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多文化化する地域と社会科教育  

－NIE(1)との新たな関係－  

牧野佳奈子（DiVE.tv(2)）土屋武志（愛知教育大学）  

Social Studies in Multicultural Areas 
−New relationship with NIE−  

Kanako MAKINO・Takeshi TSUCHIYA  
 

１．在留外国人の増加と教育 

 少⼦⾼齢化 が進む⽇ 本 の労働⼒と し て「外 国 ⼈」雇⽤ が進ん で い る 。 出 ⼊ 国 在留管理庁
の統計に よ れ ば ，2019 年末の 在留外 国 ⼈数は ，293 万 3,137 ⼈ で ，前年末に⽐べ 20 万 2,044

⼈（7.4％）増加と な り過去最⾼と な っ た 。在留者が 多 い 国 は ，第１位が 中 国 ，次に韓国 だ
が ，増加が顕著な 国籍・地 域 と し て ，ベトナムが 41 万 1,968 ⼈（対前年末⽐ 8 万 1,133 ⼈
（24.5％）増），イ ン ドネシアが 6 万 6,860 ⼈（同 1 万 514 ⼈（18.7％）増）と い う傾向 が
あ る 。 在留資格別で は ，「永住者」が 79 万 3,164 ⼈（対前年末⽐ 2 万 1,596 ⼈（2.8％）
増）と最も 多 く ，次い で ，「技能実習」が 41 万 972 ⼈（同 8 万 2,612 ⼈（25.2％）増）で
あ る（2020 年 3 ⽉ 27 ⽇付）。愛知県は ，東京都に次い で全国第 2 位の数と な っ た（281,153

⼈ で 対前年⽐ 7.7％増加）。  

 こ の傾向 は ，海外 に ル ーツを 持 つ児童⽣徒も増加さ せ て い る 。⽂部科学省の 2016 年 度 調
査で は ，⽇ 本語指導が必要な児童⽣徒は ，外 国籍で 34,335 ⼈（17.6％増）で あ り ，前回 調
査よ り 5,137 ⼈増加し ， ⽇ 本 国籍は 9,612 ⼈（21.7％増）と な っ て い る 。 ま た ， こ の 時点
で公⽴学校に 在籍す る 外 国籍の児童⽣徒の総数は 80,119 ⼈（9.3％増）で あ り ， こ の う ち
⽇ 本語指導が必要な割合は 42.8％と な っ た（図１参照）。 特 に ， ⽇ 本 国籍を 持 ち ⽇ 本語指
導を必要と す る児童⽣徒の増加が急激で あ る 。 ⽇ 本語指導が必要な ⽇ 本 国籍の児童⽣徒の
出 現 は ，従来の「⽇ 本 ⼈」「⽇ 本 国籍」と い う枠そ の も の の問い直し を迫っ て い る 。つ ま り ，
「学校の児童⽣徒＝⽇ 本 ⼈＝⽇ 本 国籍＝⽇ 本語話者」と い う前提で組み⽴て ら れ て き た 学
校教育は ，そ の前提の ⾒直し が迫ら れ て い る  (3)。愛知県の場合，⽇ 本語指導と す る児童⽣
徒は ， 外 国籍・ ⽇ 本 国籍と も に全国最多 で あ る 。 

 学校教育で ⽇ 本語指導への需要が⾼ま る こ と は ，⾔ い換え れ ば ，海外 に ル ーツを 持 つ ⼈々
が ⽇ 本 社 会 で数⼗年 の ス パ ン で ⽣ 活 す る ， つ ま り永住が前提と な っ て き て い る と い う こ と
で あ る 。 こ の 状況で ，永住者の ⽣涯学習（社 会 教育）は そ の重要性を増す と 考 え ら れ る 。
そ れ は ，低所得層の ⼈々だ け で な く ，普通 の 教育的背景を 持 ち ，「そ れ な り の ス キ ル」を 持
つミド ルクラ ス の 外 国籍市⺠が仕事 を し ，「⽣ 活者」と し て普通 に暮ら す 社 会 が ⾝近に な り
つ つ あ る 。彼ら を排除す る こ と な く ，同じ社 会 の 中 で と も に ⽣ き る ⼈々と し て迎え ⼊ れ る
た め の 準備が ，ホスト社 会 と し て の ⽇ 本 社 会 の側に求め ら れ て い る  (4)。そ の前提で の ⽣涯
学習を ⾒据え て ， 学校教育の ⾒直し が必要に な っ て い る 。  
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図１ 公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数の推移  

