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● 特集１／平成１９年度新体力テスト・健康実態調査 結果の概要 ●

○
県
教
育
委
員
会
で
は
、児
童
生
徒
の
健
康
・

体
力
の
向
上
と
、
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の

指
導
上
の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と

を
目
的
に
、
平
成
17
年
度
よ
り
県
内
全
公
立

小
・
中
・
高
等
学
校
児
童
生
徒
を
対
象
に
し

た
「
新
体
力
テ
ス
ト
健
康
実
態
調
査
」
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
今
年
度
よ
り
調
査
結
果

の
分
析
・
考
察
を
山
梨
大
学
（
保
健
体
育
講

座
・
生
涯
学
習
講
座
ス
ポ
ー
ツ
健
康
科
学
コ

ー
ス
）に
委
託
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
た
び
、

調
査
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の

概
要
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

１　

調
査
実
施
状
況

（
表
１
）

２　

調
査
結
果
の
概
要

　

今
年
度
実
施
し
た
「
新

体
力
テ
ス
ト
・
健
康
実

態
調
査
」
の
結
果
か
ら
、

本
県
児
童
生
徒
の
体
力
・

運
動
能
力
の
特
徴
や
生

活
習
慣
の
傾
向
な
ど
、

お
お
む
ね
次
の
よ
う
な

実
態
が
明
ら
か
に
な
り

ま
し
た
。

（
１
）
新
体
力
テ
ス
ト
、
全
国
と
の
比
較

①
合
計
点
及
び
各
種
目
に
お
け
る
全
国
平
均

と
の
比
較

　

本
県
の
結
果
と
、
全
国
（
平
成
18
年
度
）

の
結
果
を
比
較
す
る
と
、
総
合
的
な
体
力
を

見
る
合
計
点
で
は
平
成
17
・
18
年
度
の
調
査

同
様
、
男
女
と
も
全
て
の
年
齢
で
全
国
を
下

回
り
、
本
県
児
童
生
徒
の
体
力
は
全
国
と
比

較
し
や
や
低
い
状
況
に
あ
る
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。
ま
た
、
中
・
高
等
学
校
段
階
に
お

い
て
加
齢
と
と
も
に
全
国
と
の
差
が
広
が
る

傾
向
も
見
ら
れ
ま
し
た
。（
図
１
）

  

測
定
項
目
別
に
み
る
と
、
小
学
校
に
お
い

て
、
握
力
は
男
女
と
も
全
国
を
上
回
り
、
長

座
体
前
屈
・
上
体
起
こ
し
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ

全
国
レ
ベ
ル
に
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
他
の

５
項
目
に
お
い
て
は
、
全
国
と
の
差
が
大
き

い
傾
向
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
か
ら
、
筋
力
・
柔
軟
性
と
い
っ
た

体
力
要
素
は
高
い
が
、
走
・
跳
・
投
な
ど
技

術
や
身
体
の
操
作
性
が
求
め
ら
れ
る
身
体
能

力
は
劣
っ
て
い
る
と
い
う
本
県
児
童
生
徒
の

体
力
・
運
動
能
力
の
特
徴
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

（
図
２
）

（
２
）
新
体
力
テ
ス
ト
の
３
年
間
の
推
移

　

全
県
実
施
を
開
始
し
た
17
年
度
か
ら
の
伸

び
に
つ
い
て
合
計
点
で
見
る
と
、
6
・
13
歳

を
除
い
た
学
年
に
お
い
て
平
成
18
・
19
年
度

と
数
値
の
上
昇
が
見
ら
れ
ま
し
た
。（
図
３
）

　

ま
た
、
総
合
評
価
の
分
布
に
つ
い
て
見
る

と
、
ほ
と
ん
ど
の
学
年
に
お
い
て
平
成
17
年

度
か
ら
、
優
れ
て
い
る
Ａ
・
Ｂ
段
階
の
児
童

生
徒
の
割
合
が
増
加
し
、
劣
っ
て
い
る
Ｄ
・

Ｅ
段
階
の
児
童
生
徒
の
割
合
が
減
少
し
ま
し

た
。（
図
４
）
こ
れ
ら
か
ら
、
こ
こ
3
年
間

に
お
い
て
全
体
的
に
改
善
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

測
定
項
目
別
に
見
る
と
、
�0
ｍ
シ
ャ
ト
ル

ラ
ン
・
反
復
横
跳
び
と
い
っ
た
、
平
成
17
年

度
に
お
い
て
記
録
が
大
き
く
劣
っ
て
い
た
項

目
や
、
握
力
・
上
体
起
こ
し
な
ど
の
体
力
系

の
項
目
が
伸
び
た
の
に
対
し
、こ
こ
で
も
走
・

跳
・
投
と
い
っ
た
操
作
系
の
身
体
能
力
の
伸

び
が
鈍
い
傾
向
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

（
３
）
過
去
か
ら
の
共
通
種
目
に
お
け
る
記

録
の
推
移

　

図
5
は
、
昭
和
40
年
代
か
ら
の
共
通
種
目

で
あ
る
ボ
ー
ル
投
げ
（
小
学
校
：
ソ
フ
ト
ボ

ー
ル
投
げ
、
中
・
高
等
学
校
：
ハ
ン
ド
ボ
ー

ル
投
げ
）
の
記
録
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で

す
。

  

各
年
齢
段
階
と
も
に
、
昭
和
50
年
代
中
ご

ろ
を
ピ
ー
ク
に
長
期
的
な
低
下
傾
向
が
続
い

表 1. 調査実施状況

校種 標本数 実施者数 実施率

小学校 52,657 49,692 98.1％

中学校 25,879 24,887 96.2％

高等学校（全日制） 20,838 20,580 98.8％

高等学校（定時制） 880 641 72.8％

合計 98,254 95,800 97.5％
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図 3.H17 の合計点の値を 1 としたときの H18・19 の値（男子）

図 4. 本県（H17 〜 19）と全国（H18）の総合評価の分布（男子）
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て
き
ま
し
た
が
、
平
成
11
・
14
年
ご
ろ
か
ら

低
下
が
鈍
化
し
、
こ
こ
数
年
横
ば
い
傾
向
と

な
っ
て
い
ま
す
。
50
ｍ
走
・
握
力
に
お
い
て

も
同
様
な
傾
向
が
見
ら
れ
て
い
ま
す
。た
だ
、

依
然
低
下
し
て
い
る
年
齢
も
あ
る
の
で
、
現

時
点
で
は
体
力
低
下
に
歯
止
め
が
か
か
っ
た

と
言
え
る
状
況
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

長
期
的
に
は
ま
だ
低
い
水
準
に
あ
り
、
体
力

の
向
上
に
向
け
て
一
層
の
取
組
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
今
後
の
推
移
を
見
守
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

（
４
）
健
康
実
態
調
査
の
各
項
目
の
平
成
17

年
度
と
の
比
較

　

表
2
は
健
康
実
態
調
査
の
各
質
問
項
目
の

健
康
行
動
に
つ
い
て
平
成
17
年
度
と
平
成
19

年
度
の
結
果
と
比
較
し
た
も
の
で
す
。（
５
％

以
上
の
改
善
を
○
、5
％
以
上
の
悪
化
を
×
、

そ
れ
以
外
を
空
欄
と
し
た
。
中
・
高
等
学
校

の
睡
眠
時
間
に
つ
い
て
は
、
選
択
肢
が
平
成

17
年
度
と
19
年
度
で
異
な
る
た
め
、
比
較
は

で
き
な
い
。）

　

全
体
的
に
は
約
30
％
の
項
目
で
改
善
傾
向

が
見
ら
れ
、
特
に
11
歳
・
1�
歳
・
17
歳
を
は

じ
め
、
中
・
高
等
学
校
に
お
い
て
改
善
率
の

高
い
項
目
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
項
目
と
し
て

は
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
等
の
摂
取
や
Ｔ
Ｖ
視
聴
時

間
な
ど
で
良
い
傾
向
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

一
方
、
小
学
校
低
学
年
に
お
い
て
は
健
康

行
動
を
と
る
児
童
の
割
合
が
減
少
し
て
い
る

項
目
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

（
５
）
健
康
実
態
調
査
、健
康
三
原
則
の
状
況

①  

運
動
頻
度
の
状
況 

　

「
ほ
と
ん
ど
毎
日
」
運
動
す
る
児
童
生
徒

の
割
合
は
、
男
女
と
も
13
歳
が
ピ
ー
ク
と
な

り
、「
運
動
を
ほ
と
ん
ど
し
な
い
」
児
童
生

徒
の
割
合
は
10
歳
を
境
に
増
加
す
る
傾
向
が

見
ら
れ
ま
し
た
。
特
に
10
〜
11
歳
に
か
け
て

一
時
的
に
運
動
を
し
な
く
な
る
傾
向
が
見
ら

れ
る
と
と
も
に
、
女
子
の
方
が
早
期
に
運
動

を
し
な
く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

②  

朝
食
の
摂
取
状
況

　

朝
食
の
摂
取
状
況
に
つ
い
て
は
昨
年
同

様
、
加
齢
と
と
も
に
「
毎
日
食
べ
る
」
児
童

生
徒
が
減
少
し
、「
毎
日
食
べ
な
い
」
児
童

生
徒
の
割
合
が
増
加
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
ま

し
た
。
特
に
中
・
高
等
学
校
で
は
4
〜
5
人

に
一
人
が
、
ま
た
小
学
校
で
も
約
1
割
が
毎

日
朝
食
を
食
べ
る
習
慣
が
な
い
こ
と
が
明
ら

か
に
な
り
ま
し
た
。

③  

睡
眠
時
間
の
状
況

　

睡
眠
時
間
に
つ
い
て
は
小
学
校
と
中
・
高

等
学
校
と
の
生
活
ス
タ
イ
ル
が
、
定
期
試
験

や
受
験
等
の
関
係
か
ら
大
き
く
異
な
る
た

め
、
睡
眠
時
間
は
短
く
な
る
傾
向
が
顕
著
で

し
た
。

④　

生
活
習
慣
と
体
力
と
の
関
係

　

運
動
を
よ
く
実
践
し
、
朝
食
を
し
っ
か
り

摂
る
子
の
体
力
は
高
い
傾
向
に
あ
り
ま
し
た

が
、
睡
眠
時
間
と
体
力
に
つ
い
て
は
、
む
し

ろ
睡
眠
時
間
の
長
い
生
徒
の
数
値
が
低
い
傾

向
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
睡
眠
時
間
で

は
な
く
、
睡
眠
の
質
や
朝
の
過
ご
し
方
が
影

響
す
る
物
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
体
力
の
向
上

に
は
運
動
習
慣
と
合
わ
せ
て
「
早
起
き
」「
朝

食
」
と
い
っ
た
規
則
正
し
い
生
活
習
慣
が
改

め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

３　

調
査
結
果
か
ら
み
た
今
後
の
課
題
等

　

