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「
技
術
」と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。例
え
ば
、「
操
作
技
術
」、「
調
理
技
術
」、「
先

端
技
術
」と
い
う
日
本
語
を
、あ
る
和
英
辞
典
を

使
っ
て
英
訳
す
る
と
、「O

peration technique

」

１ 

は
じ
め
に

２ 「
技
術
」と
は

　

新
学
習
指
導
要
領
が
公
示
さ
れ
、１
年
が
た
っ

た
。学
習
指
導
要
領
解
説
も
、昨
年
の
６
月
に
は

W
e
b
上
で
公
開
さ
れ
、各
地
で
こ
れ
に
基
づ
い
た

研
修
等
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　

学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
た
場
合
、ど
う
し

て
も
内
容
の
変
更
点
等
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。し
か
し
、今
回
の
改
訂
で
は
こ
の
教
科
が
目
指

す
目
標
も
変
更
さ
れ
て
お
り
、そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

意
図
が
あ
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
、新
学
習
指

導
要
領
に
お
け
る
授
業
を
考
え
る
基
本
と
な
る
。そ

こ
で
本
稿
で
は
、新
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、技

PROFILE
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CHAPTER

01

術
分
野
全
体
の
目
標
と
し
て
示
さ
れ
た「
技
術
に

よ
っ
て
よ
り
よ
い
生
活
や
持
続
可
能
な
社
会
を
構

築
す
る
資
質
・
能
力
」が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ

の
か
を
、過
去
の
学
習
指
導
要
領
な
ど
も
踏
ま
え
て

解
説
し
、こ
の
教
科
が
目
指
す
も
の
へ
の
共
通
理
解

を
図
り
た
い
と
考
え
る
。

技
術
に
よ
っ
て

よ
り
よ
い
生
活
や
持
続
可
能
な

社
会
を
構
築
す
る
資
質
・
能
力
の

育
成
を
目
指
す
技
術
分
野

「Cooking skill

」「Advanced technology

」

と
な
っ
た
。つ
ま
り
、普
段
の
生
活
の
中
で
、私
た
ち

は「
テ
ク
ニ
ッ
ク
」「
ス
キ
ル
」「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」と
い

う
異
な
る
意
味
を
す
べ
て「
技
術
」と
い
う
言
葉
で

表
現
し
て
い
る
。で
は
、こ
の
中
で
、技
術
分
野
で
扱

う「
技
術
」は
ど
れ
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

技
術
・
家
庭
科
と
い
う
教
科
名
の
英
訳
を
ご

存
じ
だ
ろ
う
か
。現
在
、文
部
科
学
省
の
Ｗ
ｅ
ｂ 

ペ
ー
ジ
で
は
、仮
の
訳
で
は
あ
る
が
、英
語
版
の
現

行
学
習
指
導
要
領
を
公
開
し
て
い
る
。そ
こ
で
は

技
術
・
家
庭
科
は「Technology and H

om
e 

Econom
ics

」つ
ま
り
、技
術
分
野
は「
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
」と
示
し
て
い
る
。し
か
し
、い
く
つ
か
の
和
英

2
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こ
こ
に
示
し
た
よ
う
に
平
成
20
年
の
学
習
指
導

要
領
で
は
分
野
目
標
で
す
ら「
ス
キ
ル
」と「
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
」と
い
う
異
な
る
意
味
で「
技
術
」が
使
わ
れ

て
い
た
。

　

こ
こ
に
示
し
た
よ
う
に
、今
回
の
学
習
指
導
要

領
で
は
、目
標
と
す
る
資
質
・
能
力
を
他
教
科
と
同

様
に
※
３
つ
の
柱
で
示
す
こ
と
に
し
た
こ
と
か
ら
、

生
徒
に
身
に
付
け
さ
せ
る
も
の
は「
技
術
」で
は
な

く
、「
技
能
」と
表
記
し
て
い
る
。「
技
術
に
よ
っ
て
」の

「
技
術
」は「
習
得
で
き
る
技
能
」と
は
違
う
も
の
で

あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

日
本
の
職
人
と
よ
ば
れ
る
方
々
の
高
度
な
技
は
、

世
界
的
に
も
有
名
で
あ
り
、日
本
の
工
業
製
品
等
の

品
質
を
支
え
て
い
る
例
も
多
く
、日
本
の
技
術
教
育

と
し
て
取
り
あ
げ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
。し
か
し
、

そ
の
重
要
性
か
ら「
技
術
」と「
技
」の
区
別
を
せ
ず

に
指
導
さ
れ
て
い
る
例
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。

　

例
え
ば
、柱
を
つ
な
ぐ「
木
組
み
」を
例
に
し
て
み

る
。ど
の
よ
う
に
接
い
で
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
な

ど
、そ
れ
を
実
現
す
る「
技
」ば
か
り
が
注
目
さ
れ
が

ち
で
あ
る
が
、本
来
は
、短
い
材
料
し
か
な
い
状
況

で
、一
本
の
長
い
材
料
と
同
じ
強
度
を
持
た
せ
る
こ

と
や
、腐
食
し
た
柱
を
、強
度
を
維
持
し
つ
つ
、さ
ら

に
修
理
の
し
や
す
さ
ま
で
配
慮
し
て
、一
部
を
交
換

す
る
と
い
っ
た
こ
と
の
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た「
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
」で
あ
る
。一
方
、こ
の
よ
う
な
木
組
み

が
日
本
で
発
達
し
た
の
は
、木
材
の
性
質
を
踏
ま
え

て
正
確
な
加
工
を
行
う
こ
と
の
で
き
る「
緻
密
な
も

の
づ
く
り
の
技（
わ
ざ
）」が
あ
っ
て
こ
そ
で
あ
る
。

辞
典
で
調
べ
て
み
る
と
、「industrial arts and 

hom
em

aking

」「technical arts and hom
e 

econom
ics

」な
ど
が
で
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。こ

こ
で
の「arts
」は
多
く
の
日
本
人
は「
芸
術
」と

訳
す
言
葉
で
あ
る
。こ
れ
は
、こ
の
教
科
を
新
設

す
る
際
に
、当
時
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
た

「industrial arts

」を
参
考
に
し
た
と
い
う
こ
と

も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、教
科
名
の
英
訳
だ
け
を
見

た
と
き
、こ
の
教
科
が
中
心
と
し
て
学
ん
で
い
る
も

の
が「
工
芸
」で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
誤
解
を

招
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、技
術
分
野
と
し
て
学
ぶ

「
技
術
」が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
明
確
に

す
る
た
め
に
、今
回
の
改
訂
で
は
次
の
よ
う
な
配
慮

を
し
て
い
る
。

「
技
術
」と「
技
能
」

「
技
術
」と「
技︵
わ
ざ
︶」

PROFILE

①
技
術
分
野
目
標（
平
成
20
年
学
習
指
導
要
領
）

　
も
の
づ
く
り
な
ど
の
実
践
的・体
験
的
な
学
習
活
動
を
通
し

て
、材
料
と
加
工
、エ
ネ
ル
ギ
ー
変
換
、生
物
育
成
及
び
情
報
に

関
す
る
基
礎
的・基
本
的
な
知
識
及
び
技
術
を
習
得
す
る
と
と

も
に
、技
術
と
社
会
や
環
境
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
理
解
を

深
め
、技
術
を
適
切
に
評
価
し
活
用
す
る
能
力
と
態
度
を
育
て

る
。

英
語
版
分
野
目
標（
仮
訳
）

To enable students to acquire fundam
ental 

and
 b

asic kno
w

led
ge and

 skills related 
to m

aterials and their processing, energy 
co

nversio
n, nurturing living things and 

②
技
術
分
野
目
標（
平
成
29
年
学
習
指
導
要
領
）

　