(文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況等に関する調査(平成２８年度）） 

 

２．DiVE.tv の多文化コミュニケーションへの試み  

 ⼀般社団法 ⼈ DiVE.tv (5)は ， ⽇ 本 に住む多様な ⼈々が異⽂ 化 に つ い て 理 解 を 深 め ， お互
い に コミュ ニ ケ ーション を図り や す く す る た め の イ ンターネットメディアを運営し て い る 。
同時 に交流イ ベ ントや フリーペパ ー の 発 ⾏ ，研修会 や講演会 を 通じて 多 ⽂ 化共⽣ のポイ ン
ト提⾔ を ⾏ っ て い る 。  

 交流イ ベ ントは ， 多 ⽂ 化 キ ャ ンプや 多 ⽂ 化ツアー ， お しゃべ り パ ー ティ（中 国語と ⽇ 本
語に よ る）な ど で あ る 。  

 フリーペー パ ー『DiVE magazine』で は ，国 際結婚（Vol.2, 2016）や 多 ⽂ 化防災（Vol.4, 
2017）な ど ， ⽣ 活者と し て の海外 に ル ーツを 持 つ市⺠の 視点か ら の情報発信に取り組ん で
い る 。 多 ⽂ 化防災特集で は ，災害時 で の や さ し い ⽇ 本語に 関 す る情報や津島市に ⽇ 本 本部
が あ る 国 際 NGO の Humanity First Japan のハラ ー ル⾷の炊き 出 し な ど愛知県を 中 ⼼ に 活
動 し て い る 外 国 ⼈防災グル ープを紹介し て い る 。「や さ し い ⽇ 本語」は ，防災の 視点か ら も
重要で あ る 。当時 の愛知県⺠の 国籍数は ，157 で あ り ， そ の 中 で も英語ネイ ティブ は わ ず
か 3.8％に過ぎず ， そ の よ う な 中 で「や さ し い ⽇ 本語」に よ る情報伝達 が必要性を増し て
い る 。図２ は ，同誌で取り扱っ た 具 体例で あ る 。 

 ま た ，DiVE.tv は ， 多 ⽂ 化 コミュ ニ ケ ーション を 通じて ，参加す る⻘少 年 の 視野や 価値
観を広げ，⾃ 分 ら し さ を再発 ⾒ し ，明 る い将来展望を 持 っ て く れ る こ と を ⽬標と し て ，2019

年 １ １ ⽉ に愛知県野外 教育センター で It's ME Camp2019 を開催し た 。120 名（う ち若者 52
名）の参加者の ⽂ 化背景は ，14 地 域 だ っ た  (6)。こ の キ ャ ンプの 特⾊あ るプログラムは ，ダ
ン ス や⾳楽，絵画や詩を つ く る な ど のアートワークショップや エ コグラムに よ る性格・職
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業診断や先輩の話を 聞 く な ど の キ ャリアワークショップで あ る 。  

 

図２ 災害場面での「やさしい日本語」    『DiVE magazine』４号 (２０１７ )P.6 

 

 ２ ⽇ 間 の キ ャ ンプを終え た参加者の感想を⼀部紹介す る と次の よ う な も の で あ る  (7)。  

 

・ こ の キ ャ ンプに参加し て ，私の 中 で い ろ い ろ変わ っ た と 思 い ま す 。 ど う や っ て ⾔葉に す
れ ば い い か わ か り ま せ ん け ど 。 多 分 ， 他 の 国 に 対 し て 持 っ て い た 考 え（偏⾒）が ⼤ き く変
わ り ま し た 。 今 ま で フィリピ ン ⼈ やネパ ー ル ⼈ ， ベトナム⼈ と 関 わ っ た こ と は あ ま り あ り
ま せ ん で し た か ら 。10 歳か ら 11 歳の頃に ⽇ 本 の 学校で いじめ ら れ ま し た 。 な の で私は ず
っ と「⽇ 本 ⼈ は ブ ラ ジ ル ⼈ が嫌い」だ と 思 っ て い ま し た 。 そ れ で ⾃ 分 か ら壁を 作 っ て い ま
し た が ， こ の キ ャ ンプで そ れ は壊れ ま し た 。 ⾃ 分 に ⾃信が つ い た と 思 い ま す（マリナ）。  

