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【連載第3回】
困難を生きぬく自立支援に向けて

【連載第2回】
『草枕』脱線雑談②
あはれ、はつまり感動

知っておきたい教育 NOW p.4

p.12

p.10きょういく見聞録

地球となかよしトピックス

深刻化する教員不足と自治体の対策
～教員採用の「これから」を考える～

アリ探求家 島田 拓さん

p.14 北から南からInformation

ほっとな出会い p.20

Front Runner p.19

地球となかよしゼミナール p.18
① 免許更新制の発展的解消を受けた新たな研修
システム

②「東京都公立学校の校長・副校長及び教員とし
ての資質の向上に関する指標」の改定について

③社員の成長と自己実現、企業価値の向上につ
なげる当社の人材育成について

横浜こどもホスピス　～うみとそらのおうち～



PROFILE
1948年、三重県生まれ。京都大学法学部を卒業後、1972年
日本生命保険相互会社入社。企画部や財務企画部にて経営企
画を担当する。ロンドン現地法人社長、国際業務部長などを
経て2006（平成18）年に退職。同年、ネットライフ企画株式会
社（現ライフネット生命保険株式会社）を設立。10年にわたり
社長、会長を務め、2017年会長職を退任。2018年より現職。
著書に『生命保険入門　新版』『人類5000年史、Ⅰ～Ⅳ』『全
世界史（上・下）』『座右の書　「貞観政要」』『「働き方」の教
科書』『0から学ぶ「日本史」講義　古代篇、中世編、戦国・江戸
編』、『一気読み世界史』『哲学と宗教全史』他多数。

大分から世界に発信する
ダイバーシティの光

出口 治
はる

明
あき

さん

Educo  2

Interview

別
府
の
山
の
上
に
立
つ
ど
こ
に
も
な
い
大
学

こ
こ
立
命
館
ア
ジ
ア
太
平
洋
大
学
（
A
P
U
）

は
大
分
県
別
府
市
の
山
の
上
、
別
府
湾
を
見
渡
せ

る
風
光
明
媚
な
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
キ
ャ
ン
パ
ス

を
構
え
て
い
ま
す
。
2
0
0
0
年
に
創
設
さ
れ

た
若
い
大
学
で
す
が
、
こ
の
学
校
の
特
色
は
何
と

い
っ
て
も
学
生
お
よ
び
教
員
の
約
半
数
が
外
国

籍
と
い
う
、
日
本
で
最
も
グ
ロ
ー
バ
ル
な
教
育
環

境
に
あ
り
ま
す
。
世
界
約
1
0
0
以
上
の
国
・

地
域
か
ら
留
学
生
が
学
位
取
得
を
と
も
な
う
正

規
生
と
し
て
来
て
お
り
、
肌
の
色
か
ら
言
語
か
ら

宗
教
か
ら
多
種
多
様
で
、
こ
れ
ほ
ど
ダ
イ
バ
ー
シ

テ
ィ
に
あ
ふ
れ
た
刺
激
的
な
教
育
環
境
は
日
本

中
ど
こ
を
探
し
て
も
な
い
で
し
ょ
う
。

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
、
す
な
わ
ち
多
様
性
は
、
国

籍
や
文
化
・
宗
教
・
年
齢
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
属

性
の
人
間
を
混
ぜ
る
こ
と
で
生
ま
れ
ま
す
。
同
質

集
団
だ
け
を
集
め
た
不
自
然
な
「
純
粋
培
養
」
は

生
物
と
し
て
弱
く
な
り
が
ち
で
、
2
0
1
9
年

の
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
「ONE TEAM

」

の
よ
う
に
、「
混
ぜ
る
」
と
強
く
な
る
の
で
す
。

も
し
日
本
代
表
が
日
本
人
だ
け
で
構
成
さ
れ
て

い
た
ら
、
は
た
し
て
ベ
ス
ト
８
ま
で
進
め
た
で

し
ょ
う
か
。

僕
は
2
0
1
8
年
か
ら
A
P
U
の
学
長
を
務

め
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
長
年
保
険
業
界
で
働

い
て
お
り
、
教
育
に
携
わ
る
つ
も
り
は
全
く
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
学
長
の
国
際
公
募
に
複
数
人
か