全
て
の
児
童
生
徒
を
対
象
と
し
た
調
査
か

ら
3
年
間
で
、
全
体
的
に
は
改
善
傾
向
は
見

ら
れ
ま
し
た
が
、
基
礎
的
な
体
力
要
素
と
比

較
し
走
・
跳
・
投
と
い
っ
た
操
作
系
の
身
体

能
力
に
課
題
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

単
に
運
動
不
足
だ
け
で
は
な
く
、
技
術
等
身

体
の
操
作
性
を
要
す
る
運
動
経
験
の
不
足
が

大
き
な
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
各
学
校
に
お
い
て
は
、「
で

き
る
」
楽
し
さ
を
保
障
す
る
体
育
の
授
業
を

充
実
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
一
校
一
実
践

運
動
な
ど
に
お
い
て
、
遊
び
や
運
動
の
質
に

重
点
を
お
き
、
身
体
の
操
作
性
・
身
の
こ
な

し
を
高
め
る
運
動
を
意
図
的
に
行
わ
せ
る
取

組
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
小
学
校
低
学
年
か

ら
運
動
習
慣
の
差
に
よ
る
体
力
の
二
極
化
が

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
運
動
を
し
な
い
児
童

生
徒
へ
の
積
極
的
な
働
き
か
け
が
必
要
で

す
。
そ
し
て
、
児
童
生
徒
に
運
動
に
対
す
る

「
有
能
感
」
を
は
ぐ
く
み
、
積
極
的
に
運
動

に
親
し
む
態
度
を
培
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切

で
す
。

　

ま
た
、
規
則
正
し
い
生
活
習
慣
が
体
力
の

向
上
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

小
学
校
低
学
年
か
ら
の
運
動
習
慣
を
含
め
た

食
事
・
睡
眠
と
い
っ
た
健
康
的
な
生
活
習
慣

の
確
立
に
向
け
た
継
続
的
な
取
組
が
必
要
で

す
。
特
に
、
小
学
校
低
学
年
の
生
活
習
慣
に

課
題
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
、
保
護
者
等
の
意

識
や
家
庭
生
活
の
影
響
を
よ
り
大
き
く
受
け

て
い
る
こ
と
が
予
想
で
き
る
た
め
、今
後
は
、

学
校
の
み
な
ら
ず
保
護
者
に
対
し
て
積
極
的

な
働
き
か
け
が
一
層
求
め
ら
れ
ま
す
。

４　

今
後
の
取
組
に
つ
い
て

・「
新
体
力
テ
ス
ト
・
健
康
実
態
調
査
報
告
書
」

を
作
成
し
、
各
学
校
等
に
配
付
す
る
と
と
も

に
、
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
「
体
育
・
健
康
教

育
の
ペ
ー
ジ
」
に
て
詳
細
デ
ー
タ
と
と
も
に

掲
載
し
ま
す
。

・
運
動
を
し
な
い
、
で
き
な
い
児
童
へ
の
運

動
機
会
の
提
供
を
目
的
と
す
る
「
ス
ポ
ー
ツ

大
好
き
キ
ッ
ズ
育
成
事
業
」
に
お
い
て
、
小

学
校
に
お
け
る
放
課
後
の
「
元
気
ッ
ズ
ク
ラ

ブ
（
仮
称
）」
の
普
及
に
向
け
モ
デ
ル
校
の

実
践
を
参
考
に
し
た
「
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
を

配
付
し
、
啓
発
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

・
今
年
度
実
施
し
た
「
元
気
ア
ッ
プ
親
子
セ

ミ
ナ
ー
」（
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
担
当
）
を
引
き

続
き
実
施
し
、
保
護
者
へ
の
啓
発
を
図
っ
て

い
き
ま
す
。

・
今
年
度
配
付
し
た
「
食
育
推
進
の
た
め
の

指
導
の
手
引
き
」
を
活
用
し
、
学
校
・
家
庭
・

地
域
が
連
携
し
た
児
童
生
徒
の
食
習
慣
改
善

に
向
け
た
取
組
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

○
お
わ
り
に

　

今
年
度
の
調
査
結
果
か
ら
、各
学
校
の「
一

校
一
実
践
運
動
」
等
の
取
組
よ
り
、
一
定
の

成
果
が
見
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
後
、
一
層
成

果
を
上
げ
て
い
く
に
は
、各
学
校
に
お
い
て
、

今
回
の
調
査
結
果
等
か
ら
課
題
を
明
確
し
、

運
動
の
質
に
目
を
向
け
た
意
図
的
な
実
践
に

改
善
し
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
、
全
て
の
児

童
生
徒
が
対
象
で
あ
る
「
体
育
・
保
健
体
育
」

の
授
業
に
お
い
て
児
童
生
徒
に
学
習
内
容
を

確
実
に
身
に
付
け
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
ポ
イ

ン
ト
で
す
。
あ
わ
せ
て
保
護
者
等
へ
の
積
極

的
な
働
き
か
け
な
ど
、
学
校
教
育
全
体
を
通

じ
た
健
康
的
な
生
活
習
慣
の
確
立
に
向
け
た

日
常
実
践
を
促
す
取
組
も
不
可
欠
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
山
梨
の
子
ど
も
た
ち
の
元

気
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
各
学
校
に
お
け
る

適
切
か
つ
積
極
的
な
取
組
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

表 2. 健康実態調査の各質問項目の H17 と H19 の結果比較

校種

設問

小学校 中学校 高校（定時制）

6 歳 7 歳 8 歳 9 歳 10 歳 11 歳 12 歳 13 歳 14 歳 15 歳 16 歳 17 歳

男子

運動の頻度 × ○ ○ ○ ○

運動時間 × × ○ ○ ○

朝食摂取 ○ ○ ○

スナック菓子等の摂取 × × × × ○ ○ ○ ○ ○

家庭料理

睡眠時間

テレビの視聴時間 × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

女子

運動の頻度 × × × ○ × × ○

運動時間 × × ○ ○ ○ × ×

朝食摂取 ○ ○ ○ ○

スナック菓子等の摂取 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

家庭料理

睡眠時間 ○ ○

テレビ視聴時間 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10

15

20

25

30

35

16歳13歳10歳16歳13歳10歳

H1
9

H1
8

H1
7

H1
4

H1
1
H8H5H2S6
2

S5
9

S5
8

S5
7

S5
6

S5
5

S5
4

S5
3

S5
1

S5
0

S4
9

S4
4

S4
3

S4
2

S3
8

記
録  (

m)

測定年度

図 5. ボール投げにおける過去からの記録の推移
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県
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
十
七
年
度
よ
り
三
か
年
計
画

で
本
事
業
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
今
回
は
事
業
の
ま
と

め
と
し
て
県
下
十
二
の
指
定
校
の
研
究
成
果
を
紹
介
し
ま

す
。

■
甲
府
市
立
石
田
小
学
校

・
研
究
テ
ー
マ 

「
確
か
な
学
力
を
育
て
る
学
習
活
動
の
研
究

　

〜
国
語
力
を
向
上
さ
せ
、
伝
え
合
う
力
を
身
に
つ
け
さ
せ

る
こ
と
を
通
し
て
〜
」

　

国
語
力
を
向
上
さ
せ
伝
え
合
う
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ

と
を
通
し
て
、
確
か
な
学
力
を
育
て
る
た
め
に
、
次
の
三
点

に
取
り
組
み
ま
し
た
。
①
子
ど
も
た
ち
の
実
態
や
学
級
集
団

に
お
け
る
状
況
を
把
握
し
、
伝
え
合
う
力
を
身
に
つ
け
さ
せ

社
会
性
を
育
て
る
。
②
国
語
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
伝
え
合

う
場
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
学
ぶ
楽
し
さ
と
論
理
的
・
創
造

的
に
考
え
解
決
す
る
力
を
養
う
。
③
家
庭
と
連
携
を
図
り
、

学
び
を
成
立
さ
せ
る
習
慣
・
態
度
・
学
習
の
ル
ー
ル
や
リ
ズ

ム
に
つ
い
て
共
通
認
識
を
も
つ
と
と
も
に
、
個
に
応
じ
た
指

導
の
充
実
を
図
る
。

　

公
開
研
究
会
の
折
に
は
、
全
ク
ラ
ス
が
授
業
を
公
開
す
る

と
と
も
に
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
の
授
業
研
究
会
を
と
お
し

て
、
教
師
が
学
び
合
う
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

■
甲
府
市
立
湯
田
小
学
校

・
研
究
テ
ー
マ 

「
自
ら
学
ぶ
児
童
の
育
成　

〜
学
び
合
う
学

級
づ
く
り
を
通
し
て
〜
」

  

本
校
で
は
、
学
力
向
上
に
は
児
童
の
学
び
合
い
が
重
要
で

あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
学
び
合
う
学
級
づ
く
り
の
た
め
に
、

楽
し
い
学
校
生
活
の
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
（
Ｑ
Ｕ
）
検
査
を

実
施
し
、
結
果
を
生
か
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
児
童
の
学
習
履
歴
、
自
己
評
価
、
学
習
前
後
の
変

化
な
ど
が
わ
か
る
一
枚
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
活
用
し
、
指
導

と
評
価
の
一
体
化
を
実
践
し
て
い
ま
す
。
一
枚
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
は
、
育
て
た
い
資
質
能
力
を
明
確
に
し
た
授
業
の
グ
ラ

ン
ド
デ
ザ
イ
ン
で
も
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
大
学
生
の
教
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
用
や
、
授

業
改
善
の
た
め
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
研
究
会
の
実
践
も
行

い
ま
し
た
。

■
中
央
市
立
田
富
北
小
学
校

・
研
究
テ
ー
マ
「
生
き
生
き
と
学
ぶ
子
ど
も
を
育
て
る
教
育

活
動
の
展
開　

〜
か
か
わ
り
合
っ
て
学
ぶ
活
動
（
算
数
科
）

を
通
し
て
〜
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

教
科
を
算
数
科
に
絞
り
、
次
の
三
つ
の
活
動
を
授
業
に
取

り
入
れ
、
思
考
力
を
育
て
る
こ
と
を
目
標
に
取
り
組
み
ま
し

た
。
①
も
の
（
教
材
の
本
質
、
具
体
物
等
の
操
作
・
図
や
式

等
で
か
く
こ
と
）
と
の
か
か
わ
り　

②
人
（
友
達
や
教
師
）

と
か
か
わ
り
合
う
活
動　

③
子
ど
も
が
学
ぶ
意
味
を
感
じ
教

師
が
指
導
に
活
か
す
評
価
と
し
て
一
枚
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
・

学
習
感
想
の
記
述
で
す
。
ま
た
、
学
び
を
支
え
る
学
習
の
環

境
（
実
態
把
握
、
学
級
集
団
づ
く
り
、
学
習
基
盤
、
保
護
者

と
の
連
携
）
に
も
努
め
ま
し
た
。

■
南
ア
ル
プ
ス
市
立
甲
西
中
学
校

・
研
究
テ
ー
マ 

「
基
礎
・
基
本
の
定
着
を
図
り
、
確
か
な
学

力
を
身
に
つ
け
る
指
導
の
工
夫　

〜
生
徒
の
実
態
に
応
じ
た

多
面
的
な
指
導
・
支
援
体
制
の
充
実
を
通
し
て
〜
」

　

本
校
で
は
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
研
究
を
基
に
、
平
成

十
七
年
度
か
ら
の
本
指
定
を
受
け
、
学
校
教
育
目
標
の
具
現

化
に
向
け
て
取
組
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
確
か
な
学
力
を
生

