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❖ 

ま
え
が
き

　

こ
の
本
を
書
い
て
い
る
間
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
人
類
を
襲
い
ま
し
た
。

　

世
界
中
の
経
済
活
動
が
著
し
く
停
滞
す
る
中
で
、
い
つ
終
焉
す
る
と
も
分
か
ら
な
い
異
常
事
態
に
人
類
は
懸
命
に
打

開
策
を
模
索
し
て
い
る
状
況
で
す
。

　

人
類
史
に
残
る
よ
う
な
こ
の
大
災
害
を
誰
が
予
測
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。

　

未
来
は
本
当
に
「
予
測
困
難
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

令
和
二
年
度
か
ら
全
面
実
施
さ
れ
た
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
「
予
測
困
難
な
変
化
」
に

主
体
的
に
向
き
合
い
、
他
者
と
協
働
し
な
が
ら
課
題
を
解
決
し
、
新
し
い
価
値
を
創
造
し
、
よ
り
よ
い
社
会
と
幸
福
な

人
生
の
創
り
手
と
な
る
た
め
の
資
質
・
能
力
の
育
成
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
役
割
を
学
校
だ
け
に
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
学
校
と
社
会
が
連
携
・
協
働
し
な
が
ら
、
子
ど
も
や
学

校
に
関
わ
る
全
て
の
大
人
が
、
学
習
指
導
要
領
を
幅
広
く
共
有
し
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
様
で
質
の
高
い
学
び

を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
学
習
指
導
要
領
の
理
念
に
、
私
は
大
い
に
賛
同
し
て
お
り
、
学
校
の
先
生
方
は
も
ち
ろ
ん
、
学
校
外
の

多
く
の
方
々
に
も
そ
れ
を
伝
え
た
い
と
考
え
、
私
な
り
の
解
釈
を
も
と
に
ス
ト
ー
リ
ー
漫
画
に
仕
立
て
ま
し
た
。
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初
巻
の
『
ま
ん
が
で
知
る
未
来
へ
の
学
び
』
で
は
新
し
い
社
会
へ
対
応
す
る
新
教
育
課
程
の
理
念
を
解
説
し
ま
し
た
。

　

第
２
巻
の
『
ま
ん
が
で
知
る
未
来
へ
の
学
び
２
』
で
は
、「
自
ら
考
え
主
体
的
に
行
動
し
て
責
任
を
も
っ
て
社
会
変

革
を
実
現
す
る
力
」
に
つ
い
て
、
教
師
の
協
働
す
る
姿
を
通
し
て
描
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
第
３
巻
に
あ
た
る
本
書
は
、
一
人
一
人
が
社
会
の
形
成
者
と
し
て
新
し
い
価
値
を
創
造
し
て
い
く
姿
を
描

い
た
も
の
で
あ
り
、
物
語
の
完
結
編
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、各
章
の
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
「
未
来
の
教
育
を
考
え
る
教
養
書
」
と
い
う
コ
ラ
ム
を
も
う
け
ま
し
た
。
き
っ
と
、

こ
れ
か
ら
の
教
育
を
考
え
て
い
く
上
で
大
変
参
考
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
書
の
シ
リ
ー
ズ
の
一
部
を
コ
ピ
ー
し
て
研
修
会
・
研
究
会
等
で
参
加
者
に
資
料
と
し
て
配
布
し
て
も
よ
い

か
と
い
う
問
い
合
わ
せ
を
よ
く
い
た
だ
き
ま
す
。
出
典
さ
え
明
記
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
問
題
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
自

由
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
画
像
の
一
部
引
用
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
本
書
が
多
く
の
人
に
役
立
つ

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
作
者
と
し
て
大
変
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
田
康
裕
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　町
の
衰
退
を
防
ぐ
た
め
に
活
性
化
を
模
索
す

