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下掛宝生流ワキ方能楽師

安田　登

一
つ
の
器
に
は
ま
ら
な
く

て
い
い
～
三
流
の
勧
め　

〝
一
流
〟に
こ
だ
わ
ら
な
い
生
き
方
を

去
年
、『
三
流
の
す
す
め
』
と
い
う
本
を
書
い
た
。

詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、「
三
流
」
と
は
、
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
す
る
人
を
い
う
。

今
ま
で
に
書
い
た
本
は
五
十
冊
に
な
ろ
う
と
し
て
い

る
。
自
分
の
職
業
で
あ
る
能
楽
以
外
に
関
す
る
本
の
ほ

う
が
多
い
。

最
初
に
執
筆
に
携
わ
っ
た
の
は
二
十
代
の
頃
で
、
漢

和
辞
典
の
熟
語
を
担
当
し
た
。
そ
れ
か
ら
エ
イ
ズ
の
本

を
書
き
、
３
Ｄ
Ｃ
Ｇ
の
本
も
書
い
た
。
ゲ
ー
ム
の
攻
略

本
も
書
い
た
し
、
風
水
の
本
も
書
い
た
。
む
ろ
ん
能
の

本
も
書
い
て
い
る
し
、
古
典
の
本
も
多
く
書
い
て
い

る
。
身
体
系
の
本
も
書
い
た
し
、
児
童
文
学
も
書
い
て

い
る
。

舞
台
も
い
ろ
い
ろ
だ
。
能
の
舞
台
に
は
む
ろ
ん
出
て

い
る
。
そ
れ
は
当
た
り
前
。
そ
れ
以
外
に
も
、
例
え
ば

金
沢
21
世
紀
美
術
館
な
ど
の
委
嘱
で
、
泉
鏡
花
や
夏
目

漱
石
、
小
泉
八
雲
（
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
）
な
ど

の
作
品
の
上
演
も
し
て
い
る
。
シ
ュ
メ
ー
ル
語
と
い
う

古
代
言
語
で
神
話
の
上
演
も
し
、
こ
れ
は
海
外
で
も
公

演
し
て
い
る
。

ま
た
、
関
西
大
学
に
特
任
教
授
と
し
て
赴
任
し
て
い

る
が
、
教
え
て
い
る
の
は
総
合
情
報
学
部
。
Ｖ
Ｒ
な
ど

の
メ
タ
バ
ー
ス
と
古
典
と
の
関
係
の
授
業
を
担
当
し
て

い
る
。
Ｅ
テ
レ
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）
の
「
100
分
de
名
著
」
と
い

う
番
組
で
は
『
平
家
物
語
』
の
話
と
朗
読
を
し
、
今
年

七
月
は
同
番
組
で
『
太
平
記
』
の
話
を
す
る
。

要
は
何
者
だ
か
分
か
ら
な
い
、
怪
し
い
人
間
で
あ

る
。
あ
れ
か
こ
れ
か
で
は
な
く
、
あ
れ
も
こ
れ
も
な
の

で
あ
る
。
こ
う
い
う
人
間
は
人
か
ら
信
頼
さ
れ
な
い
。

毛
嫌
い
す
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
が
「
三
流
」
で
あ
る
。
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『
人
物
志
』
と
い
う
本
が
あ
る
。
三
国
志
の
時
代
、

曹
操
で
有
名
な
魏
の
国
の
劉り
ゅ
う

劭し
ょ
う

と
い
う
人
物
が
書
い
た
。

彼
は
、
曹
操
の
孫
・
曹
叡
と
い
う
皇
帝
か
ら
「
大
臣
を

ど
の
よ
う
な
人
物
に
任
せ
た
ら
い
い
か
」
と
問
わ
れ
、

そ
れ
に
答
え
る
形
で
書
い
た
の
が
『
人
物
志
』
だ
。

そ
の
中
に
「
一
流
」
の
人
と
い
う
言
葉
が
出
て
く

る
。「
一
流
」
と
い
う
の
は
ひ
と
つ
の
流
儀
、
す
な
わ

ち
ひ
と
つ
の
分
野
の
専
門
家
を
指
す
。
そ
う
い
う
人
に

国
を
任
せ
て
は
い
け
な
い
と
言
う
。
例
え
ば
法
律
の
専

門
家
に
国
を
任
せ
る
。
そ
う
す
る
と
、
法
に
則
ら
な
い

こ
と
を
「
悪
」
と
し
て
排
斥
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
で

は
二
流
の
人
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
そ
れ
も
駄
目
だ
と

言
う
。

国
を
任
せ
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ

と
を
す
る
「
三
流
」
以
上
の
人
だ
と
劉
劭
は
言
う
。
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
視
野
も
度
量
も
狭

く
な
る
。
そ
ん
な
人
に
国
家
の
リ
ー
ダ
ー
を
任
せ
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
中
国
の
伝
統
だ
。

『
論
語
』
で
有
名
な
孔
子
は
「
君
子
は
器
な
ら
ず
」

と
言
っ
た
。「
器
」
と
い
う
の
は
、
ひ
と
つ
の
用
途
に

特
化
し
た
も
の
を
い
う
。
君
子
は
そ
う
で
は
い
け
な

い
。
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
現

代
的
に
言
え
ば
、
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
は
な
く
、
ジ
ェ

ネ
ラ
リ
ス
ト
に
な
れ
と
言
う
の
だ
。

中
国
だ
け
で
は
な
い
。
能
を
大
成
し
た
世
阿
弥
は

「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
言
っ
た
。
初
心
の
「
初
」

の
字
は
、
左
（
偏へ
ん

）
は
「
衣
」、
右
（
旁つ

く
り

）
は
「
刀
」

で
あ
る
。
衣
を
作
る
と
き
に
は
、
ま
ず
反
物
に
ハ
サ
ミ

を
入
れ
る
。
そ
の
行
為
が
「
初
」
と
い
う
漢
字
の
原
義

だ
。ど

ん
な
に
美
し
く
織
ら
れ
た
反
物
で
も
、
そ
れ
に
ハ

サ
ミ
を
入
れ
な
け
れ
ば
衣
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

人
も
同
じ
だ
。
次
の
ス
テ
ー
ジ
に
行
く
た
め
に
は
、
過

去
の
自
分
に
ハ
サ
ミ
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
が
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
業
績
で
あ
っ
て
も
、
自
分