技
術
の
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
、も
の
づ
く
り
な
ど
の
技

術
に
関
す
る
実
践
的・体
験
的
な
活
動
を
通
し
て
、技
術
に
よ
っ

て
よ
り
よ
い
生
活
や
持
続
可
能
な
社
会
を
構
築
す
る
資
質・能

力
を
次
の
と
お
り
育
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

（
１
）生
活
や
社
会
で
利
用
さ
れ
て
い
る
材
料
、加
工
、生

物
育
成
、エ
ネ
ル
ギ
ー
変
換
及
び
情
報
の
技
術
に
つ
い
て

の
基
礎
的
な
理
解
を
図
る
と
と
も
に
、そ
れ
ら
に
係
る

技
能
を
身
に
付
け
、技
術
と
生
活
や
社
会
、環
境
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。︿
以
下
略
﹀

inform
ation processing through practical 

and hands-on learning activities such as 
production (m

onodukuri), and to deepen 
und

erstand
ing the relatio

nship betw
een 

the technology and both society and the 
enviro

nm
ent, w

hile also
 fo

stering the 
ability and attitude to evaluate and utilize 
technology properly.

１

２

関
す
る
基
礎
的・基
本
的
な
知
識
及
び
技
術
を
習
得
す
る
と
と

も
に
、技
術
と
社
会
や
環
境
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
理
解
を

深
め
、技
術
を
適
切
に
評
価
し
活
用
す
る
能
力
と
態
度
を
育
て

and
 b

asic kno
w

led
ge and

 skills related 

the technology and both society and the 

technology properly.

※　３つの柱とは
●「知識・技能」の習得
●「思考力・判断力・表現力等」の育成
●「学びに向かう力・人間性等」の涵

かんよう
養

のこと

3
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こ
の
よ
う
に
、「
技
術
」と「
技
」は
と
も
に
大
切
な

も
の
で
あ
る
が
、異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確

に
す
る
た
め
に
、次
の
よ
う
な
文
言
を
内
容
の
取
扱

い
に
示
し
て
い
る
。

　

様
々
な
意
味
で「
技
術
」と
い
う
言
葉
を
使
用
し

て
き
た
子
ど
も
た
ち
が
、技
術
分
野
の
学
習
を
通
し

て
、「
よ
り
よ
い
生
活
や
持
続
可
能
な
社
会
を
構
築

す
る
」た
め
の
技
術
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、

そ
の
概
念
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
も
技
術
分
野
の

役
割
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。

　

な
お
、解
説
に
示
し
た
技
術
の
説
明
は
、あ
く
ま

で
も
中
学
校
に
お
け
る
技
術
分
野
と
し
て
の
概
念

で
あ
り
、他
の
技
術
の
定
義
を
否
定
す
る
も
の
で
は

な
い
こ
と
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
「
技
術
に
よ
っ
て
」を「
何
か
を
つ
く
る
こ
と
」と
、

言
い
換
え
れ
ば「
も
の
づ
く
り
」と
と
ら
え
て
い
る
方

も
い
る
と
思
う
。先
に
示
し
た
よ
う
に
平
成
10
年
の

学
習
指
導
要
領
で
は
、「
も
の
づ
く
り
」そ
の
も
の
が

技
術
分
野
で
学
ぶ
内
容
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
。

　

し
か
し
、前
ペ
ー
ジ
上
段
①
の
平
成
20
年
の
学
習

指
導
要
領
で
は
実
践
的
・
体
験
的
な
学
習
活
動
の
一

例
と
な
っ
て
い
る
。そ
し
て
、目
標
の
解
説
に
、「
技

術
分
野
で
は
、科
学
的
な
知
識
等
を
踏
ま
え
て
計

画
・
設
計
し
、身
体
的
な
技
能
等
を
用
い
て
具
体
的

な
物
を
創
造
す
る
と
い
っ
た『
も
の
づ
く
り
』が
行
わ

れ
て
い
る
。」と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
設
計
・
計

画
」す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

今
回
の
改
訂
で
は
、分
野
目
標
の
表
現
は
変
わ
っ

て
い
な
い
が
、解
説
の
技
術
分
野
の
内
容
構
成
の
部

分
で
、技
術
分
野
の
目
標
と
す
る
資
質
・
能
力
を
育

　
「
技
術
論
」と
い
う
学
問
が
あ
る
よ
う
に
、技
術

の
定
義
に
関
し
て
多
く
の
研
究
者
が
取
り
組
ん
で

お
り
、統
一
は
で
き
な
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。し
か

し
、技
術
分
野
の
目
標
に「
技
術
に
よ
っ
て
」と
あ
る

以
上
、こ
の
教
科
に
お
け
る
技
術
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
を
生
徒
に
理
解
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。そ
の

た
め
に
、今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、各
内
容
に

「
技
術
の
概
念
を
理
解
」さ
せ
る
こ
と
を
指
導
事
項

と
し
て
示
し
、そ
れ
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
か
を
解
説
に
示
し
て
い
る
。例
え
ば
、内
容

「
Ａ 

材
料
と
加
工
の
技
術
」の
場
合
は
次
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

３ 

技
術
に
よ
っ
て

③
内
容
の
取
扱
い（
平
成
29
年
学
習
指
導
要
領
）

　
（
１
）内
容
の「
Ａ
材
料
と
加
工
の
技
術
」に
つ
い
て
は
、次
の

と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

⑤
技
術
分
野
目
標（
平
成
10
年
学
習
指
導
要
領
）

　

実
践
的
・
体
験
的
な
学
習
活
動
を
通
し
て
、も
の
づ
く
り
や

エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
及
び
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
活
用
等
に
関
す
る
基
礎

的
な
知
識
と
技
術
を
習
得
す
る
と
と
も
に
、技
術
が
果
た
す
役

割
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、そ
れ
ら
を
適
切
に
活
用
す
る
能
力

