
乳児保育所や幼児学校の建物には「ピアッツァ（広場）」（右）という明るく開けた空間を中心に年齢別に教室を配置。
教室は「アトリエ」（左上）のほかに、２部屋の「ミニアトリエ」があり、１部屋は照明を落とし集中しやすい工夫がされて
いる（左中）。空間や環境を重視するため、ゆがんだ鏡や三角形に組まれた鏡（左下）などが多用されているのも特徴的。

出典／ DVD『子どもたちの100の言葉――レッ
ジョ・エミリア市の挑戦2001』（監修・構成／佐藤
学、秋田喜代美）

古代ローマ時代に建設
された都市で、今もな
お中世のまち並みが残
るレッジョ・エミリア市。
第二次世界大戦直後
に市民たちが、まさに
その手で園をつくった
ことから始まった幼児
学校だが、創始者でも
あるローリス・マラグッ
ツィがその理論と実践
を支えていた。

は
じ
め
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
と
は

い
ま
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
の
教
育
に
つ

い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
園
や
学
校
が
閉
鎖
中
の

子
ど
も
た
ち
の
本
音
を
聴
い
て
み
る
と
、
公
教
育
の
な
か

で
、
先
生
が
自
分
た
ち
の
こ
と
を
気
に
か
け
、
心
を
砕
い

て
く
れ
て
い
る
こ
と
、
仲
間
と
の
語
ら
い
な
ど
当
た
り
前

に
思
っ
て
い
た
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
の
意
味
や
、
日
々

の
生
活
リ
ズ
ム
を
学
校
生
活
が
つ
く
っ
て
い
た
こ
と
な
ど

が
語
ら
れ
ま
す
。
そ
の
な
か
で
大
事
な
こ
と
は
、
以
前
の

教
育
に
戻
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
間
の
経
験
を
踏
ま
え

新
た
な
教
育
の
日
常
へ
と
挑
戦
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
、
対
面
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
に
な
っ
た
こ
と
が

問
題
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
よ
り

対
話
が
減
り
、
先
生
た
ち
か
ら
の
一
方
向
の
情
報
通
信
が

増
え
、
課
題
を
多
く
出
す
こ
と
が
教
師
の
役
割
で
あ
る
か

の
よ
う
な
教
育
に
対
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
は
違
う

の
で
は
な
い
か
、
も
っ
と
主
体
的
に
関
わ
り
あ
う
時
間
を
、

と
声
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
自
分
た
ち
の
声

を
聴
き
、
そ
し
て
自
分
た
ち
の
可
能
性
や
主
体
性
を
引
き

出
し
大
人
も
子
ど
も
も
共
に
育
ち
あ
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や

ま
ち
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
教
育
が
さ
ま

ざ
ま
な
ツ
ー
ル
に
よ
り
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
、
こ
れ
か

ら
の
新
常
態
の
教
育
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

「
聴
く
こ
と
の
教
育
学
」
を
中
核
の
理
念
と
し
、
こ
れ
か

ら
の
教
育
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
イ
タ
リ
ア

の
レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
の
教
育
で
す
。
エ
ミ
リ
ア
と
あ

る
の
で
、
女
性
の
研
究
者
の
名
前
と
時
に
誤
解
を
受
け
が

ち
で
す
が
、
こ
れ
は
エ
ミ
リ
ア
地
方
（
レ
ッ
ジ
ョ
と
は
地
域
、

州
の
意
味
）
の
教
育
と
い
う
意
味
で
す
。
北
イ
タ
リ
ア
、

レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
市
の
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
生
ま

れ
た
乳
幼
児
の
保
育
・
教
育
実
践
や
制
度
と
、
そ
の
実
践

を
支
え
て
き
た
ロ
ー
リ
ス
・
マ
ラ
グ
ッ
ツ
ィ
の
哲
学
に
も

と
づ
く
教
育
実
践
や
ま
ち
づ
く
り
が
、
１
９
９
０
年
代
に

北
米
を
は
じ
め
国
際
的
に
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ

れ
か
ら
の
時
代
の
教
育
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

い
う
と
こ
ろ
が
、
レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
ら
し
さ
と
も
言

え
る
で
し
ょ
う
。
Y
o
u
T
u
b
e
でReggio Em

ilia

、 
Reggio Children

と
検
索
す
れ
ば
、
多
く
の
動
画
や
教

育
の
風
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
20
年
以
上
に
わ
た

り
多
く
の
人
を
惹
き
つ
け
て
い
る
魅
力
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