徒
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
、
一
点
か
ら
で
な
く
、
多
面
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
こ
と
で
学
力
の
向
上
を
目
指
し
ま
し

た
。「
授
業
改
善
お
よ
び
質
の
向
上
」「
個
へ
の
指
導
・
支
援

体
制
の
充
実
」「
家
庭
生
活
の
実
態
把
握
と
学
習
習
慣
の
確

立
」
の
三
つ
の
柱
を
中
心
に
研
究
を
行
い
、
各
柱
の
内
容
を

よ
り
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
多
様
な
生
徒
に
対
応
で
き
る
よ
う

に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

■
笛
吹
市
立
富
士
見
小
学
校

・
研
究
テ
ー
マ 

「
確
か
な
学
力
を
育
む
学
習
活
動
の
創
造　

〜
算
数
科
に
お
け
る
、
基
礎
・
基
本
の
定
着
を
図
る
指
導
方

法
と
学
び
合
い
の
場
の
工
夫
を
通
し
て
〜
」

　

本
校
で
は
次
の
三
つ
の
重
点
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
き
ま

し
た
。
①
Ｔ
Ｔ
方
式
・
少
人
数
指
導
等
学
習
形
態
の
工
夫
及

び
、
学
ぶ
楽
し
さ
を
味
わ
い
主
体
的
に
取
り
組
む
学
習
活
動

に
よ
り
、
基
礎
・
基
本
の
確
実
な
定
着
を
図
る
。
②
思
考
を

深
め
課
題
を
解
決
す
る
学
び
の
中
で
、
互
い
の
考
え
を
交
流

し
高
め
合
う
学
び
合
い
の
場
の
工
夫
を
行
う
。
③
学
び
を
受

け
止
め
、学
び
合
う
関
わ
り
を
支
え
る
評
価
活
動
を
進
め
る
。

書
く
活
動
を
取
り
入
れ
、
数
学
的
な
思
考
力
、
変
容
を
と
ら

え
る
手
だ
て
と
す
る
。

■
山
梨
市
立
山
梨
南
中
学
校

・
研
究
テ
ー
マ 

「
真
理
を
求
め
、
自
ら
考
え
、
正
し
く
判
断
し
、

進
ん
で
学
習
す
る
生
徒
の
育
成　

〜
探
求
心
を
は
ぐ
く
む
学

習
活
動
の
推
進
〜
」

  

本
校
で
は
「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
・
問
題
解
決
的

学
力
拠
点
形
成
事
業
の
成
果

―

義
務
教
育
課―

特　集 2
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な
資
質
や
能
力
の
育
成
」
と
「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
を
図

り
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
基
礎
・

基
本
の
定
着
」
を
柱
に
「
課
題
解
決
的
な
学
習
の
推
進
」「
生

活
と
の
関
係
で
考
え
た
り
、表
現
し
た
り
す
る
授
業
の
工
夫
」

「
発
表
や
話
し
合
い
な
ど
に
よ
り
、
学
び
の
質
を
高
め
る
指

導
の
工
夫
」「
生
徒
の
発
言
や
つ
ま
ず
き
の
分
析
を
も
と
に

し
た
適
切
な
支
援
」「
評
価
内
容
及
び
評
価
方
法
の
改
善
」

に
取
り
組
み
ま
し
た
。

■
韮
崎
市
立
韮
崎
小
学
校

・
研
究
テ
ー
マ ｢

生
き
生
き
と
自
ら
学
ぶ
子
ど
も
の
育
成
」

　

国
語
科
で
は
、
自
分
の
考
え
を
正
し
く
書
く
こ
と
の
で
き

る
子
ど
も
を
め
ざ
し
、「
書
く
力
」
を
高
め
る
指
導
法
の
研

究
を
行
い
ま
し
た
。
国
語
科
の
書
く
学
習
に
お
い
て
短
作
文

の
書
く
力
を
高
め
る
た
め
に
言
語
事
項
に
関
す
る
基
礎
的
技

能
の
内
容
を
踏
ま
え
た
指
導
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
全
学

級
で
日
直
作
文
等
に
も
取
り
組
み
ま
し
た
。
算
数
科
で
は
、

課
題
解
決
に
見
通
し
を
も
ち
数
学
的
な
考
え
方
が
で
き
る
子

ど
も
を
目
指
し
研
究
を
行
い
ま
し
た
。
算
数
的
活
動
の
取
り

入
れ
や
問
題
解
決
型
の
学
習
過
程
の
工
夫
を
通
し
て
、
考
え

方
の
育
成
・
学
び
方
の
向
上
を
図
り
ま
し
た
。

■
北
杜
市
立
長
坂
中
学
校

・
研
究
テ
ー
マ 

「
確
か
な
学
力
を
身
に
つ
け
、
主
体
的
に
学

ぶ
生
徒
の
育
成
」

　

本
校
で
は
、「
主
体
的
に
学
ぶ
生
徒
」
を
育
む
た
め
に
『
学

び
合
う
体
験
』
に
焦
点
を
当
て
た
授
業
を
展
開
し
て
き
ま
し

た
。
①
「
つ
か
む
」
反
復
練
習
等
で
集
中
力
を
鍛
え
な
が
ら
、

学
習
へ
の
見
通
し
を
も
ち
ま
す
。
②
「
関
わ
る
・
表
現
す
る
」

男
女
混
合
３
人
班
を
使
い
、
表
現
し
あ
っ
て
学
習
を
深
め
ま

す
。
③
「
ふ
り
返
る
」
学
習
後
の
ふ
り
返
り
を
継
続
的
に
書

き
、
次
の
課
題
に
つ
な
げ
ま
す
。

  

各
授
業
で
共
通
し
た
ひ
と
つ
の
流
れ
を
作
る
こ
と
が
で

き
、
生
徒
の
関
心
・
意
欲
の
高
ま
り
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
ま

た
「
学
び
合
う
」
こ
と
で
生
徒
相
互
の
相
乗
効
果
が
上
げ
ら

れ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。　

■
市
川
三
郷
町
立
市
川
小
学
校

・
研
究
テ
ー
マ
「
自
ら
『
見
つ
め
、
調
べ
、
ま
と
め
、
表
現

す
る
』
子
ど
も
た
ち
の
育
成
を
目
指
し
て
」

　

算
数
科
で
評
価
と
指
導
の
一
体
化
を
図
っ
た
授
業
の
創
造

に
取
り
組
み
ま
し
た
。評
価
記
録
か
ら
確
か
な
見
取
り
を
し
、

指
導
と
評
価
と
支
援
の
計
画
を
も
と
に
、
問
題
解
決
的
学
習

を
通
し
て
確
か
な
学
力
の
向
上
を
目
指
し
ま
し
た
。
教
材
教

具
の
工
夫
や
算
数
的
活
動
の
導
入
が
意
欲
や
思
考
力
の
向
上

に
、
関
わ
り
合
い
の
工
夫
が
話
し
聴
く
力
の
向
上
や
学
び
合

う
楽
し
さ
に
、
書
く
活
動
の
充
実
が
思
考
力
・
表
現
力
の
向

上
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
ま
た
、
学
習
感
想
等
の
自
己
評
価

が
、
児
童
に
と
っ
て
課
題
の
意
識
化
に
、
教
師
に
と
っ
て
児

童
の
思
考
や
理
解
度
の
把
握
や
指
導
の
振
り
返
り
に
つ
な
が

り
ま
し
た
。

■
市
川
三
郷
町
立
市
川
中
学
校

・
研
究
テ
ー
マ 

「
生
き
生
き
と
意
欲
的
に
学
び
合
う
生
徒
の

育
成
」

　

生
徒
一
人
一
人
の
学
習
意
欲
を
高
め
る
た
め
、
生
徒
の
実

態
、
学
習
ス
キ
ル
の
育
成
、
支
援
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
各
ブ

ロ
ッ
ク
ご
と
に
研
究
し
、
全
体
で
学
び
方
や
学
ぶ
習
慣
の
確

立
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
ま
た
、
Ｔ
Ｔ
授
業
等
に
よ
り
き
め

細
か
な
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、小
集
団
学
習
を
取
り
入
れ
、

生
徒
同
士
が
積
極
的
に
学
び
合
う
授
業
づ
く
り
を
各
教
科
ご

と
に
研
究
・
実
践
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
生
徒
・
教
師
の
授
業
に
対
す
る
意
識
・
取
組

が
向
上
し
、
本
校
の
教
育
活
動
全
般
も
活
性
化
し
ま
し
た
。

■
富
士
河
口
湖
町
立
船
津
小
学
校

・
研
究
テ
ー
マ 

「
心
豊
か
に
生
き
生
き
と
学
ぶ
子
ど
も
の
育

成
」

　

学
ぶ
意
欲
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、
子
ど
も
の
実
態
を
十

分
に
理
解
し
、
家
庭
と
連
携
し
て
子
ど
も
の
規
則
正
し
い
生

活
や
学
習
習
慣
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、

分
か
る
・
で
き
る
・
楽
し
い
授
業
の
創
造
を
目
指
し
て
き
ま

し
た
。
算
数
科
で
の
問
題
解
決
学
習
に
お
け
る
「
授
業
力
の

向
上
」
を
図
る
と
と
も
に
、個
に
応
じ
た
指
導
の
た
め
の
「
支

援
」
の
在
り
方
に
着
目
し
、
実
践
的
な
研
究
を
進
め
、
確
か

な
学
力
の
向
上
に
努
め
て
き
ま
し
た
。

■
大
月
市
立
大
月
東
中
学
校

・
研
究
テ
ー
マ 

「
豊
か
な
学
び
か
ら
「
確
か
な
学
力
」
の
向

上
を
め
ざ
し
て
」

　

本
校
で
は
、
生
徒
が
わ
か
る
喜
び
を
味
わ
い
、
学
ぶ
楽
し

さ
を
感
じ
、
学
び
の
意
義
を
実
感
し
な
が
ら
学
習
す
る
「
豊

か
な
学
び
」
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
、
教
科
指
導
に
お
い

て
は
、
視
覚
資
料
の
提
示
や
生
活
と
の
関
わ
り
の
中
か
ら
課

題
を
投
げ
か
け
る
な
ど
の
導
入
の
工
夫
や
、
作
業
や
実
験
、

意
見
交
換
な
ど
の
学
習
形
態
を
工
夫
し
ま
し
た
。
ま
た
、
学

習
指
導
に
お
い
て
も
、
学
習
に
対
す
る
構
え
を
育
成
す
る
た

め
に
「
学
習
の
手
引
き
」
の
活
用
や
、
個
に
応
じ
た
指
導
と

既
習
事
項
の
定
着
を
図
り
学
習
の
意
欲
を
喚
起
さ
せ
て
い
く

た
め
に
「
学
び
の
時
間
」
等
の
取
組
を
行
な
い
ま
し
た
。

　

今
年
度
公
開
さ
れ
た
各
研
究
指
定
校
の
実
践
を
紹
介
し
ま

し
た
。
紙
幅
が
な
く
十
分
に
紹
介
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

数
多
く
の
具
体
的
か
つ
効
果
的
な
手
だ
て
が
開
発
さ
れ
た
と

考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
成
果
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
共

有
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
の
学
力
向
上
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま

す
。
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● ものづくり人材育成のための ●

【
概　

要
】

　

産
業
構
造
の
変
化
と
と
も
に
、
団
塊
の
世
代
の
大
量
退
職

や
技
術
・
技
能
の
継
承
と
も
の
づ
く
り
に
興
味
を
持
っ
た
人

材
の
育
成
が
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　

こ
の
よ
う
な
中
、
平
成
十
九
年
度
文
部
科
学
省
の
「
も
の

づ
く
り
人
材
育
成
の
た
め
の
専
門
高
校
・
地
域
産
業
連
携
事

業
」
の
指
定
を
受
け
、県
内
の
工
業
高
校
（
韮
崎
工
業
高
校
・

甲
府
工
業
高
校
・
谷
村
工
業
高
校
）
三
校
で
事
業
が
進
め
れ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
工
業
高
校
と
地
元
企
業
が
連
携
し
て
、
地

域
に
貢
献
で
き
る
人
材
育
成
の
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
を
め
ざ
す

と
と
も
に
、
学
校
・
行
政
・
企
業
の
連
携
の
在
り
方
を
検
討

し
、
工
業
高
校
と
地
域
産
業
の
活
性
化
を
目
指
す
ね
ら
い
が

あ
り
ま
す
。
実
施
に
は
、
教
育
委
員
会
と
や
ま
な
し
産
業
支

援
機
構
が
主
体
と
な
り
、
人
材
育
成
連
携
推
進
委
員
会
を
中

心
に
活
動
を
進
め
て
い
ま
す
。
活
動
内
容
に
は
、
概
要
図
に

示
す
と
お
り
「
企
業
実
習
の
実
施
」「
学
校
で
実
践
的
指
導
」

な
ど
四
つ
の
分
野
が
あ
り
ま
す
。

【
各
校
の
取
組
み
】

○
韮
崎
工
業
高
校

　

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
実
績
の
あ
る
地
元
企
業
に
依
頼
し

て
、
二
年
生
二
十
三
名
が
七
社
で
四
日
間
の
企
業
実
習
を
実

施
し
ま
し
た
。
機
械
加
工
（
旋
盤
／
Ｍ
Ｃ
加
工
）・
溶
接
・

材
料
計
測
・
Ｃ
Ａ
Ｄ
な
ど
学
校
で
は
体
験
の
で
き
な
い
実
習

内
容
で
大
変
参
考
と
な
り
ま
し
た
。一
年
生
は
、電
子
機
械
科

と
シ
ス
テ
ム
工
学
科
の
生
徒
七
十
二
名
が
企
業
見
学
を
五
日

間
に
分
け
て
行
い
、ま
た
、企
業
の
技
術
者
に
よ
る
工
業
管
理

技
術
や
シ
ス
テ
ム
技
術
に
関
す
る
講
義
を
実
施
し
ま
し
た
。

○
甲
府
工
業
高
校

  

生
徒
の
企
業
実
習
は
、
連
携
企
業
八
社
と
の
調
整
を
図
り

な
が
ら
、
実
習
テ
ー
マ
を
編
成
し
、
精
密
機
器
、
光
学
・
Ｏ

Ａ
機
器
、
半
導
体
製
造
装
置
な
ど
の
製
造
技
術
で
あ
る
機
械

加
工
、
金
属
熱
処
理
、
Ｃ
Ａ
Ｄ
製
図
実
習
な
ど
を
実
践
し
ま

し
た
。
ま
た
、
企
業
の
高
度
熟
練
技
術
者
を
三
級
技
能
検
定

実
技
講
習
と
二
足
歩
行
ロ
ボ
ッ
ト
の
製
作
の
指
導
者
と
し
て

招
き
、
機
械
加
工
や
組
み
立
て
な
ど
の
実
技
講
習
会
を
実
施

し
ま
し
た
。
企
業
と
の
共
同
研
究
で
は
、
ト
ラ
ク
タ
ー
や
小

型
パ
ワ
ー
シ
ョ
ベ
ル
の
自
走
又
は
遠
隔
操
作
走
行
シ
ス
テ
ム

な
ど
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

○
谷
村
工
業
高
校

  

一
年
生
全
員
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
発
展
さ
せ
る
形
で

一
年
生
十
一
名
が
製
造
業
八
社
へ
終
日
三
日
間
の
企
業
実
習

を
実
施
し
ま
し
た
。
ハ
イ
テ
ク
工
作
機
械
や
高
度
な
加
工

技
術
に
触
れ
る
こ
と
で
、
も
の
づ
く
り
に
対
す
る
意
識
が
高

ま
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
企
業
の
経
営
者
や
技
術
者
を
講
師

に
招
き
、
機
械
設
計
に
関
す
る
講
義
を
実
施
し
、
二
年
生
の

べ
五
十
八
名
が
受
講
し
、
教
科
書
か
ら
は
学
ぶ
こ
と
が
で
き

な
い
熱
気
あ
る
内
容
に
、
真
剣
に
話
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。

○
三
校
の
共
通
履
修
と
し
て
、
二
足
歩
行
ロ
ボ
ッ
ト
の
製
作

が
三
年
生
を
中
心
に
実
施
さ
れ
、
企
業
か
ら
講
師
を
招
き
指

導
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ア
ッ
セ
ン
ブ
リ
組
立
技
術
に

つ
な
が
る
正
確
な
作
業
が
要
求
さ
れ
ま
す
が
、
生
徒
が
組
立

説
明
書
を
注
意
深
く
読
み
な
が
ら
も
楽
し
そ
う
に
取
り
組
む

姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

○
教
員
の
高
度
技
術
習
得

　

教
員
を
対
象
に
高
度
熟
練
技
能
者
の
指
導
に
よ
り
、溶
接
、

旋
盤
加
工
、
フ
ラ
イ
ス
盤
加
工
技
術
講
習
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
安
全
作
業
に
つ
い
て
、
実
際
の
体
験
談
を
も
と
に
、

設
備
、
防
具
、
そ
し
て
服
装
な
ど
の
扱
い
や
着
こ
な
し
の
要

領
な
ど
に
つ
い
て
指
導
を
受
け
た
後
、
特
殊
技
能
を
要
す
る

ス
テ
ン
レ
ス
溶
接
等
の
技
術
講
習
を
受
け
ま
し
た
。
今
後
の

実
習
指
導
に
大
い
に
役
立
つ
内
容
で
し
た
。

【
ま
と
め
】

  

本
事
業
の
取
り
組
み
は
、
四
つ
の
分
野
と
も
ス
タ
ー
ト
し

た
ば
か
り
で
す
。
企
業
実
習
や
学
校
で
の
指
導
な
ど
実
施
回

数
は
少
な
い
も
の
で
す
が
、
三
年
間
の
取
り
組
み
に
よ
り
、

工
業
高
校
と
地
元
企
業
と
の
連
携
を
進
め
、
基
礎
技
術
力
を

身
に
付
け
た
、
も
の
づ
く
り
人
材
育
成
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム

づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。
ま
た
、
他
の
学
科
や
専
門
高
校
に

も
展
開
で
き
る
よ
う
な
取
り
組
み
を
推
進
す
る
予
定
で
す
。

も
の
づ
く
り
人
材
育
成
の
た
め
の

　

「
専
門
高
校
・
地
域
産
業
連
携
事
業
」
に
つ
い
て
（
ク
ラ
フ
ト
マ
ン
21
）

―

高
校
教
育
課 ―

概要図

MC 加工品の面取り

TIG 溶接実習
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● 都留高校におけるＮＩＥ推進事業 ●

　

都
留
高
校
は
、
平
成
十
八
・
十
九
年
度
に
、
日
本
新

聞
教
育
文
化
財
団
か
ら
、
Ｎ
Ｉ
Ｅ
（N

ew
sp

ap
er In

 

E
d
u
cation

）
の
実
践
校
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｎ
Ｉ
Ｅ

と
は
学
校
で
新
聞
を
教
材
に
し
た
教
育
活
動
を
進
め
る
活
動

で
す
。
本
校
で
は
、
数
紙
の
新
聞
を
比
較
し
な
が
ら
読
む
こ

と
を
通
じ
て
、
論
理
的
な
考
え
方
や
思
考
力
を
養
う
よ
う
に

指
導
を
進
め
て
い
ま
す
。

◇
総
合
学
習
に
お
け
る
Ｎ
Ｉ
Ｅ
学
習

　

１
年
次
の
総
合
学
習
で
、
新
聞
記
事
を
使
っ
た
Ｎ
Ｉ
Ｅ
学

習
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
導
入
と
し
て
、
山
梨
日
日
新
聞

の
編
集
者
を
講
師
に
お
招
き
し
、
新
聞
記
事
の
作
り
方
と
読

み
方
に
つ
い
て
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
次
に
、
各

自
が
進
路
に
関
わ
る
記
事
を
選
び
、
班
ご
と
に
テ
ー
マ
を
設

定
し
て
、テ
ー
マ
に
関
す
る
他
の
記
事
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・

書
籍
・
事
典
な
ど
を
調
べ
ま
し
た
。
各
テ
ー
マ
に
つ
い
て
ま

と
め
た
内
容
を
班
ご
と
に
ク
ラ
ス
で
発
表
し
て
、
そ
の
後
各

ク
ラ
ス
の
代
表
が
１
年
生
全
体
で
発
表
す
る
予
定
で
す
。

◇
新
聞
係
を
中
心
と
し
た
新
聞
閲
覧
の
取
り
組
み

　

日
本
新
聞
教
育
文
化
財
団
か
ら
提
供
さ
れ
た
六
紙
の
新
聞

は
毎
日
、
生
徒
が
比
較
し
な
が
ら
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。
１
・
２
年
各
ク
ラ
ス
の
新
聞
係
の
生
徒
は
注
目
記

事
を
切
り
抜
き
、
教
室
に
掲
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
Ｎ
Ｉ

Ｅ
コ
ー
ナ
ー
を
職
員
室
前
に
設
置
し
、
本
校
生
徒
の
活
躍
が

掲
載
さ
れ
た
記
事
を
掲
示
し
て
い
ま
す
。

◇
記
事
に
対
す
る
意
見
文
の
新
聞
投
稿
の
取
り
組
み

　