と
態
度
を
育
て
る
。

④
技
術
分
野
解
説（
平
成
29
年
学
習
指
導
要
領
）

　
内
容
Ａ(

３)
ア　
（
１
）に
つ
い
て
は
、我
が
国
の
伝
統
的
な
技
術
に
つ

い
て
も
扱
い
、緻
密
な
も
の
づ
く
り
の
技
な
ど
が
我
が

国
の
伝
統
や
文
化
を
支
え
て
き
た
こ
と
に
気
付
か
せ
る

こ
と
。

ア　

生
活
や
社
会
、環
境
と
の
関
わ
り
を
踏
ま
え
て
、技

術
の
概
念
を
理
解
す
る
こ
と
で
は
、技
術
に
は
光
と
影

が
あ
る
こ
と
や
、技
術
と
社
会
や
環
境
と
は
相
互
に
影

響
し
合
う
関
係
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、材
料
と
加
工

の
技
術
と
は
、人
間
の
願
い
を
実
現
す
る
た
め
に
、材
料

の
組
織
、成
分
、特
性
や
、組
み
合
わ
せ
る
材
料
の
構
造
、

加
工
の
特
性
等
の
自
然
的
な
制
約
や
、人
々
の
価
値
観

や
嗜
好
の
傾
向
な
ど
の
社
会
的
な
制
約
の
下
で
、開
発

時
、利
用
時
、廃
棄
時
及
び
障
害
発
生
時
等
を
想
定
し
、

安
全
性
や
社
会・産
業
に
対
す
る
影
響
、環
境
に
対
す
る

負
荷
、必
要
と
な
る
経
済
的
負
担
な
ど
の
折
り
合
い
を

付
け
、そ
の
効
果
が
最
も
目
的
に
合
致
し
た
も
の
と
な

る
よ
う
材
料
の
製
造
方
法
や
、必
要
な
形
状・寸
法
へ
の

成
形
方
法
等
を
考
案
、改
善
す
る
過
程
と
そ
の
成
果
で

あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。

「
技
術
」の
概
念

３

も
の
づ
く
り

１
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４ 

お
わ
り
に

成
す
る
た
め
に
は「
単
に
何
か
を
つ
く
る
活
動
で
は

不
十
分
で
あ
る
」こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、従
前
の「
も
の
づ
く
り
」あ
る
い
は「
技

術
を
用
い
た
製
作
品
の
設
計
・
製
作
」に
相
当
す
る

項
目
を
、「
技
術
に
よ
る
問
題
の
解
決
」に
変
更
し
て

い
る
。

　

こ
こ
で
は
、よ
り
よ
い
生
活
や
持
続
可
能
な
社
会

を
構
築
す
る
た
め
に
は
、設
計
・
製
作
が
で
き
る
だ

け
で
は
な
い
こ
と
を
、さ
ら
に
言
え
ば
、何
が
問
題

か
を
自
ら
見
い
だ
す
こ
と
も
含
め
た
、技
術
に
よ
る

問
題
解
決
を
で
き
る
力
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

平
成
10
年
度
の
学
習
指
導
要
領
の
分
野
目
標
で

は
、思
考
力
、判
断
力
、表
現
力
等
に
相
当
す
る
も
の

と
し
て「
そ
れ
ら（
技
術
） 

を
適
切
に
活
用
す
る
能
力

と
態
度
」と
示
し
て
い
た
。こ
れ
が
、平
成
20
年
で
は
、

「
技
術
を
適
切
に
評
価
し
活
用
す
る
能
力
と
態
度
」

に
変
更
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
は
、「
技
術
を
安
全
性
や

経
済
性
だ
け
で
な
く
環
境
に
対
す
る
負
荷
等
の
多
様

な
視
点
か
ら
評
価
す
る
」こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し

た
た
め
で
あ
る
。

　
一
方
、平
成
29
年
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、分
野

目
標
か
ら
は「
評
価
・
活
用
」と
い
う
言
葉
は
消
え
て

い
る
。こ
れ
は「
評
価
し
活
用
す
る
能
力
と
態
度
」を

軽
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。分
野
目
標
の
解
説
に

「
技
術
分
野
で
は
、先
に
示
し
た
技
術
の
発
達
を
主

体
的
に
支
え
る
力
や
技
術
革
新
を
牽
引
す
る
力
の

素
地
と
な
る
、技
術
を
評
価
、選
択
、管
理
・
運
用
、改

良
、応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、よ
り
よ
い
生
活
や
持

続
可
能
な
社
会
を
構
築
す
る
資
質
・
能
力
を
育
成
す

る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。」と
あ
る
よ
う
に
、

分
野
目
標
の「
技
術
に
よ
っ
て
」は「
技
術
を
評
価
、選

択
、管
理
・
運
用
、改
良
、応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に「
評
価
し
活
用
す
る
」の「
活
用
」を
、

「
選
択
、管
理
・
運
用
、改
良
、応
用
」と
言
い
換
え

て
い
る
の
は
、技
術
に
よ
る
問
題
を
解
決
す
る
場
面

に
お
い
て
、既
存
の
技
術
を
選
択
し
た
り
、管
理
・
運

用
す
る
だ
け
で
は
な
く
、改
良
や
応
用
ま
で
も
考
え

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ

る
。

　

現
在
は
、様
々
な
便
利
な
製
品
が
開
発
さ
れ
て
お

り
、普
段
の
生
活
の
中
で
は
既
存
の
技
術
を
選
択
す

る
こ
と
だ
け
で
、ほ
と
ん
ど
の
問
題
は
解
決
で
き
る

と
思
わ
れ
る
。し
か
し
、技
術
分
野
の
学
習
と
し
て

は
、技
術
を
創
造
す
る
態
度
の
育
成
も
含
め
て
、イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
へ
と
繋
が
る
力
の
育
成
も
目
指
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
十
分
に
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

先
生
方
が
生
き
て
き
た
も
の
と
は
異
な
る

社
会
を
子
ど
も
た
ち
は
生
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。そ
し
て
、そ
の
た
め
に
必
要
な
授
業
を

行
う
こ
と
が
教
師
の
役
割
で
あ
る
。生
活
や
社

会
に
お
け
る
問
題
に
つ
い
て
、技
術（
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
）を
評
価
し
、適
切
に
選
択
、管
理
・
運
用

し
た
り
、新
た
な
発
想
に
基
づ
い
て
改
良
、応

用
し
た
り
し
て
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、よ

り
よ
い
生
活
や
持
続
可
能
な
社
会
を
構
築
す

る
資
質
・
能
力
を
育
む
こ
と
を
目
指
し
た
授
業

を
、技
術
の
分
野
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
授

業
を
考
え
る
た
め
に
、本
稿
が
少
し
で
も
役
立

て
ば
幸
い
で
あ
る
。

技
術
の
評
価
・
活
用

２
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「
子
ど
も
食
堂
」に
は
、一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
な
誰
に
で
も
開
か
れ
た
タ
イ
プ
の
も
の
の
ほ
か