ら
推
挙
さ
れ
て
い
る
と
知
ら
さ
れ
、
一
度
キ
ャ
ン

パ
ス
を
見
に
来
な
い
か
と
誘
わ
れ
た
と
き
も
、
枯

れ
木
も
山
の
賑
わ
い
と
軽
い
気
持
ち
で
応
じ
た

の
で
す
。
A
P
U
の
こ
と
は
数
人
の
飲
み
友
だ

ち
か
ら
「
と
て
も
お
も
し
ろ
い
大
学
が
あ
る
」
と

聞
い
て
は
い
ま
し
た
が
、
酒
の
席
だ
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
あ
ま
り
記
憶
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

初
め
て
A
P
U
を
訪
れ
た
と
き
、
ま
ず
学
食

で
ラ
ン
チ
を
し
た
の
で
す
が
、
周
囲
を
飛
び
交
う

さ
ま
ざ
ま
な
言
語
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
は

若
者
の
国
連
だ
な
、
小
さ
い
地
球
だ
な
と
実
感
し

た
の
で
す
。
A
P
U
の
先
進
性
や
視
座
の
高
さ

を
知
り
、
す
っ
か
り
こ
の

大
学
が
好
き
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
日
は
か
ね
て
よ

り
考
え
て
い
た
日
本
の
教

育
問
題
に
つ
い
て
選
考
委

員
の
か
た
が
た
と
お
話
し

し
て
、
今
後
は
A
P
U
の

応
援
団
の
一
人
に
な
る
つ

も
り
で
東
京
に
戻
っ
た
の

で
す
。

そ
の
後
は
何
の
連
絡
も

な
く
、
学
長
は
無
事
ほ
か

の
人
に
決
ま
っ
た
の
だ
ろ

う
と
思
っ
て
い
た
矢
先
、

ホ
テ
ル
に
呼
ば
れ
て
「
学
長
に
な
っ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
と
告
げ
ら
れ
ま
し
た
。
青

天
の
霹
靂
で
し
た
が
、
と
て
も
断
れ
る
雰
囲
気
で

は
な
く
、
引
き
受
け
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
大
き

な
流
れ
に
乗
る
し
か
な
い
、
あ
き
ら
め
て
乗
っ
て

み
よ
う
と
身
を
任
せ
た
の
で
す
。

60
歳
で
ラ
イ
フ
ネ
ッ
ト
生
命
を
設
立
し
た
と
き

も
同
じ
で
す
。
僕
は
い
つ
も
大
勢
が
ゆ
く
広
い
道

よ
り
、
自
分
の
直
感
で
お
も
し
ろ
そ
う
だ
、
ワ
ク

ワ
ク
す
る
と
感
じ
る
道
を
選
ん
で
き
ま
し
た
。

70
歳
に
し
て
民
間
企
業
か
ら
全
く
の
異
業
種
に

転
身
し
て
、
戸
惑
い
は
な
か
っ
た
か
と
聞
か
れ
ま

す
が
、
特
に
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
企
業
と
大
学
の
経
営
と
、
本
質
は
何