︽
特
徴
１
︾
子
ど
も
た
ち
の〝
１
０
０
の
言
葉
〟と  

聴
く
こ
と
の
教
育
学

レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
で
は
子
ど
も
た
ち
の
学
び
の
風

景
に
つ
い
て
の
記
録
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
ド

キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。「
ル
チ
ア
」

と
い
う
ひ
と
つ
の
動
画
の
様
子
を
ご
紹
介
し
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

１
歳
児
の
ル
チ
ア
は
テ
ー
ブ
ル
の
前
の
椅
子
に
座
り
、

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
カ
タ
ロ
グ
を
見
て
い
ま
す
。
そ
の
傍
ら
に

保
育
者
が
座
っ
て
い
ま
す
。
ル
チ
ア
が
腕
時
計
の
頁
の
写

真
に
関
心
を
示
し
指
さ
し
ま
す
。
そ
し
て
保
育
者
の
方
に

顔
を
向
け
質
問
す
る
よ
う
な
眼
差
し
を
向
け
ま
す
。
そ
の

姿
を
見
て
保
育
者
は
身
体
を
彼
女
の
方
に
傾
け
、
自
分
の

腕
時
計
を
見
せ
ま
す
。
そ
し
て
ル
チ
ア
の
様
子
を
見
守
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
彼
女
の
関
心
を
確
か
め
、
そ
の
腕
時

計
を
彼
女
の
耳
元
に
当
て
ま
す
。
チ
ク
タ
ク
と
い
う
音
を

ル
チ
ア
は
じ
っ
と
聴
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
後
再
度

カ
タ
ロ
グ
に
目
を
戻
し
ま
す
。
保
育
者
が
見
て
い
る
と
、

ル
チ
ア
は
そ
の
腕
時
計
の
頁
に
頭
を
く
っ
つ
け
耳
を
当
て

て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
ル
チ
ア
が
腕
時
計
と
針
の
音
と

の
関
係
に
気
づ
き
、
そ
の
関
係
の
仮
説
を
自
分
で
た
て
て

確
か
め
よ
う
と
行
動
し
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
６
枚
の

写
真
か
ら
な
る
記
録
で
す
。
そ
し
て
動
画
に
は
、「
子
ど

も
は
探
究
者
（researcher

）で
あ
る
」
と
い
う
語
り
が

入
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
動
画
で
は
保
育
者
と
子
ど
も
の
間

に
は
ひ
と
言
の
言
葉
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、

い
ま
で
は
そ
の
哲
学
や
考
え
方
が
世
界
中
に
広
が
り
、

幼
児
教
育
関
係
者
だ
け
で
は
な
く
、
国
に
よ
っ
て
は
小
中

学
校
の
教
育
に
も
、
こ
の
思
想
は
影
響
を
与
え
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。
レ
ッ
ジ
ョ
・
チ
ル
ド
レ
ン
と
い
う
組
織

を
中
心
に
、
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
構
築
し
て
い
ま
す
。

日
本
も
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
２
０
１
９
年
度
か
ら
正
式

に
加
盟
参
加
を
し
て
い
ま
す
。
大
事
な
こ
と
は
、
こ
れ
は

特
定
の
教
育
技
法
や
手
法
と
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
り

入
れ
る
と
い
う
発
想
で
は
な
い
こ
と
で
す
。「
レ
ッ
ジ
ョ
・

エ
ミ
リ
ア
の
哲
学
や
思
想
に
触
発
（
イ
ン
ス
パ
イ
ア
ー
ド
）

さ
れ
た
実
践
（Reggio-inspired approach

）」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。

今
年
２
０
２
０
年
に
は
、
ロ
ー
リ
ス
・
マ
ラ
グ
ッ
ツ
ィ
の

生
誕
１
０
０
年
を
迎
え
ま
す
。
ま
た
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
で
、
イ
タ
リ
ア
で
も
多
く
の
感
染
者
が
出
た
こ