 

・ こ れ か ら 多 分 ， 他 の 国 の ⼈ を ⾒ る ⽬ が ちょっ と変わ る か も し れ な い で すね。 今 ま で「あ
の ⼈怖い な」と か 思 っ て い た け ど 。 こ う い う場で み ん な と 会 え て ， こ の ⼈ こ ん な⾵だ な あ
と か ， ちゃん と 思 え る よ う に な っ た と 思 い ま す（ル イ ス）。  

 

・期待し た 以 上 に⾯⽩か っ た で す 。 特 に ， 他 の 国 の ⼈ と話し た り ， 考 え を共有す る こ と に
対 し て ，別の ⾒ ⽅ が 出来る よ う に な り ま し た 。僕は⼩さ い頃， ⽇ 本 の 学校で いじめ ら れ た
こ と が あ っ て引っ込み 思案に な り ま し た 。 で も こ こ で は ⾃由な ⾃ 分 で い ら れ る と感じま し
た（チアゴ）。  

 

・僕は ⾃ 分 が何者な の か よ く わ か り ま せ ん で し た 。 で も こ こ に来て ， ⽣ き る こ と に は意味
が あ る と 知 れ ま し た 。1 ⽇ ⽬ のワークショップを 通 し て ， ⾃ 分 が抱え て い た疑問の答え が
⾒ つ け ら れ て ，⾃ 分 ⾃ ⾝ を表現 で き ま し た 。こ の キ ャ ンプで 多 く を 学びま し た 。最初は「退
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屈し そ う だ な」と 思 い ま し た け ど ， い ろ ん なアクティビティを や っ て ， い ろ ん な ⼈ と 出 会
え て ，「僕は ま ち が っ て い た！」と気づき ま し た 。今 で は ，た と え ⽇ 本語が 上 ⼿じゃな く て
も 他 の ⼈ と話せ る と 思 え ま す 。 本当に ⾃信が つ き ま し た（ディオネ）。  

 

 こ れ ら の感想か ら気付か さ れ る こ と は ，海外 に ル ーツを 持 つ児童⽣徒と「⽇ 本 ⼈」児童
⽣徒と に単純に ２ 分 さ れ な い点で あ る 。 チアゴやディオネの よ う に ，海外 に ル ーツの あ る
児童⽣徒同⼠の コミュ ニ ケ ーション か ら ⾃ 分 に ⾃信を 持 つ 事例が あ る 。「⽇ 本 ⽂ 化」と ⾃ ⾝
の ⽂ 化 と の 関 係 の み に固定さ れ な い 多 ⽂ 化 コミュ ニ ケ ーション が ，偏⾒ や コ ンプレックス
に と ら わ れ ず に ⾃ 分 ⾃ ⾝ を肯定す る こ と に つ な が っ て い る 。 マリナ や ル イ ス の よ う に海外
に ル ーツを 持 つ児童⽣徒が ，そ れぞれ ⾃ ⾝ の 国籍を越え る経験を 持 つ こ と で 新 た な「⾃ ⼰」
を 発 ⾒ し て い る 。 国籍と い う 視点の み に と ら わ れ な い 新 た なアイデン ティティの 発 ⾒ と ⾔
え よ う 。 こ の よ う な 状況の 中 で ， 学校教育な か で も 社 会 を扱う 社 会科教育は ど の よ う な役
割を担う だ ろ う か 。  

 

３．JSL カリキュラムと社会科教育 

 愛知 教育⼤ 学 外 国 ⼈児童⽣徒⽀援リソ ー ス ル ームは ，2007（平成 19）年 に『外 国 ⼈児童
の た め の 社 会科教材ワークシート集』，2008 年 に『外 国 ⼈児童の た め の 社 会科教材ワーク  

図３ 小単元「どうして遣唐使は派遣されたのか？」単元計画  

『外国人児童のための小学校社会科教材（小学校６年生 歴史教材）』  愛知教育大学 外国人児童生徒

支援  リソースルーム (２０１１)P.4 

 