の
過
去
を
バ
ッ
サ
リ
と
切
り
捨
て
る
、
そ
れ
が
「
初

心
」
で
あ
る
。

「
自
分
の
専
門
は
こ
れ
だ
か
ら
」「
自
分
が
で
き
る
の

は
こ
れ
だ
け
だ
」
と
一
流
に
固
執
し
て
は
い
け
な
い
。

そ
う
世
阿
弥
は
言
う
。
世
阿
弥
は
「
住
す
る
と
こ
ろ
な

き
（
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
）」
こ
と
こ
そ
「
花
」
だ
と

も
言
っ
た
。

孔
子
も
世
阿
弥
も
「
三
流
」
を
勧
め
て
い
る
の
だ
。

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
す
る
「
三
流
」
の
人
は
、
む
ろ

ん
そ
の
道
の
専
門
家
に
は
な
る
こ
と
は
難
し
い
。
す
べ

て
が
中
途
半
端
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
こ
か
ら
今

の
三
流
の
意
味
に
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
本
当
に
一
流

に
な
れ
る
人
は
、
も
と
も
と
そ
う
多
く
は
な
い
。

例
え
ば
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
で
あ
れ
ば
、
一
流
企
業
の
社

長
、
会
長
に
な
っ
て
、
初
め
て
「
一
流
」
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
勝
ち
組
、
負
け
組
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
一
流

の
人
を
勝
ち
組
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
人
は
負
け

組
に
な
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は

負
け
組
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
ん
な
社
会
は
変
だ
ろ
う
と
思
っ
て
『
三
流
の
す
す

め
』
を
書
い
た
。
一
流
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
も
っ
と
ゆ

っ
た
り
生
き
る
手
も
あ
る
よ
、
と
い
う
つ
も
り
で
書
い

た
の
だ
。

「
徳
」と
は
、自
分
で
書
き
換
え
る
も
の

道
徳
の
「
徳
」
と
い
う
字
も
、
ゆ
っ
た
り
さ
を
勧
め

る
字
で
あ
る
。

「
徳
」
と
い
う
字
は
、
紀
元
前
一
〇
〇
三
年
の
周
の

時
代
の
『
大だ
い

盂う

鼎て
い

』
と
い
う
青
銅
器
の
銘
文
に
現
れ
る
。

『
大
盂
鼎
』
に
は
、
徳
に
対
す
る
意
味
を
持
つ
字
と

し
て
「
井
」
と
い
う
字
も
現
れ
る
。「
井
」
は
、
井
の

能「藤戸」より。ワキ（佐々木三郎盛綱）を演じる。
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形
を
し
た
鋳
型
（
範
型
）
を
意
味
す
る
。「
井
」
か
ら

「
刑
」
や
「
型
」
と
い
う
漢
字
も
で
き
る
。「
井
」
と
は

型
に
は
め
る
こ
と
を
い
い
、
そ
こ
か
ら
外
れ
た
人
を

「
刑
」
に
処
す
。
す
な
わ
ち
「
井
」
と
は
、
現
代
の
法

に
当
た
る
。

「
井
」
＝
法
と
は
「
～
す
べ
き
だ
」「
～
し
て
は
い
け

な
い
」
と
い
う
禁
止
の
命
令
を
い
う
。

そ
れ
に
対
し
て
「
徳
」
は
、
左
側
（
偏
）
で
あ
る

「
彳
」
は
「
行
」
の
省
略
形
で
、「
行
」
は
十
字
路
が
原

義
だ
。
旁
の
上
は
「
目
で
ま
っ
す
ぐ
見
る
こ
と
」
を
意

味
す
る
字
で
、
今
の
漢
字
に
す
れ
ば
「
直
」
に
な
る
。

そ
れ
に
「
心
」
が
付
い
た
の
が
「
徳
」
だ
。

す
な
わ
ち
徳
と
は
「
こ
の
道
を
行
く
と
い
い
よ
」
と

教
え
て
く
れ
る
こ
と
を
い
う
。「
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
の
が
法
で
あ
る
の
に
対
し

て
、「
こ
う
す
る
と
い
い
よ
」
と
教
え
る
の
が
徳
で
あ
る
。

ま
た
、
法
は
「
他
律
的
（
ヘ
テ
ロ
ノ
ミ
ー
）」
で
あ

る
が
、
徳
は
「
自
律
的
（
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
）」
で
あ
る
。

他
律
的
と
は
、
他
者
が
決
め
た
ル
ー
ル
に
従
う
こ
と
を

い
い
、
自
律
的
と
は
自
分
が
決
め
た
ル
ー
ル
に
従
う
こ

と
を
い
う
。

他
者
が
決
め
た
こ
と
が
ど
う
も
合
わ
な
い
と
感
じ
た

ら
、
自
分
で
書
き
換
え
る
こ
と
を
考
え
る
。
そ
れ
が
徳

な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
ア
メ
リ
カ
で
小
学
生
時
代

を
過
ご
し
て
、
授
業
中
は
積
極
的
に

発
言
す
る
習
慣
を
身
に
つ
け
た
。
と

こ
ろ
が
日
本
に
戻
っ
て
来
て
、
同
じ

よ
う
に
す
る
と
周
囲
か
ら
「
ウ
ザ
イ

奴
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
は
こ
の
子
の
問
題
で
は
な
い
し
、（
あ
え
て
言