も
変
わ
ら
な
い
、
そ
う
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

時
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
新
た
な
学
部
を
開
設

日
本
の
大
学
の
問
題
点
は
国
際
競
争
力
の

低
さ
で
す
。「
Ｑ
Ｓ
世
界
大
学
ラ
ン
キ
ン
グ

2
0
2
3
」
で
、
2
0
0
位
以
内
に
入
っ
て
い

る
日
本
の
大
学
は
東
大
・
京
大
の
わ
ず
か
２
校
の

み
。
も
っ
と
海
外
か
ら
留
学
生
を
呼
び
込
め
る
魅

力
的
な
大
学
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

国
際
競
争
力
を
高
め
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
、

秋
入
学
制
度
の
導
入
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
世
界
で

は
秋
入
学
制
度
の
大
学
が
ほ
と
ん
ど
で
、
他
国
の

大
学
を
併
願
す
る
に
し
て
も
、
よ
ほ
ど
の
理
由
が

な
け
れ
ば
日
本
の
大
学
を
選
ば
な
い
こ
と
は
容

易
に
想
像
で
き
ま
す
。
そ
も
そ
も
世
界
で
は
、
大

学
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
一
大
産
業
だ
と
当
た
り
前

に
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
で
は
そ
の
視

点
を
も
っ
て
い
る
大
学
関
係
者
は
い
ま
だ
少
な

く
、「
学
生
は
日
本
国
内
か
ら
集
め
る
も
の
」
と

い
う
思
い
込
み
が
あ
る
よ
う
で
す
。
世
界
の
人

口
は
増
え
続
け
て
お
り
、
イ
ン
ド
で
は
大
学
が

1
2
0
0
校
も
足
り
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
ほ

ど
で
、
大
学
の
需
要
は
急
増
し
て
い
ま
す
。
国
内

の
み
に
目
を
向
け
、
人
口
減
少
を
た
だ
憂
え
て
い

る
時
点
で
何
周
も
遅
れ
て
い
る
の
で
す
。

大
学
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
る
に
は
日
本
の
企
業
も

変
わ
ら
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
日
本
の
大
学

生
が
勉
強
し
な
い
の
は
企
業
の
採
用
基
準
に
「
成

績
」
が
な
い
か
ら
で
す
。
日
本
企
業
の
採
用
は
面

接
重
視
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
経
験
や
サ
ー
ク
ル
活

動
ば
か
り
聞
い
て
、
肝
心
の
大
学
で
の
勉
学
内
容

や
成
績
は
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

高
度
成
長
期
に
大
勢
を
占
め
て
い
た
製
造
業
の

工
場
モ
デ
ル
に
過
剰
適
用
し
た
採
用
基
準
で
す
。

素
直
で
我
慢
強
く
、
目
上
の
人
に
従
順
な
人
材
を

必
要
と
し
て
い
た
当
時
は
理
に
か
な
っ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
が
、
個
性
や
創
造
性
が
求
め
ら
れ
る

現
在
で
も
そ
れ
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
の
は
お

か
し
な
話
で
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
基
準
と
同
じ
く

立命館アジア太平洋大学（APU）学長
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「
大
学
の
成
績
メ
イ
ン
」
で
採
用
す
べ
き
と
思
い

ま
す
。

製
造
業
中
心
の
社
会
は
既
に
過
去
の
も
の
と

な
り
、
こ
れ
か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
時
代
は
、

「
ア
イ
デ
ア
」
が
も
っ
と
も
大
切
な
生
産
要
素
に

な
り
ま
す
。

A
P
U
は
今
年
４
月
に
「
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
観
光
学
部
」
を
新
設
し
、
今
ま
で
の
２
学