と
は
、
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の

よ
う
な
な
か
で
も
、
レ
ッ
ジ
ョ
・
チ
ル
ド
レ
ン
は
い
ち
早

く
、
子
ど
も
た
ち
の
権
利
を
守
る
こ
と
を
動
画
配
信
な
ど

で
訴
え
、
対
話
を
呼
び
か
け
る
活
動
を
し
て
い
ま
し
た
。

常
に
子
ど
も
も
市
民
と
し
て
考
え
、
大
人
も
対
話
と
参
加

に
よ
っ
て
よ
り
よ
い
社
会
を
考
え
て
い
く
た
め
に
動
く
と

＊ 

１
９
９
１
年
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
誌

「
世
界
で
最
も
優
れ
た
10
の
学
校
」＊
に
選
ば
れ
、
米
Goo
g
le
の
社
員
が
利
用
す
る
預
か
り
保
育
に
も

取
り
入
れ
ら
れ
る
な
ど
、
注
目
を
集
め
る
幼
児
教
育
の
レ
ッ
ジ
ョ・エ
ミ
リ
ア
。

イ
タ
リ
ア
の
小
さ
な
ま
ち
か
ら
生
ま
れ
た
、
独
自
の
哲
学
に
も
と
づ
く
保
育
実
践
は
、

単
な
る
幼
児
向
け
の
教
育
理
論
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

コ
ロ
ナ
禍
の
い
ま
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
実
践
を
見
つ
め
直
し
、
あ
ら
た
め
て
学
ん
で
み
た
い
。

あ
き
た
・
き
よ
み

東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
長
・
教
育
学
部
長
、
教
授
。
東
京
大
学

大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。
博
士
（
教
育
学
、
東

京
大
学
）。
東
京
大
学
教
育
学
部
助
手
、
立
教
大
学
文
学
部
講
師
、
助
教

授
を
経
て
、
１
９
９
９
年
よ
り
東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
に
勤
務

し
、
現
職
。
主
な
著
書
に
『
学
び
の
心
理
学
―
―
授
業
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
』

（
左
右
社
）、
共
著
に
『G

IFT
S FRO

M
 T

H
E C

H
ILD

R
EN

 

子
ど
も
た
ち

か
ら
の
贈
り
も
の
―
―
レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
の
哲
学
に
基
づ
く
保
育
実

践
』（
萌
文
書
林
）
な
ど
が
あ
る
。

秋
田
喜
代
美

Akita Kiyom
i

世
界
最
高
の
幼
児
教
育

レ
ッ
ジ
ョ・エ
ミ
リ
ア
か
ら
い
ま
学
ぶ
こ
と

学
校
の
教
育
――
自
発
・
自
律
す
る
学
び
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まちの文化にふれ記録しようとしている瞬間の子どもは、夢中になっている。
子どもが最も大きく見える瞬間の一例として、レッジョ研究者から提供され
た写真。写真提供／Ben	Mardell

公園や公会堂などの公共の施設や店舗など、子どもたちの作品はまちのい
たるところで見ることができる。すでに地域の文化財の重要な構成要素に
もなっているようだ。

教育の専門指導を行う「ペダゴジスタ」
と教師や職員が集まり、定期的に話し
合いが持たれている（右）。また、親
が集まる「親の会」や、親と市民のた
めの「学習会」（左）なども定期的に行
われており、教師と保護者が学びの共
同体を形成している。

保
育
者
と
子
ど
も
と
の
対
話
が
あ
り
、
子
ど
も
と
腕
時
計

と
の
間
に
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
て
い
る
姿
を
確
か
に
観
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
年
齢
な
ど
に
よ
ら
ず
そ
の
子
の
有
能

さ
を
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
と
、
子
ど
も
へ
の
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
聴
く
こ
と
の
教
育
学
」
は
、
子
ど

も
の
言
葉
を
聴
い
て
記
録
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
子
が
何
を
探
究
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
か
を
、
言
語
非
言
語
問
わ
ず
多
様
な
次
元
で
聴
こ
う
と