え
ば
）
周
囲
の
子
の
問
題
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
日
本

が
そ
う
い
う
社
会
だ
か
ら
だ
。

む
ろ
ん
、
社
会
を
変
え
る
こ
と
も
大
切
だ
。
し
か

し
、
ク
ラ
ス
を
変
え
、
日
本
を
変
え
る
に
は
時
間
が
か

か
る
。

孔
子
は
「
過
ち
て
は
則
ち
改
む
る
に
憚は
ば
か

る
こ
と
な
か

れ
」
と
言
い
、「
ま
ず
は
本
人
が
、
自
分
の
中
の
徳
の

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
書
き
換
え
た
ほ
う
が
、
話
が
早
い

よ
」
と
提
案
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
過
ち
」
は
私
た
ち

の
イ
メ
ー
ジ
す
る
そ
れ
で
は
な
い
。
通
過
の
「
過
」
で

あ
り
、
過
剰
の
「
過
」
を
い
う
。

書
き
換
え
を
躊ち
ゅ
う

躇ち
ょ

す
る
必
要
な
ど
な
い
。「
こ
の
状

況
に
応
じ
て
、
自
分
は
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
書
き
換
え

て
い
る
だ
け
な
ん
だ
」
と
い
う
自
覚
が
あ
れ
ば
、「
本

当
の
自
分
」
は
な
く
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
に
柔
軟
に
変
化
す
る
習
慣
を
身
に
つ
け
る

こ
と
が
「
徳
」
だ
。
徳
を
身
に
付
け
て
い
れ
ば
、
ど
ん

な
社
会
で
も
ど
ん
な
分
野
に
出
く
わ
し
て
も
、
う
ま
く

生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

私
が
考
え
る
道
徳
と
は
、
社
会
規
範
や
法
な
ど
の
型

に
は
め
る
こ
と
で
は
断
じ
て
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ゆ
る

や
か
さ
を
身
に
つ
け
、
一
流
に
こ
だ
わ
ら
ず
三
流
の
人

に
な
る
生
き
方
も
、
選
択
肢
に
入
れ
る
こ
と
を
提
案
し

た
い
。�

（
や
す
だ　

の
ぼ
る
）

「徳」

「井」

『大盂鼎（だいうてい）』
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Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
の
も
と
、
本
校

で
も
一
人
一
台
端
末
が
導
入
さ
れ
、
子
ど
も

た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
科
・
領
域
等
で
端

末
を
使
い
、
情
報
を
調
べ
た
り
、
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
を
作
成
し
た
り
し
て
い
る
。
ま

た
、
そ
の
際
に
は
「
ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
・
ス
ク

ー
ル
」（
以
下
、
ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
）
を
活
用

す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
、
道
徳
科
に
お

い
て
ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
を
ど
の
よ
う
に
活
用
で

き
る
か
考
え
、
取
り
組
ん
だ
。

　

ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
学

べ
る
双
方
向
型
授
業
支
援
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

　

デ
ジ
タ
ル
の
カ
ー
ド
を
使
っ
て
、
教
師
か

ら
子
ど
も
に
資
料
を
送
っ
た
り
、
子
ど
も
が

教
師
に
課
題
を
提
出
し
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
子
ど
も
同
士
で
送
り
合
う
こ

と
も
で
き
、
全
員
の
カ
ー
ド
を
集
め
て
ク
ラ

ス
で
共
有
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
カ
メ
ラ
・

テ
キ
ス
ト
・
ウ
ェ
ブ
・
フ
ァ
イ
ル
・
シ
ン
キ

ン
グ
ツ
ー
ル
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア

も
入
っ
て
い
る
。

授
業
の
概
要

〇
主
題
名　

友
達
な
ら
ど
う
す
る

〇
内
容
項
目　

友
情
、
信
頼

〇
教
材
名　
「
絵
葉
書
と
切
手
」（『
新
・
み

ん
な
の
ど
う
と
く　

３
』
学
研
）

〇
教
材
の
概
要　

転
校
し
た
正
子
か
ら
ひ
ろ

子
に
絵
葉
書
が
届
く
。
し
か
し
、
定
形
外
の

た
め
料
金
不
足
で
あ
っ
た
。
兄
か
ら
は
、

「
友
達
な
ら
、
定
形
外
と
い
う
こ
と
を
教
え

て
あ
げ
た
ほ
う
が
い
い
」
と
言
わ
れ
る
。
ひ

ろ
子
は
返
事
を
書
こ
う
と
す
る
が
、
料
金
不

足
の
こ
と
を
書
く
か
迷
い
母
親
に
相
談
す
る
。

母
親
は
「
お
礼
だ
け
書
い
た
ほ
う
が
い
い
か
も

し
れ
な
い
」
と
言
う
。
ひ
ろ
子
は
迷
っ
た
末
、

料
金
不
足
の
こ
と
を
書
く
こ
と
に
決
め
る
。

〇
ね
ら
い　

友
達
と
互
い
に
理
解
し
、
信
頼

し
、
助
け
合
お
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。

〇
ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
の
シ
ン
キ
ン
グ
ツ
ー
ル
の

活
用
場
面　

本
当
の
こ
と
を
知
ら
せ
る
か
、

そ
の
ま
ま
見
過
ご
す
か
迷
う
ひ
ろ
子
の
心
の

葛
藤
を
考
え
る
際
に
、
シ
ン
キ
ン
グ
ツ
ー
ル

の
中
に
あ
る
「
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
チ
ャ
ー
ト
」

を
活
用
す
る
。　

授
業
の
実
際

【
導
入
】

学
習
課
題
「
友
達
と
の
関
わ
り
で
大
切
な

こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
」
を
提
示
し
、「
友

達
が
間
違
え
た
こ
と
を
し
て
い
た
ら
ど
う
す

る
か
」
を
尋
ね
た
。

・
教
え
る
（
注
意
す
る
）

・
先
生
に
言
っ
て
も
ら
う

・
眺
め
る
（
何
も
言
わ
な
い
）

ま
た
、「
教
え
る
」
と
言
う
子
も
、
状
況

に
よ
っ
て
は
何
も
言
わ
な
か
っ
た
り
、
先
生

に
言
っ
て
も
ら
っ
た
り
す
る
と
答
え
た
。

【
展
開
】

正
子
か
ら
葉
書
を
も
ら
っ
た
と
き
、
ひ

ろ
子
は
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。

・
わ
ざ
わ
ざ
送
っ
て
く
れ
て
う
れ
し
い

・�

転
校
し
て
行
っ
た
の
に
覚
え
て
い
て
く
れ

て
う
れ
し
い
、
あ
り
が
と
う

・
自
分
も
返
事
を
返
し
た
い

　