シートと防災学習⽤ 地図教材の開発』，2011 年 に『外 国 ⼈児童の た め の⼩学校社 会科教材
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（⼩学校６年 ⽣ 歴史教材）』を開発 し た  (8)。図 3 は ，『外 国 ⼈児童の た め の⼩学校社 会科
教材（⼩学校６年 ⽣ 歴史教材）』に収録さ れ た⼩単元計画（概要）で あ る 。「遣唐使」の旅
を た ど る「遣唐使 すごろ く」を 特⾊と す る 学習活 動 が提案さ れ た 。海外 に ル ーツを 持 つ児
童⽣徒に と っ て ， ⽇ 本 の歴史は ， 理 解 す る こ と が難し い 学習内 容 の⼀つ で あ る 。   

 教材は ， ⽂部科学省が JSL カリキ ュ ラム（⽇ 本語の⼒が不⼗分 な た め ， ⽇常の 学習活 動
に⽀障が ⽣じて い る⼦ど も た ち に 対 し て ， 学習活 動 に参加す る た め の⼒の育成を図る た め
のカリキ ュ ラム）を開発 し た こ と か ら 作成が進め ら れ た  (9)。JSL カリキ ュ ラムに は ，「トピ
ック型」と「教科志向型」が あ り ，トピ ック型で は 特定の 教科の枠組み に し ば ら れ な い 学
習課 題 を設定し ， 教科志向型で は各教科の 学習課 題 を設定す る 。 課 題追求過程に ⽇ 本語で
参加で き る⼒の育成が ⽬指さ れ て い る 。リソ ー ス ル ームの 教材は ，「教科志向型」で あ る 。 
 作成の背景と な っ た「JSL カリキ ュ ラム（最終報告）」に は ，⽇ 本語⽀援が必要な児童⽣
徒に合わ せ て 教科の問い を 調整す る 具 体例が提案さ れ て い る 。 以下は ， 中 学校版に提案さ
れ て い る表現 の 調整事例（単元「「⽇ 本 の歴史の流れ と 特⾊」）で あ る 。  

 

○ T「この建物はいつの時代のものですか。年表を⾒てください。この建物はいつ，どの時代？   
どの時代の建物ですか。」  

  S「この時代」（年表を指さして）  

  T「そうですね。江⼾時代ですね。」 

○ T「この建物を⾒て，どう思いますか。この建物を建てた⼈は，どんな⼈だと思いますか」 

  S「⼤きくてきれい。多分，⼒が強くてお⾦がある⼈，王様みたいな⼈」  

  T「とても飾りがきれいで豪華ですね。これは，江⼾時代の王様，将軍が建てたものです。」 

  

 上の問いかけでは引き出せない場合，次のように⾔い換えてみてください。 

 

○ T「これは，平安時代？鎌倉時代？江⼾時代？どの時代ですか？年表のどこ？」 

  S「ここ」（年表を指さして）  

  T「江⼾，江⼾時代ですね」  

○ T「この建物すごくきれいですね。誰が建てたと思いますか。どんな⼈？」  

  S「わかんない。でも，お⾦もち，強い⼈」  

  T「これは，江⼾時代の将軍が建てたものですよ。将軍は王様みたいな⼈。⼒が強くて，お⾦
もありました。」  

 

こ の よ う に ， 教科指向型 JSL カリキ ュ ラムは ，単に 教材の ⽇ 本語に ルビを振る よ う な提
案と は異な り ， 思 考 を導く た め の⾜場か け と し て の「や さ し い ⽇ 本語」を ⼤ き な 特⾊と し
て い る 。こ れ は ，「⽇ 本 国籍の児童⽣徒＝⽇ 本語理 解⼒が あ る」と い う 思 い込み に 対 し て も ，
そ れ を揺さぶる と と も に ， ⽂ 化 的背景の異な る 多様な児童⽣徒に 対 す る共通 の⽀援と な る
提案で あ る 。  
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図４ 「やさしい日本語」をつくるときの流れとポイント  

         『「やさしい日本語」の手引き』愛知県地域振興部国際課（ 2013） P.5 
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 こ の よ う に 多 ⽂ 化共⽣ 社 会 で の 社 会科教育の ⽅ 向性と し て ，「や さ し い ⽇ 本語」の 視点を
取り ⼊ れ た 実践が求め ら れ て い る点を確認 し て お き た い 。図 4 は ，「や さ し い ⽇ 本語」を つ
く る フ ロ ー チ ャ ートで あ る 。  

  