す
る
、
大
人
の
関
与
が
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の

〝
１
０
０
の
言
葉
〟
を
聴
き
取
る
と
い
う
姿
で
す
。
レ
ッ

ジ
ョ
・
チ
ル
ド
レ
ン
の
「
ペ
ダ
ゴ
ジ
ス
タ
（
日
本
で
言
え

ば
指
導
主
事
や
助
言
者
の
よ
う
な
人
）」
で
あ
り
哲
学
を
語
る

カ
ー
ル
・
リ
ナ
ル
デ
ィ
は
、
多
様
に
聴
く
文
脈
と
は
「
教

え
る
こ
と
――
学
ぶ
こ
と
」
の
関
係
性
を
ひ
っ
く
り
返
す

（overturn

）
も
の
と
述
べ
て
い
ま
す
。
教
師
と
子
ど
も
、

子
ど
も
同
士
、
誰
も
が
そ
の
関
係
性
を
ひ
っ
く
り
返
し
て

い
く
こ
と
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。「
ひ
っ
く
り
返
す
」
と

は
何
で
し
ょ
う
か
。
大
人
が
教
え
子
ど
も
が
学
ぶ
、
と

い
う
関
係
性
を
問
い
直
す
こ
と
で
す
。
ま
た
子
ど
も
同

士
も
、
関
係
性
や
事
物
と
の
つ
な
が
り
を
互
い
に
聴
き
合

い
、
思
い
の
枠
に
出
会
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
す
。

レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
の
実
践
を
北
米
に
紹
介
し
た
、

レ
ラ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
ニ
さ
ん
が
語
っ
た
次
の
よ
う
な
言
葉

が
あ
り
ま
す
。

「
保
育
者
に
は
ふ
た
つ
の
ポ
ケ
ッ
ト
が
必
要
。
ひ
と
つ
は

専
門
的
な
知
識
を
入
れ
る
ポ
ケ
ッ
ト
。
そ
し
て
も
う
ひ
と

つ
は
不
確
か
な
も
の
を
問
う
ポ
ケ
ッ
ト
」
と
い
う
言
葉
で

す
。
聴
く
と
い
う
こ
と
は
、「
不
確
か
さ
」
を
問
う
行
為

と
し
て
成
立
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
、「
教
え
――
学
ぶ
こ

と
」
と
は
、
知
識
を
知
ら
な
い
者
に
伝
達
す
る
行
為
と
し

て
で
は
な
く
、
起
き
て
い
る
出
来
事
の
な
か
で
不
確
か
さ

を
問
う
こ
と
で
、
既
存
の
思
い
の
枠
組
み
か
ら
解
き
放
ち

「
出
会
う
」
こ
と
と
い
う
思
想
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
自
ら
を
新
た
に
し
、
知
の
主
体
と
な
っ
て
、

仲
間
と
共
に
知
を
共
同
構
成
し
て
い
く
こ
と
が
学
び
で
あ

る
、
と
い
う
協
働
的
な
学
び
の
哲
学
が
あ
り
ま
す
。
マ
ラ

グ
ッ
ツ
ィ
は
、
教
師
や
保
育
者
を
「
不
確
実
性
に
つ
い
て

の
専
門
家
」
と
呼
び
ま
し
た
。
不
確
か
と
い
う
こ
と
を
悪

い
こ
と
で
は
な
く
、
大
事
な
こ
と
と
し
た
の
で
す
。
聴
く

こ
と
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
単
に
注
意
深
く
人
の
話
を
聴

く
こ
と
を
子
ど
も
に
求
め
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
探

究
し
、
常
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
で
、
社
会
の
多
様
性
や

豊
か
さ
に
出
会
う
こ
と
を
学
び
と
す
る
哲
学
な
の
で
す
。

レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
の
協
同
組
合
パ
ン
タ
レ
イ
の
ペ

ダ
ゴ
ジ
ス
タ
で
あ
る
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
・
ビ
ア
ン
キ
さ
ん

は
、
子
ど
も
た
ち
が
対
話
し
探
究
を
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
秘
訣
を
「
子
ど
も
た
ち
の
問
い
に
対
し
て
、
良
質
の
問

い
を
返
す
こ
と
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
不
確
か
さ

へ
の
専
門
家
の
哲
学
を
象
徴
す
る
言
葉
で
す
。
大
人
は
子

ど
も
の
問
い
に
対
し
て
、
答
え
を
与
え
る
こ
と
が
自
分
の

役
割
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま

た
、お
決
ま
り
の
仕
方
で
「
本
や
図
鑑
で
調
べ
て
み
た
ら
」

と
指
示
し
た
り
し
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
子
ど
も

の
問
い
の
意
図
や
背
景
の
文
脈
を
聴
き
取
り
、
子
ど
も
の

問
い
に
対
し
、
さ
ら
に
よ
り
良
質
な
問
い
と
し
て
問
い
返

す
こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
答
え
を
与
え
る
以
上
に
、
よ
り
深

い
探
究
を
生
み
出
す
。
そ
こ
に
学
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
社
会
は
、
不
確
か
で
急
激
に
変
動
す
る
時