る
薬
苑
町
。中
学
校
に
は
タ
ブ
レ
ッ
ト
型
端
末
が

整
備
さ
れ
る
。そ
こ
に
大
学
院
生
の
黒
髪
森
炎
が

実
習
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。美
術
の
時
間
の
ポ

ス
タ
ー
制
作
の
た
め
に
町
を
歩
き
回
っ
た
子
ど

も
た
ち
は
、廃
墟
に
な
り
か
け
て
い
る「
ふ
る
さ

と
学
舎
」の
姿
を
見
て
さ
び
れ
ゆ
く
町
の
現
状
に

気
づ
く
。し
か
し
、「
自
分
た
ち
に
は
ど
う
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
」と
あ
き
ら
め
て
い
た
。

　商
店
街
の
本
屋
の
店
主
で
あ
る
音
無
元
気
は

町
の
活
性
化
を
願
っ
て
い
る
が
、町
づ
く
り
協
議

会
の
古
井
会
長
と
意
見
が
合
わ
ず
に
対
立
。赤
字

経
営
の
限
界
を
感
じ
て
引
っ
越
し
を
決
意
す
る
。

　変
化
を
嫌
っ
て「
例
年
ど
お
り
」で
過
ご
し
て

し
ま
う
学
校
と
自
分
自
身
の
在
り
方
に
疑
問
を

感
じ
た
竜
南
は
、総
合
的
な
学
習
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
改
善
を
提
案
。教
職
員
は
激
し
い
対
立
を
乗
り

越
え
て
、一
致
協
力
し
て
内
容
を
一
新
さ
せ
る
。

　一
方
、優
藤
が
作
っ
た
町
の
ポ
ス
タ
ー
に
心
を

動
か
さ
れ
た
町
の
高
齢
者
た
ち
は
、「
ふ
る
さ
と

学
舎
」の
復
活
に
乗
り
出
し
始
め
た
。

非常勤講師
  き   ら りょうすけ

吉良良介(53)

教務主任・音楽教師
  ま か せ た よ

麻加瀬多代(51)

学年主任・社会教師
む り だ や めろう

無理田矢目郎(45)

2年1組生徒
ゆうとうひで み

優藤秀美(14)

2年1組生徒
な げ やり お

奈毛槍男(14)

2年1組生徒
つめこみ つとむ

爪込 勉(14)

2年1組生徒
おとなししず か

音無静香(14)

師弟

大学の同級生

教職大学院生
くろかみしんえん

黒髪森炎(23)

音無書店店主
おとなしげんき

音無元気(42)

まちづくり協議会会長
ふる い かた お

古井固男(74)

竹細工職人
がん こ げんぞう

岩個厳三(74)

白川大学

薬苑町地域社会

対立親子

孫と
祖母

無職
あ あ と さく こ

阿亜斗作子(82)

女性部長
いんて り か こ

印手理佳子(74)

ここまでの
おもな登場人物とあらすじ

無職
つぶや き かくこ

粒屋木書子(78)

無職
　な げ よし え

奈毛良江(77)

美術教師
さくらやま

桜山さやか(32)

校長
   お    だ    や     か    な

小田矢香奈(53)

教頭
  き まりまもろう

木鞠守朗(52)

薬苑中学校

国語教師
りゅうなんかつろう

竜南勝郎(40)

8



第1章
問いを見いだす
自ら課題や問いを見いだすことの意義



1010





1212



1313



















2222



2323





2525



262626

　

漫
画
の
中
で
森
炎
君
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
学
習
と
い
う
方
法
で
授
業
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
学
習

と
は
、
学
習
者
が
決
め
ら
れ
た
期
間
内
に
、
調
査
研
究
、
も
の
づ
く
り
、
演
劇
と
い
っ
た
共
通
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
チ
ー
ム
を
構
成
し
て
取
り
組
み
、
そ
の
過
程
の
中
で
様
々
な
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て
話
し
合
い
な
が
ら
、
必
要
な
知

識
や
ス
キ
ル
を
獲
得
し
て
い
く
「
探
究
型
の
学
習
」
の
一
つ
で
す
。

　

未
来
が
不
透
明
に
な
っ
て
き
て
い
る
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
従
来
の
工
業
社
会
で
求
め
ら
れ
た
画
一
的
な
学
力
で