に
、登
録
制
に
し
て
、特
定
の
子
ど
も
と
そ
の
家
族

を
支
援
す
る
閉
じ
た
タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
る
。私
た

食
で
つ
な
が
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
研
究

閉
じ
た
タ
イ
プ
の

食
で
つ
な
が
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　
こ
の
数
年「
食
で
つ
な
が
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
研
究
」

を
福
祉
教
育
の
研
究
仲
間
と
行
っ
て
い
る
。い
わ
ゆ

る「
子
ど
も
食
堂
」は
、食
事
を
十
分
に
と
っ
て
い
な

い
子
ど
も
や
、温
か
い
食
事
を
と
る
経
験
が
少
な
い

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
、全
国
各
地
で
実
施
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、増
え
続
け
て
い
る
。こ
の
よ
う
な「
子

ど
も
食
堂
」で
は
、子
ど
も
た
ち
へ
の
食
事
提
供
が

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
が
、実
は「
子
ど
も
食

堂
」に
関
わ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
々
が
、そ
れ
ぞ
れ

の
役
割
を
担
い
な
が
ら
互
い
に
影
響
し
合
っ
て
い
る

河村 美穂

埼玉大学 教育学部 教授

CHAPTER

02

と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。こ
の
食
で
つ
な
が
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
、潜
在
的
な
力
を
持
っ
た
人
た
ち

が
相
互
に
関
わ
り
、助
け
合
い
や
新
し
い
活
動
が
生

ま
れ
て
お
り
、多
世
代
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
教
育
の

場
と
し
て
も
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

家
庭
科
お
よ
び
技
術
・
家
庭
科
は

人
生
の
学
び
の
原
点

食
で
つ
な
が
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ「
子
ど
も
食
堂
」

ち
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
主
と
し
て
対
象
と
し
て
い
る

の
は
、こ
の
登
録
制
の
閉
じ
た
タ
イ
プ
で
あ
る
。こ
の

タ
イ
プ
は
、学
習
支
援
等
に
食
事
支
援
が
追
加
さ
れ

た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。あ
る
グ
ル
ー
プ
で
は
、

長
期
の
休
業
中
に
昼
食
を
一
緒
に
作
っ
て
食
べ
た
と

こ
ろ
、そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
顔
を
子
ど
も
た
ち
が

見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。ま
た
、学
習
支
援

を
担
当
す
る
地
域
の
お
じ
さ
ん
お
ば
さ
ん
も
、勉
強

を
教
え
る
人
で
は
な
い
顔
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
子

ど
も
た
ち
が
理
解
し
、相
互
に
距
離
が
縮
ま
り
、月

に
１
回
一
緒
に
料
理
を
し
て
食
べ
る
食
育
の
日
を
設

け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。食
べ
る
行
為
は
、そ
も
そ

も
人
間
に
と
っ
て
無
防
備
な
、心
を
許
す
人
同
士
の

6
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間
で
行
わ
れ
る
行
為
で
あ
る
。そ
の
た
め
、人
と
人

が
つ
な
が
り
や
す
い
時
間
、共
有
す
る
空
間
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
活
動
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る「
食
で
つ

な
が
る
こ
と
の
意
味
」に
つ
い
て
は
、別
稿
に
ゆ
ず
る

と
し
て
、こ
の
観
察
調
査
の
過
程
で
興
味
深
か
っ
た

の
が
、家
庭
科
の
学
習
内
容
に
関
わ
る
活
動
が
見
ら

れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

不
登
校
の
子
ど
も
た
ち
の
支
援
を
し
て
い
る
グ

ル
ー
プ
で
は
、家
庭
の
教
育
力
が
十
分
で
な
い
こ
と

を
考
慮
し
て
、子
ど
も
た
ち
が
こ
れ
か
ら
の
人
生
を

送
っ
て
い
く
た
め
に
必
要
な
内
容
と
し
て
、「
お
金
の

使
い
方
」「
異
性
と
の
付
き
合
い
方
」「
時
間
の
使
い

方
」「
将
来
の
こ
と
を
考
え
る
」「
自
炊
の
す
す
め
」な

ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
計
画
・
実
施
し
て
い
た
。こ
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
計
画
し
て
い
る
人
た
ち
は
、目
の
前
に

い
る
子
ど
も
た
ち
の
問
題
状
況
を
把
握
し
て
、彼
ら

に
足
り
な
い
も
の
、必
要
な
も
の
を
考
え
、自
然
と

こ
れ
ら
の
課
題
に
行
き
着
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。こ
れ
ら
は
本
来
な
ら
ば
日
常
生
活
の
中
で
親
か

ら
子
へ
と
教
え
ら
れ
る
内
容
、も
し
く
は
家
庭
科
で

学
ぶ
内
容
で
あ
ろ
う
。

　

不
登
校
の
子
ど
も
た
ち
は
、お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の

内
容
を
学
ん
で
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。も
し
く
は
、家

庭
科
の
授
業
で
、自
分
の
問
題
と
は
認
識
し
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。困
難
な
状
況
に
あ
り
、生
き
づ

ら
さ
を
抱
え
る
子
ど
も
た
ち
に
も
っ
と
も
必
要
と
さ

れ
る
の
は
、こ
こ
に
あ
る
よ
う
な
自
分
の
将
来
を
見

通
し
た
今
に
つ
な
が
る
生
活
上
の
知
識
や
技
能
、考

え
方
な
の
で
あ
る
。

　

国
語
や
数
学
、英
語
の
学
力
を
よ
り
重
視
す
る
と

い
う
風
潮
は
厳
然
と
し
て
あ
る
。社
会
人
と
し
て
自

立
す
る
た
め
に
、そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
か
、そ
れ
以

上
に
生
活
上
で
必
要
な
こ
と
を
自
分
で
行
い
、他
者

と
助
け
合
い
、関
係
性
を
つ
く
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と

は
、最
重
要
の
課
題
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
の

こ
と
を
、こ
こ
で
紹
介
し
た
事
例
が
示
し
て
い
る
。

　

世
界
の
国
々
を
見
渡
し
た
と
き
、日
本
は
小
中

高
と
連
続
性
の
あ
る
家
庭
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を

必
修
教
科
と
し
て
も
つ
稀
有
な
国
で
あ
る
。こ
の
こ

と
を
再
認
識
し
、ど
う
し
た
ら
子
ど
も
た
ち
が
自

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
行
わ
れ
て
い
る

子
ど
も
へ
の
活
動

困
難
を
抱
え
る

子
ど
も
た
ち
に
必
要
な
学
び

人
が
そ
の
人
ら
し
く

他
者
と
と
も
に
生
き
る
学
び

分
ら
し
く
他
者
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
を
考
え
、そ
の
た
め
の
学
び
を
つ
く
っ
て
い
き