長
期
休
業
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
新
聞
の
社
説
な
ど
の

記
事
を
読
み
そ
の
記
事
に
対
す
る
意
見
文
を
書
く
よ
う
に
指

導
し
ま
し
た
。
優
れ
た
意
見
文
を
選
び
、
新
聞
の
投
書
欄
に

送
り
ま
し
た
。
二
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
間
に
、
山
梨
日

日
新
聞
の
「
私
も
言
い
た
い
・
十
代
の
意
見
」
の
欄
に
、
約

四
十
名
の
都
留
高
校
の
生
徒
の
意
見
文
が
掲
載
さ
れ
ま
し

た
。
掲
載
さ
れ
た
意
見
文
を
各
ク
ラ
ス
で
取
り
上
げ
て
、
感

想
や
意
見
を
出
し
合
い
ま
し
た
。

◇
各
教
科
で
の
取
り
組
み

＊
国
語
科　

国
語
力
向
上
を
目
指
し
て
、
２
年
生
の
現
代
文

の
授
業
で
は
、
新
聞
記
事
を
通
し
て
、
情
報
を
取
捨
選

択
す
る
力
や
各
自
の
意
見
を
発
信
す
る
表
現
力
を
養
う

授
業
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
公
開
研
究
授
業
で
は
、
新

聞
５
紙
の
一
面
記
事
を
読
み
比
べ
て
比
較
し
ま
し
た
。

＊
地
歴
・
公
民
科　

１
年
生
の
世
界
史
Ａ
の
授
業
で
、
学
習

内
容
と
関
連
づ
け
て
、
世
界
の
各
地
域
に
関
す
る
新
聞

記
事
を
取
り
上
げ
て
、生
徒
に
紹
介
し
て
ま
し
た
。
ま
た
、

歴
史
や
社
会
に
関
連
す
る
集
会
・
イ
ベ
ン
ト
の
記
事
や

記
念
日
に
関
連
す
る
新
聞
記
事
を
授
業
の
最
初
に
紹
介

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
に
現
在
起
こ
っ
て
い
る
出

来
事
に
対
す
る
関
心
を
持
た
せ
ま
し
た
。

＊
理
科　

生
物
の
授
業
の
課
題
と
し
て
、
生
物
に
関
す
る
新

聞
記
事
を
切
り
抜
い
て
レ
ポ
ー
ト
用
紙
に
貼
り
、
要
約

と
感
想
を
書
く
課
題
を
出
し
ま
し
た
。

＊
芸
術
科　

書
道
の
授
業
で
、
年
末
に
発
表
さ
れ
た
『
今
年

の
世
相
を
表
す
漢
字
』
の
記
事
を
読
ん
で
、
そ
の
漢
字

を
半
紙
に
表
現
し
ま
し
た
。

＊
家
庭
科　

「
発
達
と
保
育
」
の
授
業
で
、
過
去
半
年
の
新

聞
記
事
か
ら
、
子
ど
も
の
保
育
に
関
連
す
る
記
事
を
抜

き
出
し
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
調
べ
て
発
表
し
ま
し
た
。

＊
英
語
科  

「
科
学
英
語
」
の
授
業
で
、
新
聞
に
掲
載
さ
れ

た
最
新
の
科
学
記
事
を
読
む
こ
と
と
、
専
門
用
語
の
入
っ

た
英
字
新
聞
の
記
事
を
読
む
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

　

以
上
の
新
聞
を
利
用
し
た
教
育
活
動
は
、
来
年
度
以
降
も

続
け
て
い
く
予
定
で
す
。

都
留
高
校
お
け
る
Ｎ
Ｉ
Ｅ
推
進
事
業

―
 

都
留
高
等
学
校 ―

取り組みの様子



8

● 『山梨県史』の完成 ●

　

原
始
か
ら
現
代
に
至
る
山
梨
県
の
歴
史

を
、全
二
十
八
巻
三
十
一
冊
に
ま
と
め
た『
山

梨
県
史
』
編
さ
ん
事
業
が
、
こ
の
度
完
了
し

ま
し
た
。

　

『
山
梨
県
史
』
の
編
さ
ん
事
業
は
、
山
梨

県
の
歴
史
を
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
、
平
成
二
年
度
に
事
業
が
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
対
象
と
す
る
時
代
は
、
旧
石

器
時
代
（
本
県
で
は
約
三
万
五
〇
〇
〇
年
前

に
、
旧
石
器
時
代
人
の
存
在
が
確
認
で
き

る
）
か
ら
、
平
成
二
年
の
天
野
建
知
事
誕
生

ま
で
で
す
。
県
史
編
さ
ん
事
業
は
、
県
民
は

も
と
よ
り
、
県
内
外
の
歴
史
研
究
者
や
、
愛

好
家
を
始
め
と
す
る
多
く
の
人
々
の
悲
願
で

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
本
県
で
修
史
事

業
が
行
わ
れ
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
文
化
四

年
（
一
八
〇
七
）
に
始
ま
り
、
同
十
一
年

（
一
八
一
四
）
に
完
成
し
た
『
甲
斐
国
志
』

の
み
で
、
そ
れ
以
後
は
ま
っ
た
く
実
施
さ
れ

ず
に
い
た
た
め
で
す
。

　

で
す
が
、
そ
の
後
、
山
梨
県
史
編
さ
ん
の

試
み
が
ま
っ
た
く
な
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
、
大
正
時
代
、
甲
州

財
閥
の
一
つ
で
あ
る
若
尾
財
閥
の
援
助
の

も
と
、
山
梨
県
誌
編
さ
ん
事
業
が
行
わ
れ

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
（
俗
に
「
若
尾
県

誌
」
と
も
呼
称
さ
れ
ま
す
）。
当
時
の
県
内

の
歴
史
学
者
の
総
力
を
結
集
し
て
始
ま
っ
た

事
業
は
、
県
内
は
も
ち
ろ
ん
、
県
外
に
も
史

料
調
査
に
赴
く
な
ど
、
現
在
の
事
業
に
も

劣
ら
ぬ
精
力
的
な
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
、

着
々
と
進
め
ら
れ
た
史
料
収
集
と
並
行
し

て
、
県
史
の
執
筆
も
行
わ
れ
、
大
正
十
二
年

（
一
九
二
三
）
に
は
、
最
初
の
刊
行
巻
の
原

稿
が
完
成
し
、
印
刷
の
た
め
に
横
浜
に
送
ら

れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
不
幸
に
も
関
東
大

震
災
が
発
生
し
、
県
史
の
原
稿
は
横
浜
を
焼

き
尽
く
し
た
炎
の
中
に
消
え
た
の
で
し
た
。

さ
ら
に
、
当
時
の
日
本
は
、「
恐
慌
か
ら
恐

慌
へ
よ
ろ
め
く
」
と
い
わ
れ
た
経
済
不
況
に

苦
し
ん
で
お
り
、
震
災
に
続
い
て
発
生
し
た

金
融
恐
慌
、
昭
和
恐
慌
な
ど
の
た
め
、
県
誌

編
さ
ん
事
業
を
後
援
し
て
い
た
若
尾
財
閥
も

崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
、

支
え
を
失
っ
た
山
梨
県
誌
編
さ
ん
事
業
は
、

遂
に
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
、「
若
尾
県
誌
」

は
「
幻
の
県
誌
編
さ
ん
事
業
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
の
県
誌
編
さ
ん

事
業
の
成
果
の
一
部
は
、
県
立
博
物
館
所
蔵

若
尾
資
料
に
収
め
ら
れ
て
い
る
史
料
か
ら
窺

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
う
し
た
不
幸
な
経
緯
も
あ
っ
て
、
県
史

編
さ
ん
事
業
の
完
成
は
、
多
く
の
人
々
の
悲

願
と
な
っ
た
の
で
し
た
。
幸
い
な
こ
と
に
、

平
成
元
年
度
に「
県
史
編
さ
ん
準
備
委
員
会
」

が
設
置
さ
れ
て
、
素
案
づ
く
り
が
な
さ
れ
、

翌
年
四
月
に
「
山
梨
県
史
編
さ
ん
委
員
会
」

が
発
足
し
、
そ
の
下
で
県
史
編
さ
ん
担
当
が

実
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。
県
史

編
さ
ん
事
業
は
、
原
始
、
古
代
、
中
世
、
近

世
、
近
現
代
、
民
俗
、
文
化
財
の
七
部
会
が

設
置
さ
れ
、
県
内
外
の
専
門
家
を
委
員
に
委

嘱
し
、
さ
ら
に
県
内
市
町
村
の
歴
史
や
史
料

所
在
の
情
報
を
知
る
た
め
に
、
地
域
の
方
々

の
中
か
ら
調
査
協
力
員
を
委
嘱
し
、
情
報
の

収
集
に
努
め
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
多
く
の

皆
様
の
御
協
力
の
も
と
に
、
数
多
く
の
史
料

の
調
査
と
収
集
（
お
も
に
写
真
撮
影
）
を
実

施
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
か
っ
た
数
多
く
の
史
実
を
発
掘

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

県
史
編
さ
ん
事
業
に
よ
る
史
料
調
査
の
足

跡
は
、
県
内
の
す
べ
て
の
市
町
村
の
ほ
か
、

県
外
各
地
の
大
学
、
博
物
館
、
資
料
館
、
個

人
宅
な
ど
に
及
び
ま
し
た
。
事
業
完
結
の
平

成
十
九
年
度
末
ま
で
に
調
査
、
収
集
し
た
史

料
は
、
総
計
で
約
五
〇
万
点
に
も
達
し
ま
し

た
。
そ
れ
ほ
ど
精
力
的
な
史
料
調
査
と
収
集

を
実
施
し
た
の
は
、
県
史
の
記
述
の
正
確
さ

を
期
す
た
め
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、

紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
て
、
県
史
の
資
料
編
に

掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
わ
ず
か
に

約
一
万
五
〇
〇
〇
点
余
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ

れ
で
も
、
通
史
編
の
記
述
の
中
に
、
可
能
な

限
り
の
新
知
見
を
盛
り
込
ん
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
本
県
の
歴
史
と
い
え
ば
、
武
田
氏
が

著
名
で
す
が
、
武
田
氏
の
史
料
も
ほ
ぼ
網
羅

さ
れ
、
今
後
、
県
史
を
活
用
し
た
研
究
の
進

展
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
は
、
県
史

の
資
料
編
、
資
料
叢
書
に
収
め
ら
れ
た
史
料

や
、
通
史
編
、
概
説
編
、
調
査
報
告
書
、
県

史
研
究
な
ど
の
記
述
は
も
と
よ
り
、
県
立
博

物
館
に
移
管
し
た
史
料
群
な
ど
が
、
県
民
各

位
が
郷
土
山
梨
の
歴
史
を
読
み
解
く
よ
す
が

と
な
り
、
さ
ら
に
学
校
教
育
、
生
涯
学
習
、

歴
史
研
究
の
進
展
に
貢
献
で
き
る
こ
と
を

願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

『
山
梨
県
史
』
の
完
成

―
 

山
梨
県
史
編
さ
ん
室 ―

完成した山梨県史
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● 県立美術館　特別展 ●

　

県
立
美
術
館
が
所
蔵
し
て
い
る
ミ
レ
ー
の《
落
ち
穂
拾
い
、

夏
》
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
作
品
に
描
か
れ
た
も

の
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

収
穫
の
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
刈
っ
た
穀
物
を
全
て
取
り

入
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
あ
る
一
定
量
を
地
面
に
残
し

て
お
く
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
地
面
に
残

さ
れ
た
穂
が
「
落
ち
穂
」
で
す
。
落
ち
穂
は
畑
を
持
た
な
い

貧
し
い
人
び
と
の
た
め
に
残
さ
れ
る
も
の
で
し
た
。
手
前
の

３
人
の
女
性
た
ち
は
、
落
ち
穂
を
拾
っ
て
日
々
を
暮
ら
す
貧

し
い
農
民
で
す
。
腰
を
か
が
め
て
穂
を
拾
う
と
い
う
過
酷
な

作
業
に
従
事
し
て
い
る
も
の
の
、
彼
女
た
ち
は
堂
々
と
し
た

姿
を
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
「
収
穫
の
秋
」
と
い
い
ま
す
が
、
一
般
的
に
フ