子
ど
も
た
ち
は
、
正
子
か
ら
葉
書
を
も
ら

ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
の
シ
ン
キ
ン
グ
ツ
ー
ル
を

活
用
し
た
道
徳
授
業

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
附
属
小
学
校

教
諭田

中
　
千
映
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っ
た
う
れ
し
さ
や
、
正
子
へ
の
感
謝
の
気
持

ち
に
共
感
し
て
い
た
。

母
と
兄
の
意
見
を
聞
い
て
、
ひ
ろ
子
は

ど
ん
な
こ
と
を
迷
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

「
伝
え
た
場
合
」
と
「
伝
え
な
い
場
合
」

の
「
結
果
（
ど
う
な
る
）」
と
「
そ
の
理
由
」

を
、
ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
の
「
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
チ

ャ
ー
ト
」
に
書
き
込
ん
だ
。

　

そ
の
後
、
全
体
で
「
伝
え
た
場
合
」
と

「
伝
え
な
い
場
合
」
に
つ
い
て
意
見
の
交
流

を
行
っ
た
。

◇
も
し
伝
え
た
ら
…
…

・
正
子
が
恥
を
か
く
　
　
　

　
→�

正
子
は
自
分
が
失
礼
だ
っ
た
と
思
っ
て

し
ま
う

・
正
子
が
悲
し
む
、
傷
つ
く

　
→�

正
子
は
お
金
を
払
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と

に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る

・
正
子
に
失
礼
だ
と
思
わ
れ
る

　
→
せ
っ
か
く
絵
葉
書
を
送
っ
た
の
に
…
…

◇
も
し
伝
え
な
か
っ
た
ら
…
…

・
ま
た
同
じ
間
違
い
を
繰
り
返
し
て
し
ま
う

・�

他
の
人
も
嫌
な
気
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
う

　
→�

送
ら
れ
た
人
が
お
金
を
払
う
こ
と
が
続

く

・
正
子
が
成
長
で
き
な
い

・
正
子
が
恥
を
か
く

　
→�

大
人
に
な
っ
て
も
切
手
代
が
六
十
三
円

と
思
っ
て
し
ま
う

・�

正
子
が
他
の
人
か
ら
失
礼
だ
と
思
わ
れ
て

し
ま
う

　
→
知
ら
な
く
て
送
り
続
け
て
し
ま
う

・�
他
の
人
が
き
つ
い
言
葉
で
正
子
に
伝
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
正
子
が
傷
つ
く

　
→�

自
分
な
ら
優
し
い
言
葉
で
伝
え
る
こ
と

が
で
き
る

・�

自
分
（
ひ
ろ
子
）
も
知
ら
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る

・�「
何
で
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
の
」
と
正

子
に
思
わ
れ
て
し
ま
う

　

意
見
を
交
流
し
て
い
く
中
で
、「
伝
え
る

ほ
う
が
正
子
の
メ
リ
ッ
ト
が
多
い
」
と
子
ど

も
た
ち
の
中
か
ら
出
て
き
た
。
ま
た
、
本
当

の
こ
と
を
伝
え
た
方
が
正
子
の
今
後
の
た
め

に
な
る
こ
と
に
も
気
付
く
発
言
が
見
ら
れ
た
。

最
後
に
「
自
分
が
正
子
だ
っ
た
ら
、
伝
え

て
ほ
し
い
か
」
を
問
う
と
、
全
員
が
「
伝
え

て
ほ
し
い
」
と
答
え
た
。
し
か
し
、「
き
つ

く
言
わ
れ
た
ら
嫌
だ
」
と
、
伝
え
方
に
も
工

夫
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
姿
が
見
ら
れ
た
。

【
終
末
】

日
頃
よ
り
、
学
習
課
題
に
対
す
る
自
分
な

り
の
答
え
と
、
授
業
の
振
り
返
り
を
書
く
よ

う
に
し
て
い
る
。
本
実
践
で
も
同
様
に
し
た
。

友
達
と
の
関
わ
り
で
大
切
な
こ
と
は
？

友
達
が
し
た
間
違
い
は
、
相
手
の
気
持
ち
を
考
え
て
教
え
る

授
業
の
振
り
返
り

　

今
日
学
ん
だ
こ
と
は
、
友
達
が
間
違
っ
て
い
た
ら
、
注
意

（
教
え
て
あ
げ
る
）
し
た
ほ
う
が
相
手
の
た
め
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
伝
え
な
か
っ
た
ら
、
他
の
人
に
ま
た
迷
惑
が

か
か
る
。
私
は
、
相
手
の
友
達
の
た
め
に
も
教
え
て
あ
げ
た

い
な
と
思
い
ま
し
た
。
今
ま
で
は
、
相
手
が
悲
し
む
と
い
う

こ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
こ
れ
か
ら
は
、
悲
し

む
と
い
う
言
葉
を
考
え
な
が
ら
、
い
い
言
葉
を
選
ん
で
教
え

て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。
伝
え
な
か

っ
た
ほ
う
の
デ
メ
リ
ッ
ト
が
多
い
し
、
伝
え
る
ほ
う
が
相
手

に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
も
多
い
の
で
、
教
え
て
あ
げ
よ
う
と
思

い
ま
す
。

お
わ
り
に

　

ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
の
「
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
チ
ャ