部
か
ら
３
学
部
に
よ
る
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
体
制

と
な
り
ま
し
た
。
定
員
数
の
増
加
に
よ
り
、
よ

り
多
く
の
学
生
が
A
P
U
で
学
べ
る
環
境
と
な

り
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
で
国
境
を
越

え
た
つ
な
が
り
が
強
く
な
っ
て
い
る
現
在
、
経

済
発
展
を
進
め
て
い
く
上
で
も
環
境
保
全
の
要

素
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
入
れ
た
り
、
地
域

の
個
性
を
観
光
資
源
と
し
て
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し

た
り
す
る
視
点
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
サ
ス
テ
イ

ナ
ビ
リ
テ
ィ
学
と
観
光
学
の
両
輪
か
ら
学
ぶ
こ

と
で
、
地
球
規
模
の
問
題
を
解
決
で
き
る
と
考

え
ま
す
。「
第
２
の
開
学
」
を
迎
え
た
い
ま
、
本

当
に
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
ま
す
。

人
間
力
を
養
う
た
め
欠
か
せ
な
い「
人・
本
・
旅
」

僕
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
本
が
好
き
で
、
小
学

校
と
中
学
校
で
は
図
書
室
の
本
を
ほ
と
ん
ど
読

ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
高
校
に
上
が
る
と
授
業

を
聞
く
よ
り
好
き
な
本
を
読
ん
で
い
る
方
が
は

る
か
に
お
も
し
ろ
く
、
つ
ま
ら
な
い
授
業
の
と

き
は
椅
子
を
後
ろ
向
き
に
し
て
本
を
読
ん
で
い

ま
し
た
。
テ
ス
ト
の
と
き
に
「
こ
ん
な
ア
ホ
な

問
題
に
答
え
を
書
け
る
か
」
と
答
案
に
書
い
て

提
出
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
振
り
返
る
と
僕

も
か
な
り
の
「
問
題
児
」
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

大
学
時
代
は
1
日
14
・
5
時
間
は
本
を
読
み
、
人

生
で
最
も
幸
せ
な
時
期
の
一
つ
で
し
た
。
社
会
人

に
な
っ
て
か
ら
は
仕
事
が
忙
し
く
読
書
の
時
間

は
激
減
し
ま
し
た
が
、
土
日
の
ゴ
ル
フ
の
お
つ
き

合
い
を
や
め
て
、
毎
日
寝
る
前
に
1
時
間
本
を
読

む
と
い
う
ル
ー
ル
を
決
め
て
読
書
時
間
を
確
保

し
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、
今
ま
で
読
ん
だ
本
は

1
万
冊
を
超
え
ま
し
た
。

旅
も
好
き
で
、
若
い
頃
か
ら
年
に
2
回
は
休
み

を
取
っ
て
海
外
を
放
浪
し
て
き
ま
し
た
。
今
ま
で

訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
80
か
国
の
な
か
で
、
も
う
一

度
行
き
た
い
の
は
イ
タ
リ
ア
の
ロ
ー
マ
で
す
ね
。

ロ
ー
マ
好
き
が
高
じ
て
、
今
年
２
月
に
『教
養
と

し
て
の
ロ
ー
マ
史
入
門
』（
世
界
文
化
社
）
を
出

版
し
ま
し
た
。

人
間
は
新
し
い
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
な
い

と
、
ど
ん
ど
ん
怠
け
て
し
ま
う
生
き
物
で
す
。

し
っ
か
り
稼
い
で
美
味
し
い
ご
飯
を
食
べ
る
に

は
、
失
敗
を
恐
れ
ず
に
何
度
で
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
学
び
続
け
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