４．地域の多文化化と社会科教育の方向性－NIE との新たな関係－  

 2010年に⼊管法が改正され，在留資格「技能実習」が創設され，「技能実習」という⽬的で仕事に従事
できるようになった。技能実習⽣は，最低賃⾦や社会保険が適⽤されるなど，労働関連法規の対象とな
った。2017年には，「外国⼈の技能実習の適正な実施及び技能実習⽣の保護に関する法律」（技能実習法）
が施⾏され，在留資格「技能実習３号」が新設され，優良な監理団体，実習実施機関は，最⻑で５年間
の受け⼊れが可能になった(10)。制度上は，実習終了後帰国して⺟国の技術向上に貢献することが期待さ
れているが，⽇本の⼈⼝減少が進む中，技能を持つ貴重な労働⼒として正規雇⽤者に転換していくこと
も予想されている。 

 このように新たな在留者が増えていく中で，在留者＝労働者という関係に加えて在留者＝⽣活者とし
ての社会的関係が強くなっていく。本論冒頭で指摘したように海外 に ル ーツを 持 つ ⼈々が ⽇ 本 社 会
で数⼗年 の ス パ ン で ⽣ 活 す る ， つ ま り永住が前提と な り つ つ あ る 。児童⽣徒が 社 会科⾒ 学
先を訪れ た と き に ，イ ンタビュ ー す る相⼿＝⽇ 本 ⼈ と い う前提は ⼤ き く変化 す る だ ろ う  (11)。 
 こ の よ う な 地 域 の 多 ⽂ 化 化（＝グロ ーカル 化）の 中 で ，「や さ し い ⽇ 本語」の 視点か ら の
社 会科教材開発 が よ り必要に な る 。 こ の と き ，改め て 評 価 さ れ る取り組み が NIE で あ る 。
新 聞 記 事 の 書 き ⽅ は ，結論を簡潔に 述 べ ，次に い き さ つ ， そ し て補⾜説 明 と い う「要点先
述 法」が 基 本 で あ る 。ま た ，５W１H の要素を ⼊ れ て 書 く こ と も 基 本 と さ れ る 。読者を意識
し て 読 み や す く 書 く こ と も重視 さ れ る 。例え ば ，「接続後 で つ なぎすぎな い」「意味 を取り
違え ら れ な い よ う ， し っ か り句読点を つ け る」「段落（⾏替え）は 10 ⾏ く ら い で設け る」
な ど で あ る 。書 き終え た ら「⽂章が最後 ま で⼀貫し て い る か」「難し い表現 や 説 明不⾜で意
味 が わ か ら な い部分 は な い か」な ど の 視点か ら 読 み直す  (12)。こ の よ う な 学習の流れ は ，図
4 に ⽰ さ れ た「や さ し い ⽇ 本語」を 作 る と き の流れ と共通 で あ る 。  

 ま た ，NIE は ， 記 事 を 使 っ て ⾃ 分 ⾃ ⾝ の 考 え を ま と め て表現 す る「新 聞切り抜き 作 品づ
く り」な ど ，情報を 選択・整理 す る 学習と し て 社 会科や 国語科を 中 ⼼ に 実践さ れ て い る 。
こ れ ま で の 実践は ， ⽇ 本語話者を 読者と し て イメー ジ し た 学習を暗黙の前提と し て い た 。
し か し ， 今 後 ， ⽇ 本語ネイ ティブ 以 外 の児童⽣徒や保護者を前提と し た 学習と な る 。 つ ま
り ， ⽇ 本語を⺟語と し な い児童⽣徒を含め た⼦ど も た ち に ， ⽇ 本語に よ る情報の収集・整
理 の技能と ⽇ 本語に よ る 思 考・表現 を育て る役割を担う こ と に な る 。社 会科は ，防災や SDGs

な ど の 現 在 の 課 題 を はじめ 地 域 の歴史や ⽂ 化 ，政治や 社 会参画な ど を 学習す る 教科で あ る 。
こ れ ま で も NIE と の親和性が⾼い 。今 後 は ，「や さ し い ⽇ 本語」と い う 視点か ら ，社 会科と
NIE と の 新 た な協⼒関 係 が ⽣ ま れ る だ ろ う 。そ の結果と し て ，情報を も と に問題 を整理 し ，
⾃ 分 ⾃ ⾝ の 考 え を ⽂章と し て表現 す る 社 会科学習活 動 が さ ら に充実 す る  (13)。  