ー
ト
」
を
活
用
し
た
こ
と
で
、
一
人
一
人
が

「
伝
え
た
場
合
」
と
「
伝
え
な
い
場
合
」
の

「
結
果
」
と
「
そ
の
理
由
」
を
予
想
・
整
理

し
な
が
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
も
同
様
の
こ
と
が
で
き

る
が
、
全
員
の
考
え
を
ク
ラ
ス
全
体
で
共
有

す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
の

「
回
答
共
有
」
と
い
う
機
能
を
使
え
ば
、
友

達
が
書
い
た
カ
ー
ド
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

授
業
後
に
回
答
共
有
を
行
っ
た
。
子
ど
も

た
ち
は
授
業
の
中
で
は
発
言
で
き
な
か
っ
た

友
達
の
考
え
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま

た
、
修
正
が
容
易
に
で
き
る
と
い
う
よ
さ
も

あ
り
、
授
業
後
さ
ら
に
自
分
の
キ
ャ
ン
デ
ィ

ー
チ
ャ
ー
ト
に
「
結
果
」
と
「
そ
の
理
由
」

を
書
き
加
え
る
姿
も
見
ら
れ
た
。

　

ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
の
機
能
を
活
用
す
る
こ
と

で
、
学
び
の
深
ま
り
や
広
が
り
が
期
待
で
き

る
。
今
後
も
ど
の
よ
う
に
有
効
活
用
で
き
る

か
を
考
え
て
い
き
た
い
。

�

（
た
な
か　

ち
え
）
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は
じ
め
に

平
成
二
十
年
に
告
示
さ
れ
た
「
学
習
指
導

要
領
解
説
道
徳
編
」
に
続
き
、
平
成
二
十
九

年
の
「
学
習
指
導
要
領
解
説　

特
別
の
教
科

道
徳
編
」
に
お
い
て
も
、
現
代
的
な
課
題
と

し
て
情
報
モ
ラ
ル
教
育
の
必
要
性
が
明
記
さ

れ
た
。
小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、

情
報
モ
ラ
ル
教
育
に
関
す
る
記
述
が
多
い
の

は
「
特
別
の
教
科
道
徳
編
」
で
あ
る
こ
と

や
、
今
後
、
児
童
の
校
内
外
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活

用
が
増
え
る
こ
と
か
ら
も
、
情
報
モ
ラ
ル
教

育
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

情
報
モ
ラ
ル
教
育
で
大
切
な
の
は
、
心
と

知
恵
を
一
体
的
に
指
導
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
際
は
、
適
切
な
行
為
を
促
し
た

り
、
関
連
す
る
教
材
を
一
単
位
時
間
で
指
導

し
た
り
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
。
そ
こ

で
、
道
徳
科
に
お
け
る
著
作
権
学
習
の
た
め

の
「
著
作
物
利
用
者
」
の
心
情
を
中
心
と
し

た
読
み
物
教
材
と
「
著
作
者
」
の
心
情
を
中

心
と
し
た
読
み
物
教
材
の
二
編
を
作
成
し
、

道
徳
科
を
要
と
し
て
、
社
会
科
の
調
べ
学
習

や
学
級
活
動
と
の
関
連
を
図
る
著
作
権
単
元

の
デ
ザ
イ
ン
を
試
み
た
（
図
Ⅰ
）。

読
み
物
教
材
の
開
発

読
み
物
教
材
を
開
発
す
る
に
あ
た
り
、
単

元
構
成
と
関
連
づ
け
る
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
利
用
し
た
調
べ
学
習
の
場
面
を
取
り

上
げ
る
こ
と
に
し
た
。「
著
作
者
」
と
「
利

用
者
」、
誰
も
が
ど
ち
ら
の
立
場
に
も
な
り

得
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
立
場
に
立
っ
て
考

え
を
深
め
ら
れ
る
よ
う
、
自
作
教
材
①
は
、

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
調
べ
学
習
」

と
題
し
、
著
作
権
に
つ
い
て
利
用
者
の
立
場

か
ら
（
図
Ⅱ
）、
自
作
教
材
②
は
「
晴
れ
の

ち
曇
り
」
と
題
し
、
著
作
者
の
立
場
か
ら
考

え
さ
せ
る
も
の
を
作
成
し
た
（
図
Ⅲ
）。

情
報
モ
ラ
ル
教
育
の
普
及
型
教
材
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
開
発

～
自
作
教
材
を
組
み
込
ん
だ
著
作
権
学
習
の
実
践
を
通
し
て
～

鳥
取
県
八
頭
町
立
船
岡
小
学
校

教
諭杉

谷
　
義
和

図Ⅰ　単元構成図

図Ⅱ　自作教材①の概略図Ⅲ　自作教材②の概略
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実
践
と
考
察
（
六
年
生
）

○
道
徳
科
（
自
作
教
材
①
）

第
一
時
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

す
る
側
の
配
慮
を
欠
く
行
為
か
ら
生
じ
た
著

作
権
の
問
題
を
取
り
扱
っ
た
自
作
教
材
「
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
調
べ
学
習
」（
規