た
い
も
の
で
あ
る
。そ
の
際
に
、食
で
つ
な
が
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
動
は
私
た
ち
に
、家
庭
科
が
人
生

の
学
び
の
原
点
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ

る
の
で
あ
る
。

http://www.univers.or.jp/index.php?researchgrant_list#navigator

※　本研究のうち当初１年はユニベール財団の研究助成を受けて行った。
　　初年度の研究概要は以下に掲載されている。
2015年度 基本テーマ『健やかでこころ豊かな社会をめざして』
③コミュニティの役割「食でつながるコミュニティの研究」
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Ｑ２　学校には日当たりの良い場所がありません。
　　 栽培は可能でしょうか？

Ａ2　条件付きで可能です。

　植物が最も利用しやすいのは午前中から午後２時頃に

かけての太陽光です。この時間帯の太陽光には植物が光合

成を行うのに都合の良い波長の光が多く含まれています。

これを考慮すると，光の条件から考えると植物が生育する

のに最も適した場所は，東南から南にかけて開けた場所で

す。午後2時以降は日陰になる場所でも，それまでに日が当

たれば多くの植物が生育可能です。また，植物の種類によっ

て必要とする光の量が異なります。

　一般的には実がなる野菜（果菜）が最も光を必要としま

す。次に根を食べる野菜（根菜）で，葉を食べる野菜（葉菜）

やハーブ類などは，やや日陰気味でも生育は悪くなるもの

の栽培可能なものが多いと言えます。また，校舎の北側など

で，一日直射日光が当たらない場所でも，周囲からの反射

光で比較的明るければ，ミョウガやミツバなどはそれなりに

生育します。

　日当たりの良い場所では，トマトやナスなどの果菜やダイ

コンなどの根菜を，やや日当たりが悪い場所では，コマツナ

やハーブなどであれば，育てる事が可能です。また，コンテナ

（プランター）栽培であれば，容器を移動させることによっ

て，日当りの状態を加減することができます。

Ｑ３　土作り（土壌改良）は必ず必要ですか？

Ａ３　必要です。

　畑として毎回使っている場所でも，栽培前には堆肥や腐

葉土などを加えた方が望ましく，ましてや畑として利用して

いなかった場所では土作りを十分に行うべきです。

　植物は土の中に根を張って体を支え，根は土のもつ断熱

的な性質に守られ，そしてそこから水分と養分を得ていま

す。いわば，土は「植物の衣食住」です。根を保護し，十分な

養分を供給できるようにするために，土作りは必須です。

　ただし，やみくもに堆肥や肥料をいれれば良いというも

のではなく，土の状態に応じた土作りが大切です。

　そこで活躍するのが，土の状態を計測するpHメーターや

ECメーター※です。これらの器具を利用して土の状態を計

測することは，「土の味見」なのです。

　また，土作りを行ってすぐに作物のタネをまいたり，苗を

植えたりするのはあまり良くありません。土作り後，できれば

２〜３週間程度の期間をおいてから，タネまきや植え付け

を行いましょう。

　コンテナ栽培では，自分で用土を配合して作る方以外は，

「野菜の土」など，肥料や土壌改良材などが混合されてい

る培養土を使うことが多く，この場合は，土作りは必要あり

ません。

◀︎▲園芸用培養土と収穫された野菜

※ECメーター：培養液や土壌の電流の通しやすさを測る。
　肥料濃度などがわかる。
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株式会社 サカタのタネ
広報宣伝部 部長

清水 俊英

CHAPTER

03

学校での植物栽培に関わって

Q１　植物を育てたことがないのですが，私にも育てる
　　　事が（指導することが）できるのでしょうか？

A１　いきなり究極の質問がきました（笑）。ここで「できま

せん」とお答えすると，このテーマが終わってしまいます。

　話は少しずれるかもしれませんが，皆さんは料理をしま

すか？　料理をするには何が必要でしょうか？　料理の素

材や調味料はもちろん必要ですが，それ以前に鍋やフライ

パン，菜箸やおたまなどが必要です。さらに言えば，ガスコ

ンロやＩＨコンロ，電子レンジなど加熱をするための器具

が必要です。そして，それらを設置する場所と，ガスや電気

などエネルギー源も…。通常は，これらは当たり前にそこに

あるので意識しないのですが…。

　植物を栽培するときに意外とネックになるのが，料理で

言うところの調理器具（ガスコンロなど）とそれを設置する

場所，そして調理道具（鍋や菜箸など）から考えなくてはい

けないことです。これらが用意できたら，料理の具材（植物

の種子・苗）と調味料（肥料・土壌改良材など）をそろえて，

料理（栽培）をするわけです。

　そして，初めての料理を作るときは本やネットなどでレシ

ピを調べてその通りに作りますね。私は講義でよく「植物栽

培は料理と一緒。何を作りたいかを決めて，器具，道具をそ

ろえて，（または手元の器具・道具でできる料理を決めて，）

レシピを見て具材と調味料を買い，あとはレシピ通りに料

理するだけ。このようにすれば，多少の失敗はあっても必ず

食べることのできる料理ができるはず。」とお話します。

　こう考えると，植物を育てたことがない方でも，栽培は可

能なのが分かっていただけると思います。

　植物栽培は「料理や子育てに例える」と分かりやすくなる

ことも多いので，この記事の中でもたとえ話が多くなります

が，ご容赦ください。

　2014年に始まった中学技術・家庭科での生物育成授

業。生物育成とは言っても，現実的に学校教育の場で実施

できるのは，植物育成が多いと考えられます。

　私も，この4年間，中学校や小学校で先生方や生徒の皆

さんに植物栽培についての講義を行う事が多くなりました。

その中で，植物栽培にあまり関わったことがない先生方の

苦労や，夏休みや冬休みなど学校特有の事情が植物栽培

をより難しくしていることを知りました。そこで，今回は実際

に講義の際に出た質問と，それに対する答えをQ＆A方式

で列記したいと思います。具体例まで挙げると，大変なペー

ジ数が必要ですので（笑），ここでは概念的なものについて

主に述べたいと思います。

楽しく安全に
たとえ話で
注意点を知ろう
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　なぜ，このように多くの水が必要なのでしょうか？　子ど