今
の
自
分
を
形
作
っ
て
く
れ
た
の
は
間
違
い
な

く
「
人
・
本
・
旅
」
で
あ
る
と
断
言
で
き
ま
す
。

あ
え
て
割
合
を
示
せ
ば
、
本
か
ら
50
％
、
人
か
ら

25
％
、
そ
し
て
旅
か
ら
25
％
を
学
ん
で
き
た
と
い

え
る
で
し
ょ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
本
を
読
み
、
さ

ま
ざ
ま
な
価
値
観
の
人
と
出
会
い
、
さ
ま
ざ
ま
な

場
所
を
旅
す
る
と
、
世
界
は
こ
れ
ほ
ど
広
く
美
し

く
、
ま
た
素
晴
ら
し
い
人
が
い
る
の
か
と
実
感
す

る
と
と
も
に
、
自
分
の
小
さ
さ
や
幼
さ
が
よ
く
わ

か
り
ま
す
。
僕
の
人
生
に
お
い
て
「
人
・
本
・
旅
」

は
大
切
な
道
標
な
の
で
す
。

低
迷
し
た
日
本
を
救
う
に
は

今
の
日
本
社
会
の
問
題
点
は
、「
何
を
や
っ
て

も
よ
く
な
ら
な
い
」
と
い
う
悲
観
論
が
蔓
延
し
て

い
る
こ
と
。
日
本
の
低
迷
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後

の
30
年
間
に
製
造
業
に
変
わ
る
新
し
い
産
業
を

生
み
出
せ
な
か
っ
た
こ
と
が
す
べ
て
で
す
。
こ
う

し
た
閉
塞
感
を
打
破
す
る
に
は
、「
女
性
」「
ダ
イ

バ
ー
シ
テ
ィ
」「
人
・
本
・
旅
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド

に
し
て
、
新
た
な
産
業
を
生
み
出
す
こ
と
が
重
要

と
考
え
ま
す
。

ま
ず
は
女
性
を
積
極
的
に
活
用
し
て
ジ
ェ
ン

ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
を
な
く
す
こ
と
が
第
一
歩
で
す
。

「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
指
数

2
0
2
2
」
に
よ
る
と
日
本
女
性
の
社
会
的
地

位
は
1
4
6
か
国
中
1
1
6
位
で
、
G
７
で

は
最
下
位
で
す
。
全
世
界
的
に
見
て
、
サ
ー
ビ
ス

産
業
の
ユ
ー
ザ
ー
は
60
～
70
％
が
女
性
で
す
。
日

本
経
済
を
牽
引
し
て
い
る
と
自
負
す
る
50
代
、
60

代
の
男
性
に
女
性
の
ニ
ー
ズ
が
わ
か
る
で
し
ょ

う
か
。
欧
州
で
ク
オ
ー
タ
制
が
進
ん
で
い
る
の

は
、
女
性
に
活
躍
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
成
熟
社

会
を
引
っ
張
る
サ
ー
ビ
ス
産
業
を
支
え
ら
れ
な

い
か
ら
で
す
。
女
性
の
登
用
が
遅
れ
て
い
る
日
本

は
、
本
来
ど
こ
よ
り
も
幅
広
い
ク
オ
ー
タ
制
を
導

入
す
る
べ
き
で
す
。

ア
イ
デ
ア
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
多
様
性
か
ら

生
ま
れ
ま
す
。
理
想
を
い
え
ば
、
何
年
か
働
い
た

ら
一
旦
大
学
に
戻
っ
て
学
び
直
し
、
ま
た
社
会
に

戻
る
、
つ
ま
り
社
会
と
大
学
を
行
っ
た
り
来
た
り

で
き
る
社
会
環
境
を
創
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。

大
学
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
僕
が
共
感
し
て
い

る
の
が
、
カ
イ
ロ
に
あ
る
世
界
最
古
の
大
学
の
一

つ
、
ア
ズ
ハ
ル
大
学
の
3
信
条
「
入
学
随
時
、
受

講
随
時
、
卒
業
随
時
」
で
す
。
大
学
で
学
び
、
さ

ま
ざ
ま
な
発
想
を
得
た
人
が
社
会
に
出
て
、
こ
れ

か
ら
の
日
本
の
競
争
力
の
源
泉
に
な
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
大
学
が
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の
母
体
に
な
る