則
の
尊
重
）
で
授
業
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
の

反
応
は
、
主
人
公
の
行
為
に
対
し
て
、「
ず

る
い
」「
ず
る
く
な
い
」
の
意
見
に
二
分
さ

れ
た
。「
ず
る
い
」
と
主
張
し
た
児
童
か
ら

は
、「
人
が
一
生
懸
命
作
っ
た
も
の
を
自
分

が
作
っ
た
か
の
よ
う
に
し
て
い
る
」「
作
っ

た
人
の
許
可
を
も
ら
っ
て
い
な
い
」
と
い
う

意
見
が
出
さ
れ
、「
ず
る
く
な
い
」
と
主
張

し
た
児
童
か
ら
は
、「
学
校
図
書
館
で
調
べ

学
習
を
す
る
と
き
に
写
す
こ
と
は
よ
く
あ
る

か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
も
問
題

な
い
」
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
。

し
か
し
、
話
し
合
い
を
進
め
て
い
く
と
、

利
用
者
も
著
作
者
も
お
互
い
気
持
ち
よ
く
情

報
を
活
用
す
る
た
め
に
は
、
利
用
者
側
が
、

ま
ず
著
作
者
の
存
在
を
尊
重
し
て
利
用
の
仕

方
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
方
向
に

向
か
っ
た
。
以
下
、
児
童
の
感
想
で
あ
る
。

「
人
の
作
っ
た
も
の
を
勝
手
に
ま
ね
す
る
と
、

ト
ラ
ブ
ル
の
も
と
に
な
る
の
で
、
許
可
を
と

る
こ
と
や
で
き
る
だ
け
自
分
で
考
え
る
姿
勢

が
大
事
だ
と
思
い
ま
し
た
。」「
今
ま
で
の
自

分
は
、
著
作
権
を
守
っ
て
い
な
か
っ
た
ん
だ

と
思
い
ま
し
た
。」「
参
考
に
す
る
の
は
い
い

け
れ
ど
、
自
分
の
作
品
と
し
て
発
表
す
る
の

は
い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。」

第
一
時
の
実
践
で
は
、
利
用
者
と
し
て
の

立
場
か
ら
、
自
分
と
著
作
権
と
の
在
り
方
を

考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

○
学
級
活
動
（
自
作
教
材
②
）

第
二
時
で
は
、
導
入
で
自
作
教
材
を
範
読

し
、
著
作
者
の
心
情
を
考
え
さ
せ
た
後
、
第

一
時
の
児
童
の
感
想
文
か
ら
問
題
提
起
を
図

っ
た
り
、
学
校
生
活
に
関
わ
る
著
作
権
の
問

題
の
事
例
を
挙
げ
た
り
し
な
が
ら
（
文
化
庁

デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
「
著
作
権
教
育
５
分

間
の
使
い
方
」
活
用
）、
理
解
を
深
め
て
い
っ

た
。
以
下
、
児
童
の
感
想
で
あ
る
。「
著
作
者

の
喜
ぶ
気
持
ち
や
不
安
な
気
持
ち
を
考
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。」「
人
が
頑
張
っ
て
作

っ
た
も
の
を
楽
を
し
て
コ
ピ
ー
す
る
の
は
だ

め
。
作
っ
た
人
の
気
持
ち
を
考
え
て
！
」「
私

た
ち
の
絵
、
作
文
、
詩
な
ど
に
も
著
作
権
が

あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。」

第
二
時
の
実
践
で
は
、
法
的
根
拠
を
学
び
、

著
作
権
を
大
切
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
思
い

を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。

○
道
徳
科
（「
の
り
づ
け
さ
れ
た
詩
」　
『
新
・

み
ん
な
の
道
徳　

６
』
学
研
）

第
三
時
で
は
、
広
く
著
作
権
を
考
え
る
た

め
、
図
書
を
題
材
と
し
た
教
材
を
用
い
て
、

思
考
力
・
判
断
力
を
よ
り
高
め
る
こ
と
を
ね

ら
い
と
し
た
実
践
を
行
っ
た
。
以
下
、
児
童

の
感
想
で
あ
る
。「
人
の
ま
ね
ば
か
り
し
て

い
た
ら
自
分
の
成
長
に
つ
な
が
ら
な
い
と
思

い
ま
し
た
。」「
人
の
作
品
を
写
す
の
は
よ
く

な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
自
分
の
作
品

に
は
な
ら
な
い
し
、
悩
み
や
後
悔
が
ず
っ
と

心
に
残
る
か
ら
で
す
。」

第
三
時
は
、
内
容
項
目
（
正
直
、
誠
実
）

で
授
業
を
行
っ
た
が
、
多
く
の
児
童
が
著
作

権
問
題
か
ら
生
じ
る
著
作
者
や
利
用
者
の
心

情
を
考
え
な
が
ら
自
分
事
と
し
て
振
り
返
っ

て
い
た
。
こ

れ
ま
で
多
面

的
・
多
角
的

に
考
え
、
心

情
面
と
知
識

面
の
両
面
で

ア
プ
ロ
ー
チ

し
て
き
た
こ

と
が
功
を
奏

し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
後
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
た
社
会
科
の
学
習
で
は
、
参
考
図
書
や

引
用
を
明
ら
か
に
す
る
な
ど
、
著
作
権
を
尊

重
す
る
態
度
が
著
し
く
向
上
し
た
。

さ
ら
に
、
よ
り
確
か
な
実
践
に
す
る
た
め

に
次
の
点
を
大
切
に
し
た
い
。
①
児
童
に
気

付
か
せ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
ベ
ー
ス
と
し
た

道
徳
科
学
習
の
指
導
観
を
確
認
す
る
こ
と
。

②
教
科
横
断
的
な
学
び
を
継
続
し
、
本
単
元

の
学
習
と
つ
な
げ
る
こ
と
。
③
事
例
の
選
択

は
、
学
習
中
の
児
童
の
発
言
や
感
想
文
、
学

級
の
実
態
を
考
慮
す
る
こ
と
。
④
学
校
は
著

作
物
の
宝
庫
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
教
師

自
身
が
著
作
権
リ
テ
ラ
シ
ー
を
磨
く
こ
と
。

お
わ
り
に

と
も
す
る
と
、
指
導
が
即
効
性
の
み
を
目

指
し
た
も
の
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か

し
、
情
報
モ
ラ
ル
を
始
め
と
す
る
心
の
教
育

は
、
地
道
に
継
続
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
本
単
元
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
情
報

モ
ラ
ル
の
ト
ピ
ッ
ク
を
各
教
科
・
領
域
か
ら

適
切
に
掘
り
起
こ
し
て
、
今
後
の
指
導
に
つ

な
げ
て
い
き
た
い
。

�

（
す
ぎ
た
に　

よ
し
か
ず
）

役割演技の様子



　

各地の学校と交流し、住み続けられる町づくりを考える

　私たち教員は、子どもたちが社会で活躍する時代を見据
え、学びがどう「生きる力」につながるのかを考え、子ど
もたちが知的好奇心を持つことができる授業の開発に取り
組まなければならない。
　そこで、学びとは「新しい価値との出会い」と位置づけ、 
日本各地の学校とオンラインでつながり、「学びの交流プ
ラットフォーム」を形成し、互いの学びを深め合うことを
目的とした「FURUSATO MIRAI MEETING」をスター
トした。
　この「学びの交流プラットフォーム」では、各校が
SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けた教育活動を
展開し、オンラインで交流しながら、何が必要なのか、ど
んなことで協力し合えるのかを考えてきた。
　例えば、2021年７月に４校（奈良県奈良市立都