代
で
す
。
そ
こ
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
に
求
め
ら
れ
る

学
び
の
哲
学
を
レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
は
示
し
て
い
る
の

で
す
。
研
修
と
い
う
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
与
え
る
研

修
が
教
員
向
け
に
も
多
く
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

知
識
と
い
う
片
方
の
ポ
ケ
ッ
ト
だ
け
で
は
な
く
、
不
確
か

さ
を
問
う
も
う
ひ
と
つ
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
持
つ
マ
イ
ン
ド

セ
ッ
ト
が
大
事
な
の
で
す
。

︽
特
徴
2
︾
子
ど
も
を
中
心
と
し
て　
　
　
　
　

共
に
つ
な
が
り
学
び
合
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
の
子
ど
も
の
見
方
と
し
て
、

「
各
々
の
子
ど
も
は
可
能
性
、
希
望
の
始
ま
り
で
あ
る
。

そ
し
て
多
様
な
レ
ベ
ル
で
の
意
識
、
意
思
、
勇
気
、
そ
し

て
子
ど
も
を
受
け
入
れ
る
国
の
政
治
の
影
響
を
深
く
受
け

る
存
在
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
私
た
ち
の
未
来
で
あ
る

だ
け
で
は
な
く
現
在
で
あ
る
。
未
来
の
市
民
な
の
で
は
な

く
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
一
市
民
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
子
ど

も
た
ち
は
可
能
性
を
表
現
し
、
私
た
ち
に
も
た
ら
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
子
ど
も
は
い
ま
こ
こ
の
時
点
か
ら
、
権

利
や
価
値
、
文
化
を
生
み
出
す
存
在
で
あ
る
。
子
ど
も
は

子
ど
も
時
代
に
つ
い
て
の
私
た
ち
大
人
が
持
っ
て
い
る
知

識
だ
け
で
は
な
く
、
子
ど
も
は
い
か
に
居
る
か
、
い
か
に

生
き
る
か
に
つ
い
て
の
子
ど
も
の
知
識
を
生
み
出
し
て
い

る
」（R

inaldi, C
.2004 In D

ialogue w
ith R

eggio Em
ilia:

Listening, Researching and Learning.Routledge.

）

子
ど
も
を
個
体
と
し
て
の
人
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
暮
ら
す
市
民
と
し
て
見
る
こ
と
、

そ
れ
は
多
様
か
つ
脆
弱
な
人
が
参
画
す
る
民
主
主
義
、
包

摂
性
を
求
め
る
社
会
の
源
の
思
想
と
し
て
の
子
ど
も
観
で

す
。
子
ど
も
の
将
来
の
た
め
に
教
育
に
投
資
を
し
て
お
け

ば
、
将
来
の
社
会
に
役
立
つ
と
い
う
発
想
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
子
ど
も
の
現
在
の
姿
の
な
か
に
私
た
ち
の
社
会
の
可

能
性
が
あ
る
と
観
る
見
方
で
す
。

そ
の
た
め
に
記
録
を
と
る
こ
と
と
し
て
の
「
ド
キ
ュ
メ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
そ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
通

し
て
、
保
育
者
や
保
護
者
も
地
域
の
人
も
共
に
語
り
合
う

こ
と
で
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
て
い
く
と
い

う
発
想
が
大
事
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
大
き
な
特
徴
で

す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
、「Im

age of the child

」、

子
ど
も
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
見
る
か
を
、
具
体
的

に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
子
ど
も
が
最
も
大
き
く

見
え
る
瞬
間
を
捉
え
る
」
こ
と
が
大
切
に
さ
れ
ま
す
。

左
上
の
写
真
を
見
て
く
だ
さ
い
。
子
ど
も
が
堂
々
と
自

分
が
撮
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
も
の
を
撮
影
し
て
い
る
姿

を
捉
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
の
作
品
が
ま
ち

の
公
会
堂
の
幕
に
飾
ら
れ
て
い
た
り
、
公
園
に
子
ど
も
た

ち
の
詩
や
作
品
が
飾
ら
れ
て
い
た
り
、
靴
屋
さ
ん
を
訪
れ

た
子
ど
も
た
ち
が
描
い
た
靴
の
絵
が
店
先
に
飾
ら
れ
て
い

た
り
と
い
っ
た
様
子
も
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
地
域
の
廃

品
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
と
つ
な
が
り
、
そ
こ
の
も
の
が

子
ど
も
た
ち
の
作
品
の
素
材
と
し
て
使
わ
れ
た
り
と
い
う

こ
と
も
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
皆
が
、
子
ど
も
の
声
や
姿
を