もたちに教えるときには，なぜなのかを説明したいですね。

 　水やりには三つの役目があります。①水分の供給→これ

は分かりますね。②養分の供給→肥料に含まれる養分の多

くは水に溶けて根から吸収されます。③酸素の供給→根は

たくさんの酸素を必要とし，新鮮な水には多くの酸素が含

まれています。また，鉢底から水が流れ出たあとの土には水

の通り道が多くできており，そこが酸素の通り道にもなるの

です。

Ｑ７　農薬を使いたくないのですが…

Ａ７　お子さんがいる方は，植物をお子さんだと思ってくだ

さい。通常は，十分な栄養と適度な運動・睡眠で，病気にか

かりづらい丈夫な体を作ってもらいます。たまに風邪をひい

たりしたら，消化の良い物を食べさせて，暖かくしてゆっくり

と寝かせてあげると思います。それでも熱が下がらず，1週

間以上苦しんでいたらどうしますか？　おそらく薬を飲ませ

てあげる方が多いと思います。

　植物も全く一緒です。まずは病気にかかりづらい丈夫な

体作りを心がけましょう。調子が悪くなったら，条件の良い

場所で環境を整えて，消化の良い食べ物（薄い液肥など）を

やって，回復を待ちましょう。それでも病気が治らなければ

…。私なら，能書きに従って農薬を使います。これは，主義の

問題でもあるので強制はしませんが，現在の農薬は非常に

安全性が高く，利用方法なども農薬取締法によって厳しく

制限されています。また，重曹やデンプンに近い材料を使っ

た農薬も多くなっています。

　使い方さえ誤らなければ，現在の農薬は必要以上に恐れ

ることは無いと思っています。

　さて，長々と書いてしまいましたが，料理や子育てに例え

ると植物栽培は理解しやすいと思いませんか？

　そして，大人でも「作業の裏側にある理由」を知ると作業

の一つ一つに納得感がでますし，子どもたちも「Ｈｏｗ」と

同じくらい「Ｗｈｙ」を知りたがっているような気がします。

最後に，学校で個性豊かな生徒たちを教えている皆さんに

とっては，大事なポイントさえつかめば，植物栽培は絶対に

可能だとお伝えさせていただきます。

▲コンテナを利用した
　寄せ植え

ガーデンレタスミックス

◀︎
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Ｑ４　同じ場所で，続けて同じ種類の作物を作っても
　　　大丈夫でしょうか？

Ａ４　基本的には避けた方が良いでしょう。作物の種類に

よっては，同じ場所で連続して栽培すると「連作障害」という

現象が起こって，生育が悪くなります。これを防ぐには，「科」

の区分で同じ物を続けて栽培しないということが大切で，

例えば，エダマメとソラマメは同じ「マメ科」なので，連作は

避ける…ということです。一般的に言って，特に連作障害が

起こりやすいのがマメ科で，次にナス科です。アブラナ科や

ネギ科，セリ科などは比較的，連作障害が起こりづらいた

め，畑の状況次第では連作も可能です。連作障害の原因は

完全に解明されたわけではありません。しかし，特有の病害

虫の増加，特有の養分の欠乏，特有の成分の蓄積などが原

因としてあげられます。コンテナ栽培の時は基本的に，一作

ごとに土を変えるのが安心です。ただし，ある程度手間をか

けて土作りを行えば，再利用は可能です。

Ｑ５　プランターの土はどのように処分したら
　　 良いのでしょう？

Ａ５　自治体によって処分の方法が異なります。ゴミとして

廃棄する場合には，自治体の処理区分を確認しましょう。も

ちろん，学校の敷地内であれば，花壇などにすき込んで利

用することは可能です。

Ｑ６　水やりの量がわかりません。

Ａ６　これは，天候や，植物，土の状態によって変化するの

で非常に難しい問題です。まず，小さな畑の場合は，土が乾

いている場合，可能であれば植え付けやタネまきの前日に

十分に水をまいておくと失敗が少なくなります。十分とはど

れくらいかというと，移植ごて（スコップ）で水やり後の土を

掘ってみて，20㎝下くらいまで湿っているくらいです。実際

に水やりしてみると分かりますが，皆さんが思っている量よ

りもずいぶん多い量だと思います。翌日にタネをまいたり，

苗を植えたりしたあとは，さっと水やりする程度でOKです。

畑の場合はその後，可能であれば水やりをするくらいです。

　コンテナでタネまきの場合は，タネをまいた後で，せっか

くまいたタネが流れたりしないように，如
じょ

雨
う

露
ろ

などを利用し

て優しく水やりします。この場合はコンテナの底から水が流

れるくらいまでやった方が良いでしょう。その後は，一日に

一回，発芽した植物が流れたりせず，表面が湿める程度の

水やりを行い，徐々に量を増やします。十分に鉢に根が張っ

た時点で，一回に鉢底から流れ出るくらいの量を与えるよ

うにします。実際に実験をしてみると，土の湿り方にもよりま

すが，土の量の15％程度の水量で鉢底から水が流れ出る

ようです。

▲水やりはたっぷりと
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tekutech02.indd   11 2018/03/19   11:10



４．防災教育副教材のご紹介

３．リスク教育副教材の特色

　損害保険業界では，多発する自然災害を踏まえ，損害保険

事業を通じて蓄積してきた知識や経験を活かし，防災教育も

推進している。リスク教育副教材と同様に「防災教育副教材」

　リスクを管理することは，新中学校学習指導要領の技術・

家庭科 家庭分野でも「Ｃ消費生活・環境」において，中学生

が消費行動を考えるうえで重要な学習とされている。　

　リスク教育副教材は，一時限（50分）で完結する教材で，

教師自身が授業することを念頭に，学校現場におけるリス

ク教育(リスク管理・生活設計)の重要性をおさえた，「生徒用

ワークシート」と「教師用手引き」（解答・解説，参考資料，授

業展開例など）からなる教育教材である。

 　「生徒用ワークシート」は，身近な乗り物である自転車を

通して，事故を起こしてしまった場合の賠償額などを知り，

生徒が巻き込まれるかもしれないリスクを「自分ごと化※」で

きるよう設計している。また，その経済的な備えの一つとし

て保険が重要であることを学ぶことで，損害賠償責任の概

念についても理解できる構成となっている。

　また，「教師用手引き」は，授業がしやすいよう，学習する

にあたっての参考資料や指導上の留意点，授業展開例など

も記載している。

教師用手引書

教師用手引書

生徒用ワークシート

生徒用ワークシート

※  「自分ごと化」とは，当事者意識をもつこと。

を2016年8月に作成し，教師および生徒に無償で提供してい

るので，こちらも併せて活用いただきたい。

教育図書株式会社　担当：和田まで　Tel. 03-3233-9100［問い合わせ先］
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一般社団法人　日本損害保険協会
業務企画部啓発・教育グループ　係長