つ
祁
げ

小学
校、平城小学校、辰市小学校、鹿児島県屋久島町立安房小
学校）で行った「FURUSATO MIRAI MEETING 2021 
1st」では、残留塩素やpH、軟水硬水の数値を測り、各
地域の水の状況を比べ、きれいな水を海まで届けるにはど
うしたらよいかを考えた。
　２学期には、鹿児島県龍郷町立赤徳小中学校や屋久島町
立一湊小学校と交流を行った。中流の川で捨てられたごみ
をウミガメが食べ、死んでいることを知り、ごみ拾いをし

⃝「FURUSATO MIRAI MEETING」開催の目的と経緯

たり、ごみを捨てないように呼びかけるために、PR動画
を作成したりした。
　また、東京都小笠原村立母島小中学校との交流では、消
防署や奈良県の河川課の方から学んだ災害のことを伝えた。
この交流で、母島小中学校では津波を意識した防災につい
て学んでいることを知り、海のない奈良県に住む子どもた
ちにとっては、とても新鮮な学びとなった。
　３学期には、北海道斜里町立朝日小学校と交流を行った。
子どもたちは、自分たちの町にはない雄大な自然や、自分
たちの町と同じように地域で受け継がれている伝統文化

「しれとこ斜里ねぷた」について学ぶことができた。
　学校外の関係機関ともオンラインによる学びの場を設定
してきた。奄美野生生物保護センターからは、アマミノク
ロウサギの保護について、白神山地世界遺産センターから
は、豊かな森を守るために大切なことなどを教えてもらっ
た。さまざまな機関の方々と複数の学校と共に、オンライ
ンによる学びの場を設定し、その都度互いにできることを
考え合ってきた。
　こうした交流を経て、１年間の学びの発表の場として、

「FURUSATO MIRAI MEETING 2021 3rd　住み続け
られる町づくりを」を開催した。

第 10 回連載連載

FURUSATO MIRAI MEETING

 奈良県奈良市立辰市小学校　教頭　岸下哲史

各地の学校や関係機関をオンラインでつなぎ、交流した。

各校スライドや映像を活用し、工夫を凝らした発表を行った。
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・�奈良県奈良市立椿
つば
井
い
小学校�

「わたしの町の世界遺産　～そして未来へ～」
　町のPR動画を作成し、動画のQRコードをつけたポス
ターを作成。奈良交通とコラボし、市内循環のバスにポス
ターをはり発信した。子どもたちが町を盛り上げた。
・龍郷町立赤徳小中学校�「奄美のよさを伝えよう！」
　学校のすぐ裏にある砂浜、島唄、郷土料理……。子ども
たち一人一人が誇りに思う、奄美のよさを余すことなく伝
えた。オンラインで奄美三線の生演奏を披露してくれた。
・屋久島町立安房小学校、奈良市立平城小学校
　�「安房小・平城小コラボチャレンジ　～屋久島と奈良が
手を結びプラスチック汚染を解決しよう～」

　屋久島の海と奈良の河川の課題をオンラインで伝え合い、
その解決に向けて、ごみ拾いや調査など、共に考え行動し
た。こうして得た学びを基に世の中へ提案を行った。

・斜里町立朝日小学校「しれとこ斜里ねぷた祭」
　斜里町と青森県弘前市との友好都市盟約がきっかけで始
まった「しれとこ斜里ねぷた祭」。ねぷたの絵や楽器演奏
に挑戦したことを発表した。
・小笠原村立母島小中学校「母島の海から考えるSDGs」
　さまざまな国から流れ着く大量の海洋プラスチック。海
岸の清掃作業を通して、海のごみ問題に国境はないことに
気が付いた。
・奈良市立辰市小学校「住み続けられる町づくり」
　私たちが幸せに暮らすためにはどうすればよいか問い続

⃝各校の発表 けた１年間。フィールドワークやさまざまな人との出会い
の中で得た答えと、明日への提案を行った。

　辰市小学校の児童は、さまざまな学校や企業、関係機関
との交流、そして何より五感で感じられる体験学習を通し
て、「住み続けられる町づくり」について考えてきた。こ
うした学びを通して児童の心は大きく変化してきた。
　そして自分たちにできる第一歩として、登校中や放課後、
自主的にごみ拾いを始めた。
　また、各校それぞれに学んできたことの共通項として、
マイクロプラスチックの問題があると考え、交流している
学校にペットボトルのごみを集めることを呼びかけた。各
校は集めたペットボトルを小さく切り、ペットボトルをリ
サイクルしてレコードを製作している FISHVOXの宮尾
さんに届けた。
　完成したペットボトルレコードに刻まれた音楽は、３月
に閉校する奈良県吉野町立吉野小学校の校歌。今回の

「FURUSATO MIRAI MEETING」で も 交 流 す る 予 定
だった。「閉校しても、自分たちが大切にしてきた地域の
誇りはいつまでも心のメロディーとして流れ続ける」そん
なメッセージを込めて、レコード製作を児童と共に決めた。
　 レ コ ー ド か ら 流 れ る 吉 野 小 学 校 の 校 歌 を 聴 き、

「FURUSATO MIRAI MEETING 2021 3rd　住み続け
られる町づくりを」は幕を閉じた。

　2002年度から2020年度に発生した廃校の延べ数は
8,580校（文部科学省、2021年５月１日時点）。学校を
中心に同心円状に築かれた地域の文化が失われつつある。
　こうした状況の中で、恵み豊かで持続可能な生活のため
に、脈々と受け継がれてきた地域の文化を大切にし、身近
な課題の解決に取り組むESDは大変重要になってきている。
　このことを念頭に、屋久島や奈良市の学校では地域を学
びのフィールドに、さまざまな学習課題に取り組んでいる。
その学びを学校という閉ざされた空間で終わらせるのでは
なく、他の地域の学校と交流する中で多面的に捉えること
が、より探究的な学びにつながると考える。屋久島と奈良
市で始まった交流を伝えながら、各地の学校に学びの交流
を依頼したことで、その輪はどんどん広がった。
　GIGAスクール構想以前では考えられなかった、オンラ
インでつながり共に学び合える教育こそが、新しい時代を
切り拓く生涯学習であり、知の循環型社会の構築につな
がっていくのではないかと期待している。今後も新しい
チャレンジをチームで重ねていきたい。