共
に
尊
重
し
、
語
り
合
う
文
化
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
う
し
た
子
ど
も
の
見
方
を
中
心
に
、
生
み
出

す
人
と
し
て
の
ペ
ダ
ゴ
ジ
ス
タ
や
子
ど
も
の
可
能
性
を
、

ア
ー
ト
に
よ
っ
て
引
き
出
す
「
ア
ト
リ
エ
リ
ス
タ
」
と
い

う
専
門
家
が
い
ま
す
。
そ
う
し
た
人
び
と
が
園
と
園
、
園

と
ま
ち
、
園
と
人
び
と
を
つ
な
ぎ
、
さ
ら
に
保
育
者
の
専

門
性
を
高
め
る
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
地
域
文
化
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
大
人
も
子
ど
も
も
問
い
続
け
る
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
、
レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
の
特
徴
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
ワ
ク
ワ
ク
す
る
よ
う
な
情
動
経
験
を
共
有
し
、
新

た
な
気
づ
き
や
発
見
を
も
た
ら
し
て
く
れ
そ
う
と
い
う
知

的
な
仕
事
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
専
門
家
と
し
て
の
手
応

え
や
楽
し
さ
の
共
有
も
含
ま
れ
る
か
ら
こ
そ
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
連
帯
感
覚
を
生
む
も
の
で
も
あ
る
の
で
す
。

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
予
防
対
策
の
な

か
で
、
私
た
ち
は
物
理
的
な
隔
離
が
あ
っ
て
も
、
心
が
つ

な
が
る
た
め
に
は
何
が
大
事
か
を
感
じ
取
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
が
機
能

す
る
こ
と
も
実
感
し
て
き
ま
し
た
。
園
や
学
校
は
、
地
域

の
人
と
共
に
、
地
域
に
根
ざ
し
た
関
わ
り
の
拠
点
と
な
る

社
会
的
機
能
を
有
し
て
い
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
思
想
と
日
本
の
地
域
が
大
事
に
し
て
き
た
価
値
は
、

必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、

子
ど
も
の
こ
と
を
共
に
語
り
な
が
ら
笑
顔
が
生
ま
れ
、
つ

な
が
り
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
、
そ
の
子
ど
も
が
小
中
高
校

生
そ
し
て
大
人
に
な
っ
て
も
、
つ
な
が
り
の
基
盤
を
生
み

出
し
、
そ
し
て
子
ど
も
は
い
ず
れ
育
っ
て
も
大
人
た
ち
の
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れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
変
化
す
る
社
会
の
な
か
に
お
い
て
、

私
た
ち
は
子
ど
も
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
環
境
を
提
示
で
き

る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

レ
ッ
ジ
ョ・エ
ミ
リ
ア
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
〝
１
０
０

の
言
葉
〟
を
豊
か
に
す
る
可
能
性
を
拓
く
環
境
が
問
わ
れ

て
い
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
ア
ト
リ
エ
な
ど
、
デ
ジ
タ
ル
を
表

現
や
協
働
の
ツ
ー
ル
と
す
る
発
想
を
リ
ー
ド
し
て
き
て
い

る
の
も
、
ま
た
レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
で
す
。
マ
ラ
グ
ッ

ツ
ィ
は
、「
知
識
同
様
、
創
造
性
は
不
思
議
さ
の
子
孫
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
創
造
性
は
、
こ
れ
か
ら
の
社

会
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
多
く
の
も
の
が
Ａ
Ｉ
に
取
っ
て

代
わ
ら
れ
る
な
か
で
、
最
も
問
わ
れ
て
い
る
資
質
の
ひ
と

つ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
求
め
ら
れ
る
資
質
の
た
め

に
、
自
然
の
営
み
を
大
事
に
し
つ
つ
、
ま
た
一
方
で
自
然

と
デ
ジ
タ
ル
の
接
合
が
図
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で

き
ま
す
。
ア
ト
リ
エ
と
い
う
と
、
室
内
の
造
形
が
で
き
た

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
が
あ
る
場
所
と
私
た
ち
は
思
い
が

ち
で
す
。
し
か
し
、
レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
で
は
、
屋
外
、