 社 会科が取り扱う 学習内 容 は ，SDGs(持続可能な開発 ⽬標)と も つ な が る 。 ⽇ 本 で 社 会科
教育を受け た こ と が ，⺟国 や ⽇ 本 の 持続可能な開発 に つ な が る よ う ，「や さ し い ⽇ 本語」の
視点か ら NIE を取り ⼊ れ ， 実践に取り組む⽅ 向性を ⽰ し て 本論の結論と す る  (14)。  
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注 

(1)Newspaper in Education の略称。「教育に 新 聞 を」と呼ば れ る 。 新 聞 を 使 っ た 学習活
動 。 

(2)⼀般社団法 ⼈ 。牧野は代表理 事 。 

(3)⾓替弘規「外 国 に ル ーツを 持 つ ⼈ た ち と と も に ⽣ き る 社 会 に」『新訂版  ⼈⼝減少 時代
の 家族・学校・地 域・社 会−⽣涯に わ た る 学びと 教 え の 新 た な可能性を求め て−』NSK 出
版， 2020，p.70 
(4)⾓替弘規前注 p.367 
(5)本論の著者牧野が代表理 事 を務め ，任意団体「多 ⽂ 化市⺠メディア DiVE.tv」と し て 2015
年 に スタートし ， 2018 年名称を DiVE.tv と し て⼀般社団法 ⼈ 化 し た 。 

(6)⽇ 本 ，ブ ラ ジ ル ，フィリピ ン ，韓国朝鮮，ネパ ー ル ，ペル ー ，ボリビア，アフガニ スタ
ン ， ベトナム， コ ロ ンビア，アメリカ， 中 国 ， コ ートジボアー ル ，ペナ ン 

(7)『 It's Me camp  DiVE .tv FALL2019』⼀般社団法 ⼈ DiVE.tv,2020 
(8)http://www.resource-room.aichi-edu.ac.jp/kyozai_syakai.html 
(9)2003 年 に⼩学校編  
(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/008.htm)  
2007 年 に 中 学校編  
(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/011.htm)が公開さ れ た 。  
(10)現 在 ， イ ン ド ， イ ン ドネシア， ウズベ キ スタン ，カンボジア， スリラ ンカ，タイ ， 中
国 ，ネパ ー ル ， パ キ スタン ，バングラデシュ ， フィリピ ン ， ベトナム，ペル ー ，ミャ ン マ
ー ，モンゴル ， ラオス の 16 カ国 か ら受け ⼊ れ て い る（ JITCO 国 際 ⼈材協⼒機構）。  

(11)こ れ ま で ， ⽇ 本 で働く 外 国 ⼈ は⺟国 の 家族に仕送り す る ”出稼ぎ ”だ と ⾔ わ れ て き た が
今 や ， 家族も い っ しょに ⽇ 本 で暮ら す ”呼び寄せ ”が急増し て い る 。(NHK 取材班『データ
で よ み と く  外 国 ⼈ ”依存”ニ ッポン』光⽂ 社 新 書 ， 2019p.136) 
(12)『親し み や す く 読 み や す い PTA 新 聞広報誌づく り 2018』中 ⽇ 新 聞 社 ， 2018,p.10 
(13)NIE の 具 体 的 な 学習活 動 に つ い て は ，⼟屋武志監修  碧南市⽴⻄端⼩学校『い つ で も  
だ れ で も  ど こ で も  NIE  −楽し く気軽に 出来る授業づく り のヒント−』明治図書 ，2017
を参照。 

(14)今 後 は ，紙媒体 の み で な くデジタル 化 さ れ た 記 事 も積極的 に ⽤ い ら れ る だ ろ う 。
COVID-19 への 対応と GIGA スクー ル と が同時進⾏ す る こ れ か ら は ，NIE もネット活 ⽤ と
のハイ ブリッ ド段階に ⼊ る と 思 わ れ る 。 し か し な が ら ，紙媒体 の 本 が ， 社 会 ⽂ 化 ま た ⾝ 体
感覚の 視点か ら児童⽣徒に必要と 考 え ら れ て い る こ と と同様に ，紙媒体 の 新 聞 の役割も単
純否定さ れ る こ と は な い 。  
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