井元 健（いのもと けん）

CHAPTER

04

中学生に求められる
金融リテラシーと
損保協会の取り組み

１．損保協会の金融経済教育

２．中学生に求められる金融リテラシーとは

　私たちが安心して暮らすためには，お金を上手に管理し，適

切に使うことが重要で，そのためにはお金についての十分な

知識と判断する力が必要である。このようなお金に関わる，金

融や経済についての知識や判断力のことを「金融リテラシー」

と言い，一人ひとりがより自立的で，安心かつ豊かな生活を実

現するためには，欠かせない生活スキルとなっている。この金

融リテラシーを育むための教育を「金融経済教育」と言い，日

本損害保険協会(以下：損保協会)では，リスク認識を向上させ

たうえで，損害保険の仕組みや効用を理解してもらい，消費者

が適切かつ有効にこれを活用できるよう，取り組みを推進して

いる。

　損保協会の金融経済教育の歴史は，1963年に都内の商業

高校で開催した損害保険講演会への講師派遣からスタートし

ている。その後，交通事故の増加，巨大な自然災害の発生等，

　金融庁金融研究センターにおいて，金融経済教育研究会

が開催され，同研究会が2013年4月にとりまとめた報告書で

は，中学生に求められる金融リテラシーとして，「リスクを予測

して行動するとともに，人を負傷させたり，人の物を壊したり

した場合には弁償しなければならないことを理解する」，「事

故や病気のリスクや負担を軽減させる手段のひとつに保険

があることを理解する」としている。

　中学生は，通学時を含め，多くの生徒が日常的に自転車を

生活を取り巻くリスクが多様化し，損害保険に対する一層の

理解が重要となったことから，発達段階（幼児から一般消費者

（高齢者）まで）に応じ，身の回りのリスクや保険に関して身に

付けて欲しい知識・能力を3段階に分けた「損害保険・防災リ

テラシーマップ」を2016年に作成し，年齢層別に講演を実施

したり，教師向けの教育教材に提供などを行ったりしている。

利用しているが，自転車の事故で加害者になると被害者から

高額な損害賠償金を請求される事例もあるため，生徒自身が

リスクを理解し，経済的な備えについて考えておくことが大切

である。

　損保協会では，生活に潜む多種多様なリスクに気付き，リス

クを最小限に抑え，豊かな生活・人生の実現につなげること

を目的に，2017年1月に中学生向けの「リスク教育副教材」を

作成し，教師および生徒に無償で提供している。

損害保険・防災リテラシーマップ
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昭
和
22
年
に
新
制
中
学
と
な
り
、生
徒
に
労
働
に

対
す
る
態
度
、職
業
生
活
の
意
義
と
尊
さ
、将
来
の

職
業
を
定
め
る
こ
と
へ
の
能
力
な
ど
を
育
て
る
こ
と

を
主
眼
と
し
た「
職
業
科
」が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

当
初
は「
農
業
」、「
商
業
」、「
水
産
」、「
工
業
」、「
家

庭
」の
内
容
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
24
年
に
は
職
業
科
が「
職
業
科
と
家
庭
科
」

と
な
り
、同
年
の
第
２
次
改
訂
で「
職
業
・
家
庭
科
」

が
発
足
し
て
い
ま
す
。第
１
節
の「
性
格
」を
見
る
と
、

「
実
生
活
に
役
立
つ
仕
事
を
中
心
と
し
て
、家
庭
生

活
、職
業
生
活
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、実
生
活
の

子
向
き
」に
分
か
れ
て
、別
々
の
内
容
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。男
女
別
の
時
代
は
、途
中
相
互
乗
り
入
れ
を

経
て
、平
成
元
年
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
ま
で
続

き
ま
し
た
。

　
「
技
術
・
家
庭
科
」が
発
足
し
た
昭
和
33
年
頃
は
、

東
京
タ
ワ
ー
の
完
成
、国
産
ロ
ケ
ッ
ト
第
1
号
の
発

射
、世
界
初
の
旧
ソ
連
に
よ
る
人
工
衛
星
の
打
ち
上

げ
、カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
の
実
験
放
送
、テ
レ
ビ
局
の
開

局
、メ
ー
ト
ル
法
施
行
な
ど
が
あ
り
、技
術
の
進
歩

が
日
常
の
生
活
の
中
で
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
ま
し
た
。さ
ら
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
東
京
開
催
も
決
ま
り
、人
々
も

社
会
も
戦
後
の
復
興
か
ら
さ
ら
に
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

１ 

生
ま
れ
る
・・・

太田 達郎

元全日本中学校技術・家庭科研究会　会長

CHAPTER

05

未
来
を
教
え
る
教
科

充
実
発
展
を
目
指
し
た
学
習
」を
行
う
と
な
っ
て
い

ま
す
。そ
の
後
の
改
訂
で
は「
性
格
」が「
生
活
に
お

け
る
経
済
的
な
面
、技
術
的
な
面
な
ら
び
に
社
会
的

な
面
に
関
す
る
知
識
・
技
能
・
態
度
を
、主
と
し
て
実

践
的
活
動
を
通
し
て
学
習
す
る
」と
変
化
し
て
い
ま

す
。職
業
・
家
庭
科
の
時
代
に
は
実
生
活
に
役
立
つ

知
識
や
技
能
な
ど
が
重
視
さ
れ
、身
近
な
社
会
や

生
活
の
充
実
発
展
に
役
立
つ
力
の
必
要
性
が
社
会

的
な
背
景
と
し
て
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
時
代
を
経
て
、一
層
社
会
が
大
き
く
変

わ
ろ
う
と
し
て
い
る
昭
和
33
年
、こ
れ
ま
で
の「
職

業
・
家
庭
科
」に
代
わ
る
教
科
と
し
て「
技
術
・
家
庭

科
」が
発
足
し
ま
し
た
。内
容
は「
男
子
向
き
」、「
女

　「技術・家庭科」が発足して60年が経ちます。
「還暦を迎えている」ともいえる「技術・家庭
科」ですが、単に年数を重ねてきただけではあ
りません。本教科は学習指導要領の改訂のた
びに、目標や内容等が大きく変化してきまし
た。私も若い頃は「またこんなに変わるのか。」
などと思ったこともあります。それでも先生方
は研修や研究等を重ね、変化に正対し目標
達成のために全力で取り組んできました。よ
く考えれば「技術・家庭科」は「留まってはい
けない教科」なのです。その変遷をたどりなが
ら、本教科の特質や指導の在り方を考えてみ
てはどうでしょう。
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当
時
の
学
習
指
導
要
領
の
第
１
節「
性
格
」に
は
、