べ
き
で
す
。

尖
っ
た
部
分
こ
そ
個
性
、
削
っ
て
は
な
ら
な
い
！

教
育
現
場
で
子
ど
も
た
ち
を
指
導
す
る
際
や
、

会
社
で
部
下
を
育
成
す
る
場
合
、
人
を
育
て
る
上

で
「
長
所
を
伸
ば
し
て
短
所
を
な
く
す
」
は
、
あ

り
え
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
長
所
や
短
所
は
そ

の
人
の
「
尖
っ
た
部
分
」、
す
な
わ
ち
個
性
で
す
。

企
業
や
学
校
で
は
ど
う
し
て
も
短
所
を
な
く
そ

う
と
し
て
、
角
を
削
り
、
丸
く
し
よ
う
と
す
る
傾

向
が
あ
り
ま
す
。
形
が
真
円
に
近
い
人
ほ
ど
「
優

秀
で
あ
る
」
と
み
な
さ
れ
る
の
で
す
。
し
か
し
、

人
は
丸
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
個
性
が
薄
れ
て
い

き
、〝
物
わ
か
り
〟
が
よ
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

尖
っ
た
部
分
を
削
っ
て
丸
く
し
た
結
果
、
人
と
し

て
の
魅
力
が
薄
れ
、
面
積
が
小
さ
く
な
っ
て
し
ま

う
の
で
す
。

人
の
意
欲
や
能
力
は
面
積
に
比
例
し
ま
す
。
で

す
か
ら
、
学
校
の
教
師
は
生
徒
の
、
上
司
は
部
下

の
「
尖
っ
た
部
分
」
を
削
ろ
う
と
し
な
い
こ
と
。

こ
れ
か
ら
の
学
校
は
尖
っ
た
部
分
を
丸
く
し
な

い
教
育
を
す
べ
き
で
す
。
短
所
を
な
く
そ
う
と
す

る
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
そ
の
者
の
長
所
が
失
わ
れ

る
か
ら
で
す
。
人
は
小
さ
い
丸
よ
り
、
大
き
な
三

角
形
で
あ
る
べ
き
な
の
で
す
。

工
場
モ
デ
ル
に
フ
ィ
ッ
ト
し
た
水
平
的
同
質
性

を
目
ざ
す
教
育
は
、
も
は
や
時
代
遅
れ
で
す
。
む

し
ろ
、
全
く
逆
を
目
ざ
す
子
ど
も
が
も
っ
と
増
え

た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

「
協
調
性
が
な
い
」「
親
の
い
う
こ
と
を
聞
か
な

い
」「
周
囲
か
ら
浮
い
て
し
ま
う
」
そ
ん
な
子
ど

も
に
手
を
焼
い
て
い
る
親
御
さ
ん
は
少
な
く
な

い
よ
う
で
す
が
、
僕
か
ら
見
た
ら
、
将
来
と
て
も

有
望
な
子
ど
も
に
思
え
ま
す
。
そ
う
い
う
子
の
な

か
か
ら
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
の
よ
う
な
逸
材

が
現
れ
る
わ
け
で
、
し
っ
か
り
と
自
分
の
頭
で
考

え
さ
せ
て
、
好
き
な
こ
と
を
と
こ
と
ん
や
ら
せ
れ

ば
い
い
の
で
す
。
こ
う
い
う
「
個
性
派
」
に
は
ぜ

ひ
、
A
P
U
に
来
て
ほ
し
い
。
い
ま
、
生
き
づ

ら
さ
や
窮
屈
さ
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
な

お
さ
ら
で
す
。

A
P
U
に
は
「
個
性
派
」「
ユ
ニ
ー
ク
」
と
呼

ば
れ
る
生
徒
こ
そ
、
積
極
的
に
受
験
し
て
ほ
し
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
高
校
卒
業
ま
で
に
丸
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
生
徒
も
、
A
P
U
に
入
れ
ば
再
び

尖
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
何
か
社

会
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
も

大
歓
迎
で
す
。
こ
の
大
学
を
も
っ
と
お
も
し
ろ
い

場
所
に
し
て
、
よ
り
一
層
尖
ら
せ
て
い
き
た
い
。

決
し
て
、
既
存
の
も
の
さ
し
で
優
秀
な
学
生
を
呼

ぼ
う
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
、
僕
た
ち

が
目
ざ
し
て
い
る
A
P
U
の
教
育
で
す
。
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2
0
0
9
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
免
許
更