ラ
ン
ス
で
は
小
麦
な
ど
の
穀
物
の
収
穫
は
７
月
か
ら
８
月
に

か
け
て
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
穀
物
は
刈
り
取
ら
れ
て
干
さ
れ

た
の
ち
に
、
積
み
上
げ
ら
れ
ま
す
。《
落
ち
穂
拾
い
、
夏
》

の
背
景
に
見
え
る
の
が
、
収
穫
さ
れ
た
穀
物
を
積
み
上
げ
た

も
の
。
荷
車
に
載
せ
ら
れ
た
穀
物
を
人
び
と
が
積
み
上
げ
て

い
る
様
子
が
み
え
ま
す
。
人
間
の
大
き
さ
と
比
べ
る
と
、
こ

の
山
が
ど
れ
だ
け
大
き
い
か
分
か
る
で
し
ょ
う
。
し
ば
し
ば

「
積
み
わ
ら
」
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
実
際
は
脱
穀
前
の
麦
を

注
意
深
く
積
み
上
げ
た
も
の
で
、
直
径
４
メ
ー
ト
ル
か
ら
８

メ
ー
ト
ル
に
及
び
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
大
き
な
収
穫
物
の

山
は
、
こ
の
土
地
の
豊
か
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

　

19
世
紀
フ
ラ
ン
ス
で
活
躍
し
た
ミ
レ
ー
や
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派

の
画
家
は
、
田
園
風
景
や
農
民
の
姿
を
描
き
ま
し
た
。
絵
画

に
あ
ら
わ
さ
れ
た
農
村
は
理
想
郷
と
み
な
さ
れ
、
収
穫
さ
れ

た
穀
物
や
干
し
草
を
積
み
上
げ
た
大
き
な
山
は
大
地
の
恵
み

と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
画
題
は
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
デ
ュ
プ
レ

や
レ
オ
ン
・
レ
ル
ミ
ッ
ト
ら
サ
ロ
ン
で
活
躍
し
た
画
家
た
ち
、

さ
ら
に
は
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
や
カ
ミ
ー
ユ
・
ピ
サ
ロ
と
い
っ

た
印
象
派
の
画
家
た
ち
に
も
継
承
さ
れ
ま
し
た
。
印
象
派
を

代
表
す
る
画
家
モ
ネ
は
、
ミ
レ
ー
の
《
落
ち
穂
拾
い
、
夏
》

で
背
景
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
穀
物
の
山
を
主
役
に
据
え
ま

し
た
。

　

「
田
園
讃
歌
」
展
で
は
、
積
み
わ
ら
や
農
民
の
姿
に
注
目

し
ま
す
。
本
展
で
は
、
19
世
紀
フ
ラ
ン
ス
絵
画
や
近
代
日
本

絵
画
の
名
品
約
１
５
０
点
で
、「
近
代
絵
画
に
見
る
自
然
と

人
間
」
を
多
角
的
に
紹
介
し
ま
す
。

会

期
：
4
月
19
日
（
土
）
〜
6
月
1
日
（
日
）

休

館

日
：
4
月
�1
、
�8
、
5
月
7
、
1�
、
19
、
�6
日

会

場
：
特
別
展
示
室

開
館
時
間
：
午
前
9
時
〜
午
後
5
時

（
入
館
は
午
後
4
時
30
分
ま
で
）

入

場

料
：
一
般　
　

一
〇
〇
〇
（
八
四
〇
）
円

大
・
高
生　

五
〇
〇
（
四
二
〇
）
円

中
・
小
生　

二
六
〇
（
二
一
〇
）
円

（　

）
内
は
�0
名
以
上
の
団
体
、
前
売
料
金
、

宿
泊
者
割
引
料
金

小
・
中
・
高
校
・
特
別
支
援
学
校
生
は
土
曜
日

無
料

県
内
65
歳
以
上
の
高
齢
者
（
健
康
保
険
証
等
持

参
）
は
無
料

障
害
者
手
帳
を
ご
持
参
の
方
は
、
ご
本
人
と
介

護
を
行
う
方
1
名
が
無
料

県
立
美
術
館　

特
別
展

「
開
館
30
周
年
記
念　

田
園
讃
歌　

近
代
絵
画
に
見
る
自
然
と
人
間
」
展

―
 

県
立
美
術
館 ―

ジャン = フランソワ・ミレー

《落ち穂拾い、夏》

1853 年　山梨県立美術館

クロード・モネ

《ジヴェルニーの積みわら、夕日》

1888-89 年　埼玉県立近代美術館
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● 社会教育関係団体活性化事業の紹介 ●

　

社
会
教
育
課
で
は
、
山
梨
県
内
に
お
け
る
社
会
教
育
関
係

団
体
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
、
社
会
教
育
関
係
団
体
活
性

化
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
事
業
は
社
会
教
育
振
興

フ
ォ
ー
ラ
ム
、
体
験
交
流
事
業
、
社
会
教
育
関
係
団
体
指
導

者
養
成
事
業
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
を
紹
介
し
ま
す
。

□ 

社
会
教
育
振
興
フ
ォ
ー
ラ
ム

　

社
会
教
育
関
係
団
体
の
関
係
者
が
一
堂
に
集
い
、
討
論
、

情
報
交
換
を
行
い
、
県
内
の
社
会
教
育
関
係
団
体
の
意
識
の

高
揚
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

本
年
度
は
十
一
月
四
日
、
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー

で
元
韮
崎
高
校
サ
ッ
カ
ー
部
監
督
の
横
森
巧
氏
を
講
師
に

招
い
て
「
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
て

の
人
間
育
成
と
社
会
貢
献
」
を

テ
ー
マ
に
御
講
演
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
た
体
験
コ
ー
ナ
ー

は
山
梨
県
女
性
団
体
協
議
会
の

「
食
育
か
る
た
」、
山
梨
県
連
合

婦
人
会
の
「
キ
ラ
キ
ラ
宝
ば
こ
」

を
実
施
し
、
八
十
七
名
の
子
ど

も
た
ち
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

セ
レ
モ
ニ
ー
で
は
、
双
葉

ジ
ュ
ニ
ア
コ
ー
ラ
ス
四
十
七
名

の
小
学
生
に
よ
る
合
唱
で
会
場

い
っ
ぱ
い
に
爽
や
か
な
歌
声
が

響
き
渡
り
ま
し
た
。

□ 

体
験
交
流
事
業

　

社
会
教
育
関
係
団
体
の
人
材
、
地
域
の
自
然
、
施
設
を
活

用
し
、
体
験
活
動
を
実
施
し
、
地
域
に
根
ざ
し
た
社
会
教
育

の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
自
然
体
験
、
農
業
体
験
、
環
境
学
習
等
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
が
主
な
も
の
で
す
。

　

本
年
度
は
、
県
内
全
域
で
十
四
事
業
が
行
わ
れ
延
べ
四
百

人
以
上
の
参
加
者
が
あ
り
ま
し
た
。

　

八
月
十
六
日
に
本
栖
湖
で
行
わ
れ
た
親
子
カ
ヌ
ー
体
験
教

室
で
は
猛
暑
の
中
、
二
十
四
人
が
参
加
し
波
静
か
な
湖
面
に

親
子
で
協
力
し
、
カ
ヌ
ー
を
漕
艇
場
か
ら
運
び
出
し
、
初
歩

的
な
動
作
を
子
ど
も
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
研
究
会
の
ス
タ
ッ
フ

か
ら
教
わ
り
ま
し
た
。

　

バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
転
落
す
る
親
子
や
沖
に
流
さ
れ
る
も
の

も
あ
り
な
が
ら
、
一

日
の
教
室
を
通
し

て
、
自
然
の
中
で
カ

ヌ
ー
の
楽
し
さ
を
満

喫
し
ま
し
た
。

　

楽
し
く
充
実
し
た

一
日
と
な
り
、
豊
か

な
自
然
の
中
で
親
子

の
絆
の
深
ま
り
を
感

じ
た
体
験
事
業
と
な

り
ま
し
た
。

□ 

社
会
教
育
関
係
団
体
指
導
者
養
成
研
修
会

　

社
会
教
育
関
係

団
体
指
導
者
の
資

質
向
上
を
図
る
た

め
三
回
の
研
修
会

を
実
施
し
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
山

梨
学
院
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー
を
会
場

に
、
二
月
二
日
開

催
さ
れ
た
生
涯
学

習
フ
ォ
ー
ラ
ム
を

紹
介
し
ま
す
。

社
会
教
育
関
係
団
体
活
性
化
事
業
の
紹
介 

―
 

社
会
教
育
課 ―

テ
ー
マ

　

「
こ
れ
か
ら
の
社
会
を
担
う
『
団
塊
世
代
』」

基
調
講
演
「
共
に
育
て
る
学
び
の
タ
ネ
」

講
師　

立
田
慶
裕　

氏

(

国
立
教
育
政
策
研
究
所　

総
括
研
究
官) 

 

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

  

「
世
代
と
世
代
を
ど
う
つ
な
ぐ
か
」

パ
ネ
リ
ス
ト

　

平
賀
正
友
（
Ｆ
Ｍ
甲
府
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
）  

　

丸
山
嶺
男
（
笛
吹
市
立
一
宮
西
小
学
校
長
）

　

松
田
志
穂
（
Ｔ
ｗ
ｏ　

Ｓ
ｔ
ｅ
ｐ
代
表
）

指
定
討
論
者

  

丸
山
正
次
（
山
梨
学
院
大
学
教
授
）

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

  

永
井
健
夫
（
山
梨
学
院
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
長
）

　

参
加
者
八
十
七
名
に
よ
り
、
活
発
な
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
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● 県立博物館企画展 ●

甲
斐
国
丸
畑
出
身
の
木
食
僧

　

木
喰
は
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）、
甲
斐
国
丸
畑
に

生
ま
れ
ま
し
た
。
現
在
の
南
巨
摩
郡
身
延
町
古
関
に
あ
た

り
、
緑
に
囲
ま
れ
た
そ
の
地
は
、
今
で
も
木
喰
が
暮
ら
し

た
当
時
を
彷
彿
と
さ
せ
る
雰
囲
気
を
留
め
て
い
ま
す
。

　

十
四
歳
の
頃
故
郷
を
旅
立
っ
た
少
年
木
喰
は
、
四
十
五

歳
の
と
き
常
陸
国
（
現
在
の
茨
城
県
）
羅
漢
寺
の
観
海
上

人
の
弟
子
と
な
り
、木
食
戒
を
う
け
ま
す
。
木
食
戒
と
は
、

五
穀
と
塩
を
断
ち
、
火
を
使
っ
た
調
理
を
せ
ず
、
草
の
根

や
木
の
実
な
ど
を
主
な
食
料
と
す
る
と
い
う
大
変
厳
し
い

修
行
を
行
う
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
、
五
十
六
歳
の
と
き

全
国
を
巡
礼
す
る
廻
国
修
行
を
志
し
、
仏
像
を
彫
り
始
め

た
の
は
六
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
の
こ
と
で
し
た
。
九
十
三