「
近
年
に
お
け
る
科
学
技
術
や
産
業
の
め
ざ
ま
し

い
発
展
に
伴
い
、国
民
全
般
の
科
学
技
術
に
関
す
る

教
養
を
高
め
、わ
が
国
の
産
業
や
国
民
生
活
の
発
展

向
上
を
図
る
こ
と
が
、き
わ
め
て
重
要
に
な
っ
て
き

た
。こ
の
た
め
中
学
校
に
技
術
・
家
庭
科
が
設
け
ら

れ
、青
少
年
の
近
代
技
術
に
関
す
る
教
養
を
い
っ
そ

う
充
実
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。」と
さ
れ
、

こ
の
教
科
へ
の
大
き
な
期
待
と
意
気
込
み
が
感
じ
ら

れ
ま
す
。

　

ま
た
目
標
に
は
、「
生
活
に
必
要
な
基
礎
的
技
術

を
習
得
さ
せ
、創
造
し
生
産
す
る
喜
び
を
味
わ
わ

せ
、近
代
技
術
に
関
す
る
理
解
を
与
え
、生
活
に
処

す
る
基
本
的
な
態
度
を
養
う
。」「
設
計
・
製
作
な
ど

の
学
習
経
験
を
通
し
て
、表
現
・
創
造
の
能
力
を
養

い
、も
の
ご
と
を
合
理
的
に
処
理
す
る
態
度
を
養

う
。」「
製
作
・
操
作
な
ど
の
学
習
経
験
を
通
し
て
、

技
術
と
生
活
の
密
接
な
関
連
を
理
解
さ
せ
、生
活
の

　
「
職
業
・
家
庭
科
」が「
技
術
・
家
庭
科
」に
変
わ
る

と
き
、「
職
業
・
家
庭
科
」の
教
員
は
、教
科
が
廃
止

さ
れ
た
た
め
、教
員
を
続
け
る
た
め
に
は
、免
許
を

所
有
し
て
い
る
他
の
教
科
に
移
る
か
、新
設
の「
技

術
・
家
庭
科（
技
術
）」の
免
許
状
を
と
る
か
の
選
択

を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。こ
れ
ほ
ど
の

こ
と
を
し
て
も
本
教
科
を
発
足
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。こ
の
よ
う
に
、内
容
が
変
わ
る

だ
け
で
な
く
教
科
名
ま
で
も
変
わ
る
と
い
う
変
遷

を
経
て
、社
会
や
生
活
の
変
化
と
課
題
に
対
応
し
続

け
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

２ 

育
つ・・・

３ 
育
て
る
・・・

向
上
と
技
術
の
発
展
に
努
め
る
態
度
を
養
う
。」「
生

活
に
必
要
な
基
礎
的
技
術
に
つ
い
て
の
学
習
経
験
を

通
し
て
、近
代
技
術
に
対
す
る
自
信
を
与
え
、協
同

と
責
任
と
安
全
を
重
ん
じ
る
実
践
的
な
態
度
を
養

う
。」と
あ
り
ま
す
。

　
「
技
術
を
習
得
さ
せ
」、「
近
代
技
術
に
関
す
る
理

解
を
与
え
」、「
生
活
の
向
上
と
技
術
の
発
展
に
努
め

る
」、「
近
代
技
術
に
対
す
る
自
信
を
与
え
」な
ど
と

い
う
言
葉
か
ら
は
、世
界
の
技
術
の
進
展
に
遅
れ
を

と
る
こ
と
な
く
社
会
や
生
活
の
中
で
し
っ
か
り
と
対

応
で
き
る
力
を
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
に
身
に
付
け

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

こ
の
誇
る
べ
き
歴
史
は
、学
習
指
導
要
領
の
改
訂

だ
け
で
創
ら
れ
て
き
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
れ

ま
で
の「
技
術
・
家
庭
科
」の
先
生
方
が
使
命
感
と
誇

り
を
も
っ
て
、力
を
合
わ
せ
て
研
究
や
開
発
に
取
り

組
ま
れ
、本
教
科
の
よ
さ
を
発
揮
す
る
よ
う
努
力
さ

れ
た
結
果
の
賜
で
あ
る
わ
け
で
す
。

　

平
成
29
年
３
月
に
最
新
の
学
習
指
導
要
領
が
公

示
さ
れ
ま
し
た
。残
念
な
が
ら
授
業
時
数
の
増
加

は
か
な
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、課
題
解
決
の
力
の
育

成
が
特
に
重
視
さ
れ
て
お
り
、学
ん
だ
能
力
や
態
度

が
、今
後
の
生
活
や
社
会
で
の
様
々
な
課
題
の
解
決

に
生
き
て
働
く
力
と
し
て
身
に
付
け
る
こ
と
が
強
く

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
技
術
・
家
庭
科
」の
授
業
は
、

こ
れ
ま
で
も
生
徒
の
課
題
の
解
決

を
重
視
し
た
主
体
的
な
学
び
を

重
視
し
て
き
ま
し
た
。今
回
の
学

習
指
導
要
領
で
求
め
ら
れ
て
い
る
、

「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」な

ど
も
、「
技
術
・
家
庭
科
」に
と
っ
て

は
本
来
の
学
び
方
の
一
つ
で
あ
り
、

持
続
可
能
な
社
会
の
構
築
へ
向
け

た
力
を
育
て
る
学
び
と
し
て
、さ

ら
に
充
実
発
展
さ
せ
な
が
ら
確
実

に
ク
リ
ア
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ

う
。

　先生方におかれましては，各地区の研究会等を
通して指導内容・方法のさらなる研究・開発に取り組
まれ，技術・家庭科教育への自信と誇りをもって指導
に当たっていただきたいと思います。
　「技術・家庭科」は常に「あたらしい技術・家庭科」
です。本教科が，子どもたちの「未来を創る確かな力」
を育てる教科として，一層発展することを心から願っ
ています。

し
よ
う
と
す
る
機
運
が
高
ま
っ
て
き
て
い
ま
し
た
。

教
育
に
お
い
て
も
、技
術
の
急
速
な
進
展
に
対
応
で

き
る
人
材
の
育
成
が
強
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
の
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
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技術分野 移行のポイント10

Ｂ5判 64Ｐ 定価500円（税込）
尾﨑 誠 著   

新しい学習指導要領で技術分野が担う役割
として，「設計力・問題解決能力などの育成」
が求められました。本書では，その役割を踏
まえ，技術の授業がさらに楽しくなるように，
移行のポイントをまとめています。現場の先
生方に是非手にとっていただきたい1冊。

技術分野 授業のKARUわざ

Ｂ5判 64Ｐ 定価500円（税込）
中村 祐治・長南 裕志 著   

技術分野の教え方や授業の進め方，評価の
しかたや題材の選び方などに，悩まれている
先生や，新たに自分の授業をふり返りたい先
生に向けたＱ＆Ａ集。授業に生徒を引き込む
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教員養成課程の学生にも

ぴったり！

タイムリーな内容。
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読みやすい！
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てくテク始めませんか。
街から街へ，
歩いてお気に入りの場所を
見つけましょう。

社会の中の技術に
思いをめぐらせながら。
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