
 

 

 

 

 

 

 

 

TWEET 

あ
そ
び
と
い
う
こ
と
の
、
あ
る
い
は
子
ど

も
の
三
大
形
容
詞
は
『
あ
ぶ
な
い
』『
き
た
な

い
』『
う
る
さ
い
』
で
す
。
私
は
二
〇
年
あ
ま

り
子
ど
も
と
関
わ
っ
て
い
て
今
の
子
ど
も
達

は
以
前
と
く
ら
べ
て
、
お
と
な
し
く
な
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
の
方
が

『
あ
ぶ
な
い
』
『
き
た
な
い
』『
う
る
さ
い
』

と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
子
ど
も
の
側
で

は
な
く
、
大
人
の
側
の
問
題
な
の
で
す
。
社

会
や
大
人
が
こ
ど
も
を
許
容
で
き
る
そ
の
範

囲
が
狭
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。 

 
 
 

ど
ん
な
に
子
ど
も
が
こ
の
社
会
か
ら
受
け

入
れ
ら
れ
な
い
か
と
い
う
の
は
、
幼
児
を
持

つ
お
母
さ
ん
が
い
ち
ば
ん
良
く
分
か
っ
て
い

ま
す
。
子
ど
も
を
安
心
し
て
連
れ
て
行
け
る

と
こ
ろ
が
な
い
。
子
ど
も
は
走
る
し
、
騒
ぐ

し
、
高
い
と
こ
ろ
に
登
り
た
が
る
し
、
あ
そ

こ
の
し
つ
け
は
ど
う
な
っ
て 
い
る
ん
だ
ろ
う 

 
 
  

 

な
ど
と
い
わ
れ
る
の
で
、
お
母
さ
ん
が
社
会

に
受
け
入
れ
て
も
ら
う
に
は
子
ど
も
を
大
人

の
価
値
の
中
に
封
じ
込
め
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
で
す
。 

 
 

あ
そ
び
の
な
か
で
起
こ
る
、
あ
ぶ
な
い
け

ど
、
け
が
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
や

っ
て
み
た
い
、
と
い
う
衝
動
が
生
き
る
力
に

な
る
と
考
え
ま
す
。
そ
う
し
て
自
分
自
身
の

能
力
を
知
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
れ
は
大

人
側
か
ら
子
ど
も
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
き
な
い

も
の
で
す
。
さ
あ
、
今
日
は
こ
こ
か
ら
飛
び

降
り
る
の
が
課
題
、
と
か
い
わ
れ
て
も
困
っ

ち
ゃ
い
ま
す
よ
ね
、
で
き
る
子
も
い
る
し
、

足
が
す
く
ん
じ
ゃ
う
子
も
い
る
。
限
界
へ
の

挑
戦
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
限
界
と
い

う
の
が
違
っ
て
当
然
。
わ
か
り
や
す
い
例
と

し
て
、
体
力
の
こ
と
を
話
し
た
け
ど
、 

 

な
ぜ
、
ど
う
し
て
と
い
う
知
的
欲
求
の
こ
と
も

い
っ
し
ょ
、
限
界
へ
の
挑
戦
な
の
で
す
。
テ
ス

ト
で
は
そ
の
子
の
欲
求
と
か
好
奇
心
と
か
ど
こ

に
向
い
て
い
る
か
な
ど
は
表
れ
な
い
の
で
す
。

今
の
教
育
の
評
価
は
点
数
と
い
う
ひ
と
つ
の
切

り
口
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
 
 

し
か
し
あ
そ
び
は
ル
ー
ル
が
変
わ
る
ん
で

す
。
一
番
楽
し
く
遊
べ
る
遊
び
方
に
ル
ー
ル
を

決
め
ま
す
。
と
こ
ろ
が
ひ
と
つ
の
ル
ー
ル
に
合

わ
せ
る
の
が
教
育
、
大
人
の
や
り
方
な
の
で

す
。
相
手
も
で
き
る
よ
う
に
ル
ー
ル
を
か
え

る
、
お
互
い
の
持
ち
味
を
生
か
し
て
生
活
し
て

い
く
と
い
う
子
ど
も
達
の
ほ
う
が
余
程
人
に
や

さ
し
く
、
社
会
性
が
高
い
と
思
う
の
で
す
が
ど

う
で
し
ょ
う
か
。 

子
ど
も
に
は
責
任
は
と
れ
な
い
な
ん
て
い
わ

れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
賠
償
責
任
の
こ
と
で
あ
っ

て
、
ど
ん
な
小
さ
な
子
ど
も
に
も
人
間
と
し
て

の
責
任
は
取
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
。
あ
る

時
、
大
き
い
子
が
ナ
イ
フ
を
使
う
の
を
じ
っ
と

見
て
い
た
２
才
の
女
の
子
が
、
置
か
れ
た
ナ
イ

フ
を
手
に
と
っ
て
自
分
も
同
じ
よ
う
に
削
ろ
う

と
し
て
指
を
切
っ
た
の
で
す
。
す
る
と
、
そ
の

指
を
お
さ
え
て
プ
レ
ー
パ
ー
ク
の
端
ま
で
走
っ

て
い
っ
て
、
傷
口
を
舐
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の

子
に
は
や
り
た
く
て
や
っ
た
こ
と
は
自
分
に
責

任
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
の
で
す
。「
し

ま
っ
た
！
」
は
責
任
の
芽
生
え
。
人
間
と
し
て

の
責
任
は
子
ど
も
に
も
意
味
が
わ
か
る
ん
で

す
。 

  

<あぶないということについて> 
   子どものあそびが危なくないわけが

ない、子どもはあそびの中でつねに自分

の限界に挑戦しているから。子どもとい

うのはなにもできないところから始まる

のであって、子どもは親から何か教えら

れるのではなく、自分の中で、なにかや

ってみたいという衝動からやってみるん

です。そして、歩けるようになる。子ど

もってやってみたいという衝動で発達し

ていくんです。 

   しかし、やったことのないことをや

るんだから危なくないはずはない。子ど

もは自分の体力にあったけがをして大き

くなります。あぶないことっていうのは

子どもにとって自分の世界を広げるため

には必要なのです。リスク承知です。そ

うしたことを繰り返し繰り返しすること

によって自分の限界を知ります。自分の

生命を脅かす危険から回避させる能力を

つけるんです。 

 

番外編！ 

天野秀昭氏の講演会をぐる
んぱの母体、きのくに子ど
も NPOがまとめたものです 

“あそびは生きる力の源” 
天野秀昭氏 

日本で最初にプレーパークを作る 

子どもの「遊び」の環境作りのプロフェッショナル 