歳
で
亡
く
な
る
ま
で
、
実
に
千
体
以
上
も
の
仏
を
刻
み
出

し
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
数
は
、
六
百
体
を
超
え
ま
す
。

「
木
喰
」
と
い
う
名
前　

　

木
喰
は
生
涯
に
「
木
食
行
道
」「
木
食
（
喰
）
五
行
菩
薩
」

「
木
喰
明
満
仙
人
」
と
、
三
度
名
乗
り
を
変
え
て
い
ま
す
。

修
行
の
旅
を
続
け
る
中
で
、
時
々
の
宗
教
的
自
覚
の
高
ま

り
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
相
応
し
い
名
を
木
喰
に
名
乗

ら
せ
た
の
で
し
ょ
う
。
木
食
僧
は
そ
の
他
に
も
お
り
ま
す

が
、「
喰
」の
字
を
用
い
た
の
は
、唯
一
人
。
そ
の
た
め
、「
木

喰
」
と
言
う
言
葉
は
、
彼
の
代
名
詞
の
よ
う
に
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

故
郷
の
木
喰
仏

　

木
喰
は
、
廻
国
修
行
を
達
成
し
故
郷
に
戻
っ
た
折
人
々

の
強
い
願
い
を
う
け
、
四
国
堂
を
建
立
し
ま
す
。
四
国
霊

場
八
十
八
ヶ
所
の
本
尊
を
安
置
し
、
い
な
が
ら
に
し
て
霊

場
巡
礼
の
功
徳
を
得
ら
れ
る
と
い
う
そ
れ
は
、
木
喰
生
涯

に
お
け
る
最
大
の
傑
作
の
一
つ
と
言
わ
れ
ま
す
。
今
、
納

め
ら
れ
て
い
た
仏
像
は
各
地
に
散
逸
し
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
堂
は
故
郷
の
人
々
の
尽
力
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
、
往

時
の
様
子
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
在
山
梨
に
残
る

木
喰
ゆ
か
り
の
品
々
は
、
丸
畑
の
地
等
に
残
さ
れ
た
数
体

の
四
国
堂
仏
と
、
作
品
中
唯
一
の
日
蓮
像
、
そ
し
て
、
現

在
確
認
さ
れ
る
中
で
生
涯
最
後
の
大
作
、
三
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
巨
大
な
阿
弥
陀
如
来
図
な
ど
、
特
徴
的
な
も
の
ば

か
り
で
す
。

　

木
喰
が
作
っ
た
仏
は
、
独
特
の
微
笑
を
た
た
え
る
こ
と

か
ら
「
微
笑
仏
」
と
呼
ば
れ
、
今
も
人
々
を
魅
了
し
つ
づ

け
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
八
年
は
、
木
喰
の
生
誕
二
九
〇
年

に
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
春
全
国
各
地
か
ら
約
170
点
の
資
料

が
県
立
博
物
館
に
集
ま
り
ま
す
。
今
な
お
仏
た
ち
に
宿
る

木
喰
の
思
い
を
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
感
じ
取
っ
て
み
て
く

だ
さ
い
。

《
開
催
期
間
》

　

平
成
二
十
年
四
月
五
日
（
土
）
〜
五
月
六
日
（
火
）

《
観
覧
料
》

　

一
般　

一
〇
〇
〇
円
、
高
校
・
大
学
生　

五
〇
〇
円
、

小
・
中
学
生　

二
六
〇
円

《
お
問
い
合
せ
》

　

山
梨
県
立
博
物
館　

〇
五
五

−

二
六
一

−

二
六
三
一

弘法大師（四国堂仏　県立博物館）

木
喰
展　

生
誕
二
九
〇
年 ―

 

庶
民
の
信
仰
・
微
笑
仏 ―

―
 

県
立
博
物
館 ―

日蓮上人（金龍寺　身延町）



　山頂に深紅の火がともる。やおら岩壁が赤々と燃え始

める。北岳が朝日に目覚めていく。甲斐駒ケ岳も、地蔵

岳の“オベリスク”も紅に染まっている。薬師岳の彼方

には、雲海から高くそびえる富士山がある。観音岳から

眺める朝のパノラマは壮観だ。静から動へ、陰から陽へ

と移ろう朝の山々。この胸打つ一瞬を求めて、山に登る。

　不意に出くわすブナの巨木。ツガの原生林に漂う特有

のほのかな香り。高山植物が繚乱している“お花畑”。3

千メートルの稜線歩きは、風音さえも爽やかだ。雷鳥の

親子にほのぼのする。頭上の空は透徹として碧い。沸き

立つ雲が躍動する。夜の山、見上げる星空は壮絶だ。天

空横切る夏の“天の川”はことさら圧巻だ。雄大な“自然”

と懸命に生きる“命”とが、共存する山は、かくも素晴

らしい。

　出会った景色をカメラに収めて持ち帰る。写真（最近、

父から褒められるようになってきたことが嬉しい）を見

ては登山を反芻する。「また行こう」、「行かねばなるまい」。

山への思いが増幅される。

　そして今年もまた、「山が呼んでいる」、「生きるために

登るのだ」などと言い、家族や周囲を顧みず、結局山に

登るだろう。いや、是非とも、登らせてください・・・。

白根高校教諭

　毎月第２土曜日は、障害者フライングディスク教室の

日です。「フライングディスク」というのはいわゆる「フ

リスビー」のことです。障害を問わず、個々のレベルに

応じて楽しめる生涯スポーツでもあります。県立かえで

支援学校をお借りして続けているこの教室も、今年で７

年目になりました。当初は参加者もなく、私達指導者だ

けで行っていました。その後、かえで支援学校の生徒が

少しずつ参加するようになり、現在では他の支援学校、小・

中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒、またそれら

を卒業した方々など毎回３０名程の方に参加していただ

けるようになりました。

　この教室も、これまで一度だけ雪のために中止したこ

とがあります。「絶対教室があるから…」と大雪のなか、

会場に来ていただいた方がいたのに…。パニックになっ

てしまい大変だったと後から施設職員の方に伺いました。

それ以降、どんな天候でも必ず教室を開いています。ク

ラブ活動と違い、参加しなければならないということは

ありません。でも、いつ行っても誰でも受け入れてくれ

るという場所を提供するために、今後も第２土曜日は必

ず教室を開いていこうと思います。

甲府支援学校教諭

らくがき

「登りたいのは、やまやま」

早川　剛裕

「いつでも待ってるよ !!」

伊藤　太一

1�

● らくがき・県立文学館平成２０年度春の企画展 ●

— 県立文学館　平成２０年度春の企画展 —

芥川龍之介の手紙　敬愛する友 恒藤恭へ

会期　平成 20 年 4 月 26 日（土）〜 6 月 22 日（日）

　文学館では、芥川龍之介が友人の恒藤恭（つねとう　きょう）

に宛てて書いた手紙を中心に、その若き日の苦悩と、終生変わる

ことのなかった二人の友情の軌跡を展示、紹介します。

　芥川は 1910（明治 43）年に旧制第一高等学校に入学、そこで生

涯にわたって敬愛する友人恒藤恭と出逢いました。恒藤恭（旧姓 

井川）は島根県松江市出身。早くから文学に目覚め、「万朝報」・「都

新聞」等に小説や随筆を発表していました。しかし、芥川の文学

的才能に触れたことで自らの限界を知り、京都帝国大学法科大学

に進学します。芥川は東京帝国大学に進学しますが、その後も二

人の親交は続き、芥川は恒藤に宛てて多くの書簡を残しています。

本展では、それら書簡のほか、一高での学生生活の様子を記した

恒藤の「向陵記」ノート、若き日の芥川を描いたデッサンなどを

展示。豊かな才能を持った二人の青春時代を振り返りながら、一

高卒業後の交友、そして、文学者と法学者というそれぞれの道で活

躍した二人の足跡を辿ります。

一高時代の芥川［左］と恒藤（井川）

191�（大正元）年 1� 月



　本校は甲府市の北西部に位置し，現在３３８名の明るく素

直で自主性に富んだ生徒が，勉学や部活動に励み，充実した

学校生活を送っています。

　本校の学校教育目標は，「個性豊かな民主的実践人」です。

教育活動の基本として「自然や人とのふれあいを通し，心を

育てる」を掲げ，「自分の持っている善さを出し合い，みんな

と仲良く行動できる人になろう」と投げかけ，心と心のふれ

あいを深めることに力を入れ実践しています。

  「総合的な学習の時間」では，体験的な活動を重視し，学校

林活動や職場体験学習，施設訪問などを実施しています。特

に，心の教育については，学友会（生徒会）を中心とした「あ

いさつ運動」に力を入れています。　　　　　　　　　　　

　伝統的な活動としては，昭和４８年度より始まった「朝の

体力つくり」を継続しており，毎週火・木曜日の朝２０分間，

北中体操と縄跳び・マラソンを行っています。

   昭和５２年にはこの活動が評価され，文部省及び学校体育

連合会より表彰を受けています。今後，単に体力つくりの場

だけではなく，自主活動の場，生徒指導の場，集団訓練の場

としてさらに充実させ，継続指導をしていきたいと考えてお

ります。

  学校と家庭，地域との連携を深めるため学習参観日を設ける

とともに，地域の人々を指導者に招いた学習活動や，地域を

フィールドとした体験学習を行い，開かれた学校づくりを目

指して，日々実践をしているところです。

　毎年４月、教室の窓一面に「桃花の絨毯」が広がります。

創立から 106 周年、日川高校に学んだ多くの生徒が目にして

きた風景です。

　校訓に「質実剛毅」、教育方針に「文武両道」を掲げる本校は、

平成11年度に単位制高校に改編され、「進路実現」と「人づくり」

を柱とした教育活動を行っています。

　「進路実現」の基本となるのは 45 分×７校時の授業と、部

活動を休止して行われる月曜日の「ふれあい創造の日」、土曜

日午前中の「サタデーサプリ」です。これらを通じて質の高

い学習内容と雰囲気を確保しています。

　また「人づくり」の基本として、あいさつを始めとする日

常生活の様々な礼儀を大切にし、教師と生徒が人の温かさを

共有しています。本校にはラグビー部やウエイトリフティン

グ部をはじめとして県外に名を馳せる部が数多くありますが、

強さの秘訣は、心の通った日々の活動にあると言えます。

　日川高校の教育は、生徒一人一人の「10 年後、�0 年後の人生」

を見据えた自己形成の機会を提供しています。４月が来ると、

窓の外の桃花に覚える純粋な感動は、本校で送る高校生活が

充実していることを反映しています。

朝の体力つくり（縄跳び）

13

● 学校紹介／甲府市立北中学校・日川高校 ●

「個性豊かな民主的実践人」
〜　自らの善さを発揮して　誰とでも仲良く　行動できるひと　〜 

甲府市立北中学校

800 人余の生徒が集う校舎の全景 切紙の全校制作「富岳三十六景」（神奈川沖波裏）

朝の体力つくり（マラソン） 学校林活動

「進路実現」と「人づくり」
〜　10 年後、20 年後の将来を見据えて　〜 

県立日川高等学校
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● 総合教育センター情報 ●

■
特
別
支
援
教
育
へ
の
転
換

　