は
な
く
、
集
団
の
知
恵
を
生
み
出
す
た
め
に
協
働
し
て
問
題
を
解
決
す
る
よ
う
な
学
力
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
テ
ス
ト
の
得
点
で
計
れ
る
「
結
果
と
し
て
の
学
力
」
で
は
な
く
、
高
い
目
標
に
向
か
っ

て
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
学
び
を
深
め
て
い
く
た
め
の
「
学
び
に
向
か
う
力
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
力
を
育
て
る
た
め
に
は
、
与
え
ら
れ
た
問
題
を
解
決
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
課
題
や
問
い
を
見
い
だ

し
て
探
究
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
に
価
値
あ
る
も
の
を
創
造
し
て
い
く
よ
う
な
学
習
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
過

程
の
中
で
、
子
ど
も
た
ち
は
「
学
び
に
向
か
う
力
」
を
高
め
、「
多
様
な
ス
キ
ル
」
を
身
に
付
け
、
人
間
的
に
成
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

	
問
い
を
見
い
だ
す

解説1
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◉	

自
ら
課
題
や
問
い
を
見
い
だ
す
こ
と
の
意
義

　

漫
画
の
中
で
優
藤
さ
ん
は
、「
な
ぜ
、
ふ
る
さ
と
学
舎
は
さ
び
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

の
プ
ロ
の
人
た
ち
が
考
え
た
は
ず
な
の
に
…
…
。」
と
い
う
問
い
を
見
い
だ
し
ま
す
。

　

優
藤
さ
ん
の
こ
の
「
問
題
の
発
見
」
が
「
問
題
の
解
決
」
へ
と
向
か
う
学
習
に
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

 「
問
題
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
独
立
研
究
者
・
著
作
家
で
あ
る
山
口
周
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
※

　

問
題
解
決
の
世
界
で
は
、「
問
題
」
を
「
望
ま
し
い
状
態
と
現
在
の
状
況
が
一
致
し
て
い
な
い
状
況
」
と
定
義

し
ま
す
。「
望
ま
し
い
状
態
」
と
「
現
在
の
状
態
」
に
「
差
分
」
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
を
「
問
題
」
と
し
て
確
定

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
「
望
ま
し
い
状
態
」
が
定
義
で
き
な
い
場
合
、
そ
も
そ
も
問
題
を
明
確
に
定
義
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
あ
り
た
い
姿
」
を
明
確
に
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
主
体
に
は
、
問
題

を
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

教
師
が
常
に
問
題
を
出
す
授
業
で
は
、
子
ど
も
た
ち
は
「
あ
り
た
い
姿
を
描
く
主
体
」
に
は
な
り
得
ま
せ
ん
。
常
に

理
想
の
状
態
を
思
い
描
く
よ
う
な
「
構
想
力
」
を
高
め
る
た
め
に
は
、
子
ど
も
た
ち
自
ら
が
課
題
や
問
い
を
見
い
だ
す

よ
う
な
学
習
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。

※　

山
口
周
著
『
ニ
ュ
ー
タ
イ
プ
の
時
代
―
―
新
時
代
を
生
き
抜
く
24
の
思
考
・
行
動
様
式
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
２
０
１
９
年
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　著者の苫野一徳氏は教育哲学の研究者であり、熊本大学の私の同僚でもありま

す。本質に基づいた著者の主張は、前例踏襲主義に陥りやすい教育界に新鮮に響く

ものがあり、従来の日本の教育を見直すきっかけともなっています。

　本書は３部構成になっており、第Ⅰ部では、「学びの個別化・協同化・プロジェクト

化」を中心にして、「『よい』学び」について、第Ⅱ部では、学校空間と教師の資質につ

いて触れながら「『よい』学校」について、第Ⅲ部では、教育からつくる社会の構想とビ

ジョンについて「『よい』社会」について、それぞれ具体的に考えていきます。

　とかく「ゆとり教育、是か非か」といった二項対立的な不毛な議論に陥りがちな教育

の世界において、多くの人々が関わり合って未来の教育を考えていくための哲学的視

座を与えてくれる良書です。

教育の力
苫野一徳

（講談社現代新書）
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