⃝クロージングセレモニー　ペットボトルレコード鑑賞

⃝おわりに

細かく刻んだペットボトルのキャップからレコードを製作した。
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あ
ら
す
じ

　
動
物
園
職
員
の
元
さ
ん
は
、
幼
い

姉
弟
の
思
い
を
優
先
し
、
規
則
を
破

っ
て
姉
弟
を
入
園
さ
せ
た
。

　

そ
の
結
果
、
母
親
か
ら
は
感
謝

の
、
園
か
ら
は
懲
戒
処
分
と
い
う
二

通
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
。

　
二
通
の
手
紙
を
読
ん
だ
元
さ
ん
は
、

晴
れ
晴
れ
と
し
た
顔
で
職
を
辞
し
、

動
物
園
を
去
っ
て
い
っ
た
。

オ
ン
ラ
イ
ン
で

開
催
さ
れ
る

研
究
授
業
が

増
え
て
き
た
ね
。

中
学
三
年
生
で

「
二
通
の
手
紙
」

を
扱
う

道み
ち

枝え

先
生
の
授
業
を

見
て
み
よ
う
か
な
。

も
し
学
校
に
き
ま
り
が

な
か
っ
た
ら
、
み
な
さ
ん
は

ど
う
し
ま
す
か
？

主
題
へ
の
問
題
意
識
を

高
め
る
面
白
い

問
い
か
け
だ
な
あ
。

規
則
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の

経
験
を
聞
い
た
り
、

な
く
て
も
よ
い
と
思
う

学
校
の
き
ま
り
を

考
え
た
り
し
て
も
い
い
ね
。

「
き
ま
り
や
規
則
は
何
の
た
め
に

あ
る
の
だ
ろ
う
。」
と
い
う
学
習
課
題
を

設
定
し
て
、
次
は
教
材
提
示
だ
ね
。

（
遵
法
精
神
、
公
徳
心
）

ま
ず
、
二
通
の
手
紙
を
受
け
取
る

ま
で
を
読
ん
で
、
後
半
は
後
か
ら

提
示
す
る
方
法
も
あ
る
よ
。

連載16回　中学校の授業づくり編
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
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①
姉
弟
を
入
園
さ
せ
た
元
さ
ん

を
見
て
、
佐
々
木
さ
ん
は
ど

う
思
っ
た
で
し
ょ
う
。

②
姉
弟
の
母
親
か
ら
の
手
紙
を

見
せ
ら
れ
て
、
佐
々
木
さ
ん

は
ど
う
思
っ
た
で
し
ょ
う
。

❸
（
中
心
発
問
）
二
通
の
手
紙

を
前
に
、
元
さ
ん
が
考
え
さ

せ
ら
れ
た
の
は
ど
ん
な
こ
と

で
し
ょ
う
。

④
こ
の
話
か
ら
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
自
分
に
生
か
せ
る
で

し
ょ
う
。

発
問
例

発
問
は
、
場
面
ご
と
に

佐
々
木
さ
ん
や
元
さ
ん
の
心
情
を

問
う
の
も
一
例
だ
け
ど
、

道
枝
先
生
は
ど
う
す
る
の
か
な
。

も
し
み
ん
な
が
元
さ
ん
だ
っ
た
ら

姉
弟
を
入
園
さ
せ
て
あ
げ
ま
す
か
？　

そ
れ
と
も
断
り
ま
す
か
？

ま
ず
は
タ
ブ
レ
ッ
ト
に

自
分
の
意
見
を

入
力
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

こ
れ
が
道
枝
先
生
の

中
心
発
問
だ
ね
。

タ
ブ
レ
ッ
ト
を
使
っ
て

ど
う
や
っ
て

話
し
合
う
ん
だ
ろ
う
？

ま
ず
自
分
の
考
え
と
近
い
人
と
話
し
合
い
、

そ
の
後
に
考
え
が
異
な
る
人
と

話
し
合
う
み
た
い
だ
よ
。

タ
ブ
レ
ッ
ト
に
入
力
す
る
こ
と
で

自
分
の
考
え
が
明
確
に
な
る
し
、

ほ
か
の
人
の
考
え
も
ひ
と
目
で

分
か
る
ん
だ
ね
。

断る入園
させる
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今
日
は
姉
弟
に
と
っ
て

特
別
な
日
。
姉
弟
の
願
い
を

か
な
え
て
あ
げ
た
い
な
。

で
も
、
幼
い
子
ど
も

だ
け
で
危
険
じ
ゃ

な
い
か
な
。

「
教
師
と
生
徒
」
か
ら

「
生
徒
同
士
」
の
対
話
へ
の

転
換
か
。

勉
強
に
な
っ
た
な
あ
。

最
後
に
、
今
日

考
え
た
こ
と
を

ア
ン
ケ
ー
ト
フ
ォ
ー
ム
に

入
力
し
ま
し
ょ
う
。

次
回
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
の

扱
い
方
に
つ
い
て
ご
紹
介
！

そ
の
う
ち
、
道
枝
先
生
と

オ
ン
ラ
イ
ン
で
共
同
授
業

で
き
る
と
い
い
ね
。

生
徒
同
士
で

対
話
が

進
ん
で
い
る
ね
。

特
に
中
学
校
で
は
、

先
生
は
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー

と
し
て
、
生
徒
た
ち
の

対
話
を
深
め
る
役
割
が

求
め
ら
れ
る
よ
。

動
物
園
で
楽
し
く

安
全
に
過
ご
し
て

も
ら
う
た
め
に
、

規
則
は
必
要
だ
と
思
う
。
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