学
校
教
育
法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
平
成
十
九
年
四

月
一
日
か
ら
特
別
支
援
教
育
が
本
格
実
施
さ
れ
、
障
害
の

あ
る
子
ど
も
の
教
育
制
度
は
、「
特
殊
教
育
」
か
ら
「
特

別
支
援
教
育
」
へ
と
転
換
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

特
別
支
援
教
育
は
、
全
て
の
学
校
に
お
い
て
実
施
さ
れ
、

障
害
の
あ
る
幼
児
児
童
生
徒
の
支
援
を
さ
ら
に
充
実
し
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
特
別
支
援
学
校
で
は
、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の

教
育
的
支
援
に
お
い
て
セ
ン
タ
ー
的
機
能
を
発
揮
す
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
特
別
支
援
教
育
部
に
よ
る
支
援

　

調
査
研
究
、
研
修
、
教
育
相
談
、
情
報
の
収
集
及
び
啓

発
、「
特
別
支
援
教
育
体
制
推
進
事
業
」
等
の
業
務
を
通

し
て
特
別
支
援
教
育
推
進
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

一　

調
査
研
究
に
よ
る
情
報
提
供

  

特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
以
下
「
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
」）
が
、
障
害
の
あ
る
幼
児
児
童
生
徒
の
教
育

の
た
め
に
、よ
り
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
を
目
的
に「
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」(

基
礎
編
・
実
践
編
・

資
料
編)

を
新
し
い
学
校
づ
く
り
推
進
室
と
共
同
で
作
成

し
ま
し
た
。
特
別
支
援
教
育
の
支
援
体
制
充
実
に
向
け
て

県
下
の
各
学
校
で
の
活
用
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

二　

平
成
二
十
年
度
セ
ン
タ
ー
研
修
会

①
管
理
職
等
の
基
本
研
修
、
発
達
障
害
の
理
解
や
指
導
、

心
理
検
査
法
、
障
害
児
の
心
の
ケ
ア
、
医
療
的
ケ
ア
等
、

十
五
研
修
を
企
画
・
実
施
し
ま
す
。

②
特
別
支
援
教
育
で
は
、
各
学
校
で
校
内
支
援
体
制
の
中

心
的
な
役
割
を
担
う
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
資
質
向

上
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
セ
ン
タ
ー
で
は
、「
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
養
成
」
と
「
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
」
研

修
を
企
画
し
て
い
ま
す
。「
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
」
は
実

務
経
験
者
を
対
象
に
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
内
容
で

す
。

③
各
学
校
の
校
内
研
修
会
等
へ
訪
問
要
請
に
よ
り
、
研
修

主
事
を
派
遣
し
学
校
支
援
を
行
い
ま
す
。

三　

教
育
相
談

①
教
育
相
談(

来
所
、
電
話
、
訪
問)

、
発
達
に
関
す
る

検
査
等
を
実
施
し
、
就
学
、
入
級
、
転
学
、
進
学
等

に
つ
い
て
、
幼
児
児
童
生
徒
や
保
護
者
等
へ
の
支
援

を
し
ま
す
。

②
特
別
支
援
教
育
体
制
推
進
事
業
で
Ｌ
Ｄ
等
巡
回
相
談

チ
ー
ム
に
よ
る
巡
回
相
談
の
事
務
局
を
担
当
し
、
学

校
訪
問
等
で
支
援
し
ま
す
。

③
市
町
村
教
育
委
員
会
と
連
携
し
、
県
内
九
地
区
十
六
会

場
で
障
害
児
巡
回
教
育
相
談
を
行
い
、
就
学
事
務
の

説
明
や
研
修
な
ど
を
通
し
て
よ
り
よ
い
就
学
等
の
支

援
を
し
ま
す
。

四　

各
分
野
の
専
門
機
関
と
の
連
携　

　

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
、
子
ど
も
メ
ン
タ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク
、
児
童
相
談
所
等
の
相
談
機
関
と
連
携
し
支
援
し

ま
す
。

五　

特
別
支
援
学
校
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
資
質
向
上
事
業

  

ケ
ー
ス
検
討
等
の
研
修
を
通
し
て
地
域
支
援
の
中
核
を

担
う
特
別
支
援
学
校
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
資
質
向
上

を
支
援
し
ま
す
。

（研修会風景）

特
別
支
援
教
育
の
推
進
と
充
実
に
向
け
て

―
 

山
梨
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
特
別
支
援
教
育
部 ―
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● 県立図書館／「レファレンスの道具箱　テーマ別調べ方ガイド」 ●

＊＊＊レファレンスの道具箱　テーマ別調べ方ガイド＊＊＊
山梨県立図書館

◇山梨の特産品について調べる◇
☆概要を調べる

◎まずは、山梨県の特産品や地場産業についての概観を調べてみましょう。
 『甲斐路ふるさとの特産』ふるさと自慢シリーズⅡ（山梨日日新聞社　1983 年）
　1982（昭和 57）年に選定された「ふるさとの特産」65 点を紹介しています。はじまりや特
徴、製品ができるまで等詳しく解説されています。
 『山梨 100 選』（山梨日日新聞社出版部　2005 年）
　2001（平成３）年１月に選定された 100 選に自然や名所と共に特産品が収録されています。
生産に携わる人々のエピソードも掲載されています。

『山梨の観光あんない』（山梨県大型観光キャンペーン推進協議会　1999 年）
　伝統工芸品や民芸品・名産品・特産品の一覧が掲載されています。照会先や交通アクセスに
ついての案内も載っています。
山梨なるほど地場産見聞録（http://www.kaiterasu.jp/kenbun/index2.html）
　それぞれの産業について解説、企業数、従業員数、全国シェア、関連サイトなどの情報が載
っています。地場産業についてのクイズも掲載されています。

☆地域から調べる
◎その地域の市町村史誌を見てみましょう。「特産品」という項目以外にも「産業」「農業」「商工業」

などにその地域の特産品についての記述があります。
　※例）『勝沼町誌』（勝沼町役場　1962 年）→「第五編　勝沼町と葡萄の歴史」

◎各市町村の要覧や広報、Web サイトにも特産品が紹介されている場合があります。
　※例）身延町役場（http://www.town.minobu.lg.jp/）

観光ガイドの「見どころみのぶ」に特産品の解説と写真が掲載されています。
◎各市町村についてまとめられた資料には、特産品に触れている場合があります。

 『ふるさといちかわ』（市川中学校 PTA　1987 年）
 　旧市川大門町についてまとめられ、和紙や花火について載っています。

『水と緑の風景』（竜王町教育委員会　1990 年）
　 旧竜王町のかつての特産品や現在までの変遷が解説されています。

☆こんなツールも使えます
◎お土産ならば特産品が最適です。そこで観光に関するガイドブックやパンフレット類・Web サ

イトなども活用できます。
（昭文社　2004 年）

（山梨県観光物産連盟）

（http://www.yamanashi-kankou.jp/index.html）

○○「郷土の恵み 人の技」コーナーをご利用ください○○

　郷土資料室では特産品に関する図書やパンフレットを集めたコー

ナーを設置しています。果樹やワインに代表される郷土の恵み、ジュ

エリーや和紙などの人の技の数々をご紹介しています。

※今回紹介した資料以外にも関連資料がございます。ご利用ください。



山梨の文化財

県
指
定
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）

　
　
　
　
　
　

旧
外
川
家
住
宅
（
富
士
吉
田
市
）

　
　
　

 (

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日
指
定)

　

旧
外
川
家
住
宅
は
、
富
士
山
に
登
拝
す

る
富
士
講
信
者
の
宿
坊
（
御お

し師
住
宅
）
と

し
て
昭
和
三
十
年
代
ま
で
利
用
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
近
年
、
建
物
の
取
り
壊
し
が
計

画
さ
れ
た
こ
と
か
ら
富
士
吉
田
市
が
購
入

し
て
修
理
を
行
い
、
平
成
二
十
年
度
の
一

般
公
開
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

主

屋

は
、

棟む
な
ふ
だ札

か

ら

明

和

五

年

（
一
七
六
八
）
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
判
明

し
、
国
指
定
重
要
文
化
財
小
佐
野
家
住
宅

な
ど
の
江
戸
末
期
の
御
師
住
宅
よ
り
も
百

年
余
り
古
い
建
物
で
す
。
妻
入
形
式
の
典

型
的
な
御
師
住
宅
で
、
柱
が
多
く
二
重
の

梁
を
用
い
る
な
ど
の
特
徴
が
あ
り
、
県
内

で
は
数
少
な
い
江
戸
時
代
の
住
宅
で
す
。

　

離
座
敷
は
、
大
勢
が
宿
泊
で
き
る
よ
う

に
江
戸
末
期
に
増
築
さ
れ
ま
し
た
。
釘
隠

に
富
士
講
の
印
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
富

士
講
の
支
援
に
よ
り
建
て
ら
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。

  

タ
ツ
ミ
チ
（
通
り
か
ら
の
進
入
路
）、中
門
、

ヤ
ー
ナ
ガ
ワ
（
水
路
）、
石
碑
な
ど
の
屋
敷

構
も
よ
く
残
っ
て
お
り
、
富
士
信
仰
や
御

師
住
宅
の
歴
史
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な

建
物
で
す
。

教
育
や
ま
な
し
（
二
二
二
号
）
平
成
二
十
年
三
月
十
日　

発
行
／
山
梨
県
教
育
委
員
会　

編
集
／
教
育
庁
総
務
課　

〒
四
〇
〇
ー
八
五
〇
四　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

電
話
〇
五
五
（
二
二
三
）
一
七
五
〇

作品タイトル

「 ガイコツとあくしゅを …！」
　入学して学校たんけんをした時に，理科
室で，初めてガイコツを見ました。ぼくは，

「わぁ！これ本物？」と，思いました。「一
度さわってみたいなぁ」と，ずっと思って
いたら，理科室で科学クラブの工作をする
ことになり，「やったぁ，これでさわれる
ぞ！」と，ちょっと気持ち悪かったけれど，
思い切ってさわってみました。

指導者　塚越はつみ　教諭 

主な行事予定

県
立
美
術
館

■
特
別
展

「
開
館
30
周
年
記
念　

田
園
讃
歌

近
代
絵
画
に
見
る
自
然
と
人
間
」

４
／
19
〜
６
／
１

県
立
博
物
館

■
企
画
展

「
木
喰
展　

生
誕
２
９
０
年

−

庶
民
の
信
仰
・
微
笑
仏

−

」

４
／
５
〜
５
／
６

考
古
博
物
館

■
企
画
展

「
甲
斐
の
前
方
後
円
墳
」４

／
26
〜
6
／
29

県
立
文
学
館

■
企
画
展

「
芥
川
龍
之
介
の
手
紙　

敬
愛
す
る
友　

恒
藤
恭
へ
」

４
／
26
〜
６
／
22

「声かけ　あいさつ」みんなで実践 !!
◆教育に関する疑問、質問等がありましたらお気軽に E-mail 又は FAX して下さい。
　アドレス：kyouikusom@pref.yamanashi.lg.jp　FAX：055 − ��3 − 1744
◆教育やまなしのバックナンバーがインターネットでご覧いただけます。
　ＵＲＬ：http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/kyouiku/46150769857.html

表紙を飾る

笛
吹
市
立
一
宮
南
小
学
校

学　

年　

４
年　

林
　

雅

也