園
庭
も
含
め
、
手
が
活
発
に
動
き
回
る
場
所
、
実
験
室
、

探
究
の
で
き
る
場
が
ア
ト
リ
エ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
園
庭
の
工
夫
に
お
い
て
も
、
自
然
物
が
ど
こ
か
ら

で
て
き
て
い
る
の
か
を
感
じ
る
多
様
な
工
夫
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。
植
物
を
栽
培
し
、
食
と
し
て
調
理
し
て
い
た
だ

く
ま
で
の
経
験
を
通
し
、
そ
の
命
の
サ
イ
ク
ル
を
感
じ
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
に
も
近
年
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
、
私
た
ち
が
ひ
と
つ
の
地
球
と
い
う
惑
星
に
住

む
地
球
市
民
と
し
て
、
環
境
と
共
生
し
て
い
く
感
覚
を
培

う
こ
と
が
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
星
や
太
陽
な
ど
へ
の

関
心
も
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
生
ま
れ
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
な
か
で
、
ひ
と
つ
の
地
球
環
境
を
大
事
に
す
る
と

い
う
共
生
思
想
が
あ
り
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
と
、

幼
児
期
に
お
け
る
英
語
な
ど
の
外
国
語
教
育
の
話
題
が
出

ま
す
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
で
、
私
た
ち
が
持
つ
べ

き
方
向
性
は
何
な
の
か
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
が
あ
る
と
感
じ

ま
す
。
そ
れ
は
現
在
言
わ
れ
て
い
る
S
D
G
s
の
思
想
と

も
つ
な
が
る
も
の
で
す
。

一
方
で
、
人
工
物
と
し
て
の
デ
ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
に
子
ど

も
が
多
様
に
関
わ
る
こ
と
で
、
た
と
え
ば
電
子
顕
微
鏡
で

視
点
を
拡
大
し
た
り
場
を
拡
張
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
子

ど
も
た
ち
が
そ
こ
に
没
入
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
る
工
夫

も
図
ら
れ
ま
す
。
実
物
投
影
機
の
時
代
か
ら
デ
ジ
タ
ル

ツ
ー
ル
の
時
代
へ
と
、
そ
の
環
境
の
探
究
も
、
レ
ッ
ジ
ョ・

エ
ミ
リ
ア
で
は
な
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
Ｐ
Ｃ
ソ
フ
ト
で

簡
単
に
色
を
変
え
た
り
写
真
を
取
り
込
ん
だ
り
、
複
写
を

数
多
く
し
た
り
、
感
じ
方
や
見
方
を
変
え
る
こ
と
で
、

〝
１
０
０
の
言
葉
〟
の
可
能
性
を
拓
き
、
想
像
的
世
界
を

豊
か
に
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ

リ
ア
の
実
践
は
、
園
だ
け
で
は
な
く
地
域
や
ま
ち
を
も
積

極
的
に
環
境
と
し
、
さ
ら
に
子
ど
も
が
市
民
と
し
て
活
躍

で
き
る
教
育
と
言
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

日
本
で
は
、
伝
統
的
に
「
環
境
を
通
し
て
行
う
教
育
・

保
育
」
を
大
事
に
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
一
方
で
、
待

機
児
童
の
増
加
と
共
に
新
設
園
で
は
自
然
に
触
れ
る
園
庭

な
ど
の
空
間
も
持
て
ま
せ
ん
。
閉
じ
た
園
空
間
の
な
か
で

長
時
間
を
過
ご
す
子
ど
も
た
ち
も
増
え
、
ま
た
児
童
期
以

降
の
子
ど
も
同
士
の
活
動
も
戸
外
か
ら
室
内
へ
と
転
じ
て

き
て
い
ま
す
。
子
ど
も
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
の
な
か

で
、
私
た
ち
は
何
を
大
事
に
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

日
本
に
は
、
命
や
自
然
、
地
域
を
慈
し
む
文
化
や
思
想

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
時

代
、
地
球
温
暖
化
や
環
境
汚
染
な
ど
大
き
な
問
題
は
大
人

の
課
題
と
捉
え
が
ち
で
す
。
そ
う
し
た
な
か
で
地
球
環
境

保
護
に
つ
い
て
、
レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
が
訴
え
る
地
球

と
い
う
ひ
と
つ
の
惑
星
に
住
む
市
民
と
し
て
、
子
ど
も
時

代
に
何
を
大
事
に
し
て
い
く
の
か
を
問
い
直
す
こ
と
も
大

切
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
私
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
が
、

レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
の
実
践
か
ら
何
を
学
べ
る
の
か
、

そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
大
人
に
な
っ
て
も
、
子
ど
も
と

共
に
驚
き
や
不
確
か
さ
を
問
う
問
い
を
い
か
に
持
つ
の
か
、

ど
の
よ
う
な
対
話
の
輪
を
子
ど
も
を
中
心
と
し
て
地
域
の

な
か
に
つ
く
り
出
す
の
か
、
そ
こ
へ
の
ひ
と
つ
の
展
望
を
、

レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
は
投
げ
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

連
帯
を
生
み
出
す
可
能
性
を
持
ち
え
て
い
ま
す
。
地
域
の

人
と
共
に
子
ど
も
が
示
す
可
能
性
と
、
聴
き
学
ぶ
こ
と
で

の
つ
な
が
り
か
ら
始
ま
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
は
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
時
代
、
人
の
絆
が
閉
じ
ら
れ
が
ち
な
時

代
だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
に
ひ
と
つ
の
示
唆
を
与
え
て
く

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

︽
特
徴
3
︾
地
球
市
民
を
育
て
る
環
境
の
生
成

子
ど
も
の
声
を
聴
く
こ
と
、
そ
し
て
子
ど
も
の
可
能
性

を
捉
え
る
記
録
や
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
中
心

に
、
地
域
の
大
人
た
ち
も
対
話
を
は
じ
め
る
と
共
に
、

レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
は
新
た
な
価
値
を
提
示
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
何
が
で
き
た
か
や
、
ど
の
よ
う
な
成
果
な

の
か
で
は
な
く
、
一
人
ひ
と
り
の
表
現
と
し
て
の
ア
ー
ト

を
大
事
に
し
、
自
然
を
大
事
に
し
て
い
く
共
生
の
価
値
観

を
私
た
ち
に
提
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。　

レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
の
保
育
の
実
践
で
は
、
空
間
と
し

て
の
ア
ト
リ
エ
な
ど
の
ス
ペ
ー
ス
や
、
光
と
影
な
ど
の
環

境
や
人
工
物
と
自
然
物
に
よ
る
多
様
な
素
材
、
そ
し
て
そ

れ
ら
を
支
え
る
ア
ト
リ
エ
リ
ス
タ
が
い
ま
す
。
そ
の
そ
れ

ぞ
れ
が
私
た
ち
の
発
想
や
感
覚
と
異
な
る
文
化
で
あ
る
目

新
し
さ
か
ら
、
初
期
に
は
私
た
ち
の
目
を
惹
き
つ
け
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ

リ
ア
の
実
践
が
20
年
間
を
こ
え
て
私
た
ち
を
惹
き
つ
け
続

け
る
の
は
、
常
に
変
わ
ら
ず
大
事
に
さ
れ
て
い
る
哲
学
と

環
境
が
あ
る
と
同
時
に
、
新
た
な
道
具
な
ど
に
も
常
に
挑

戦
し
て
き
て
い
る
点
が
あ
る
か
ら
で
す
。

現
在
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
デ
ジ
タ
ル
化
が
社
会
の
な
か
で

急
速
に
進
ん
で
い
ま
す
。
Ｉ
Ｔ
と
い
う
と
、
ス
マ
ホ
や

ゲ
ー
ム
と
い
っ
た
子
ど
も
た
ち
に
よ
ろ
し
く
な
い
も
の
と

い
う
言
説
が
、
特
に
幼
児
期
や
児
童
期
向
け
に
巷
に
あ
ふ

子どもの可能性をアートで引き出
す専門家「アトリエリスタ」（上）は、
子どもたちの言動や教師とのやり
とりなどを細かく記録する「ドキュ
メンテーション」（中）を行う。そ
れらをまとめて教室に展示するこ
とで、子どもの学びの軌跡がひと
目で分かるようになっている。ま
た子どもと子ども、親、教師をつ
なげる役割も果たしている（下）。

「アトリエ」には、子どもの創造的な表現を引き出
すためのさまざまな道具と素材が準備されている。
石や植物、貝などの自然物だけでなく、市のリサ
イクルセンターから提供されるネジやタイルなどの
人工物も役立てられている。
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