手」の育成を

第 ４回連載

一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト（GiFT）
調査・研究統括　木村大輔
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の意識改革から、教員の教育観の更新が必要だと言われて
います。
　図１は、東南アジア教育大臣機構（SEAMEO）が東南
アジア諸国の教員に調査をし、これからの時代の校長に必
要な資質・能力をまとめたものです。
　校長自身の継続的な職能開発、カリキュラムの実践と改
善といった部分だけでなく、人事や資源のマネジメント、
プロジェクト管理、地域や関係者との連携強化といった、
学校経営の中枢に位置付けられるマネジメント能力なども
挙げられています。求められる資質・能力を明記し、支援
していくことで、校長のリーダーシップを発揮しやすい土
壌を作っていこうとしています。
　こうした背景を鑑みると、今後校長や管理職を対象に、
新しい時代の教育を学校全体で進めていくための研修や、
多忙な教員の環境改善に向けた具体的な取り組みに関する
研修なども実施されることになるでしょう。

　では、「誰一人取り残さない」学校・社会創りや、SDGs
を学びの中心に浸透させるためには、具体的にどのような
取り組みが必要なのでしょうか。いくつかのステップに分
けてご紹介します。

　既にいくつかの地域では指針が示されていますが、「持
続可能な社会の創り手」の育成に向け、その指針を学校経
営目標に組み込むことが一つ目のステップです。この経営
目標をつくる過程に教員を巻き込み、それぞれがどのよう
な思いで児童生徒に向き合っているか、どのような未来を
望んでいるかなど、各教員の思いを拾いながら、全教員参
加型のプロセスでSDGsの理念を理解していくことが大切
だと考えています。
　私はよく「あなたはなぜ先生になったのか、何を成し遂
げたくて先生になったのか」「教育を通してどのような児
童生徒を育てたいか」「教育を通してどのような社会を創
りたいか」という問いかけをします。
　一人一人の思いを拾い、学校が置かれている地域性と

「持続可能な社会」との位置付けについて教職員間で議論
しながら、学習活動やカリキュラムに落とし込みます。
　そうすると、教員自身が未来・社会を描く一員として参
画でき、自分事として学校の目標を捉える機会になります。
　図２は、国立教育政策研究所が示した「持続可能な社会
づくりの構成概念（例）」です。まず教員間のコミュニケー
ションからこうした視点を実践し、SDGsの理念を浸透さ
せる機会にするとよいと思います。

⃝学校の経営方針にSDGsの理念が入っているか

図１（SEAMEO INNOTECHより、GiFT翻訳）
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　これまで積み上げてきた行事や学習活動などの取り組み、
学校として持つ資源が見えてきたら、次はそれらをどのよ
うに活用したらよりよくなるか考えてみてください。校内
で全てを完結するのではなく、地域に開かれ、つながる学
校をつくるためには、校外の資源を活用することも大切で
す。
　地域社会との関わりをつくることで新鮮な視点が加わり
ますし、人事異動に左右されず実施する体制ができるかも
しれません。何よりも大切なのは、学校の経営目標、育成
を目指す児童生徒像が完成した後、今学校にある資源の中
で足りないものをどう補っていくかです。その際、誰にど
のように依頼するか、優先順位は何かなど、具体的なこと
も共に考えると、変化を生み出すことができます。

　今回紹介したもの以外にも、第３回で紹介したカリキュ
ラム・マネジメントを見直す中で、既存の教科にSDGsの
理念を組み込んだり、ESDカレンダーを作成して一定期
間を通してあるテーマについて学ぶ機会をつくったりする
ことが考えられます。業務を整理することで、児童生徒の
学びのための時間がつくれて、教員の意識の統一ができる
のであれば、この時間は持続可能な学校づくりに必要な投
資と言えるでしょう。多忙な職場のシステムの根底にある
のは仕事の仕方、業務の優先順位、人材の配置など、細か
い部分にあると思います。コロナ禍で学校の機能の見直し
ができる今こそ、未来に向けた投資をする学校・地域が増
えることを願っています。

次回は、学校全体（ホールスクール）でSDGsに取り
組む小学校の実践を紹介します。

⃝校外の関係者、機関のマッピング

⃝おわりに

　目標を定めたら、具体的に児童生徒にどのような資質・
能力を身に付けてもらいたいか考えます。第１回、第２回
で紹介した、①認知領域（知識・思考力）、②社会・情動
領域（社会性、対人関係構築能力、情動、価値観）、③行
動領域（行動、行為の変容につながる領域）といった領域
を意識して考えます。生徒に身に付けてもらいたい資質・
能力は、同時に教員にも必要な資質・能力だと思います。
是非、教員はこの他にどのような資質・能力を身に付ける
べきかも話してみてください。

　また、それぞれの教員が行ってきた学習活動や学校全体
で行っている課外活動、部活動など、既存の活動を棚卸し
します。実は、これまでの活動の中にも、SDGsに深く関
わるものはたくさんあります。しかし、前例踏襲で続けて
いたり、その学習の意義を認識しないまま続けていたりす
るものもあると思います。棚卸しをすることで、
・持続可能な社会の創り手育成に必要、不必要なもの
・持続可能な学校づくりに必要、不必要なもの
・手段が目的化している学習活動
という視点で、残すもの、中止するものの取捨選択ができ
ます。
　取捨選択された活動から、何をどのようにつなげていく
か検討し、学校経営目標に合った学びをどのようにつくる
ことができるかを考えていきます。
　また、GIGAスクール構想によって学校のデジタル化が
進む絶好の機会ですので、デジタル化して円滑にコミュニ
ケーションをとったり、これまで非効率に行われてきた事
務作業などを効率化したりすることに向き合ってもよいで
しょう。SDGsで資源の有限性について話し合っている一
方で、大量の紙を配布して学びを続けることは、SDGs的
ではありません。「誰一人取り残さない」という言葉だけで、
新たな取り組みをして最適化しようとしないのであれば、
それは即ち学校の持続可能性も危ういのではないかと思い
ます。

⃝目標から具体的に育みたい資質・能力を考える

⃝実施体制、既存の活動と結びつける

図２（文部科学省：「ESD推進の手引」より）

―持続可能な社会づくりの構成概念（例）―

Ⅰ　多様性（いろいろある）	 Ⅳ　公平性（一人一人大切に）

Ⅱ　相互性（関わり合っている）	 Ⅴ　連携性（力を合わせて）

Ⅲ　有限性（限りがある）	 Ⅵ　責任性（責任を持って）
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