新
制
は
2
0
2
2
年
7
月
1
日
か
ら
廃

止
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
一
つ
は
社

会
的
変
化
の
速
度
と
学
び
の
あ
り
方
の
変
容

で
あ
る
。
廃
止
に
至
る
ま
で
の
十
数
年
間
に

グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
情
報
化
が
進
み
、
修
得
し

た
知
識
・
技
能
（
10
年
に
１
度
、
更
新
直
前

２
年
間
の
間
に
す
べ
て
の
教
師
に
求
め
ら
れ

る
一
定
の
学
習
︹
30
時
間
〕）
も
急
速
に
陳

腐
化
す
る
こ
と
が
明
白
で
あ
っ
た
。ま
だ“
現

場
の
経
験
”
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
重
視
し
た
学

び
の
あ
り
方
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
、
研
修
環
境
の

変
化
と
し
て
の
教
員
育
成
指
標
に
基
づ
く
体

系
的
な
研
修
体
系
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
環

境
充
実
が
あ
る
。

知っておきたい教育NOW❶

規
定
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
教
師
は
教
職
生

涯
を
通
じ
て
探
求
心
を
も
ち
つ
つ
自
律
的
か

つ
継
続
的
に
新
し
い
知
識
・
技
術
を
学
び
続

け
、
子
ど
も
一
人
一
人
の
学
び
を
最
大
限
に

引
き
出
し
、
ひ
い
て
は
子
ど
も
の
主
体
的
な

学
び
を
支
援
す
る
“
伴
走
者
”、“
役
割
モ
デ

ル
”
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
ア
メ
リ
カ
で
は
校
長
の
免
許
資

格
と
し
て
修
士
号
取
得
、
学
校
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
関
連
科
目
履
修
が
必
須
で
あ
る
。
上
位
の

資
格
を
目
ざ
す
姿
は
教
師
の
み
な
ら
ず
、
子

ど
も
に
と
っ
て
も
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
も
な
る
。

変
化
の
激
し
い
時
代
の
中
で
、
自
ら
が
置

か
れ
た
状
況
（
現
在
の
姿
）
に
照
ら
し
て
自

律
的
に
目
標
（
将
来
の
姿
）
を
設
定
し
、
必

要
な
学
び
と
順
次
選
び
取
る
“
体
系
的
・
計

画
的
な
学
び
”
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め

に
も
個
々
の
教
師
の
個
性
に
即
し
た“
個
別
・

具
体
的
な
学
び
”、
校
内
研
修
、
授
業
研
究

等
の
教
師
同
士
の
学
び
合
い
を
通
じ
た
“
協

同
的
な
学
び
”
の
機
会
充
実
を
通
じ
た
“
主

体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
”
を
根
幹
と
す

る
“
新
た
な
教
師
の
学
び
の
姿
”
が
求
め
ら

れ
て
く
る
。

教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
改
正
（
本

年
2
0
2
3
年
４
月
１
日
施
行
）
の
も
と

研
修
等
に
関
す
る
記
録
の
作
成
（
同
法
22
条

①
大
学
等
が
形
成
し
た
良
質
な
学

習
コ
ン
テ
ン
ツ
を
継
承
し
、
学

校
や
教
師
の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た

新
た
な
研
修
シ
ス
テ
ム
の
構

築
。

②
適
切
な
現
状
把
握
と
主
体
的
・

自
律
的
な
目
標
設
定
の
も
と
、

新
た
な
学
び
に
向
か
う
方
途
と

し
て
研
修
履
歴
を
活
用
。

③
対
話
に
基
づ
く
受
講
奨
励
の
実

効
性
を
高
め
る
た
め
に
も
メ
ン

タ
リ
ン
グ
（
コ
ー
チ
ン
グ
）
の

心
得
は
リ
ー
ダ
ー
に
必
要
。

ポ
イ
ン
ト

玉川大学客員教授・九州大学

　名誉教授　八尾坂　修

免
許
更
新
制
の
発
展
的
解
消

を
受
け
た

新
た
な
研
修
シ
ス
テ
ム

も
う
一
つ
は
、
運
用
上
の
課
題
で
あ
る
。

教
師
の
多
忙
化
と
負
担
の
浸
透
に
よ
る
、
更

新
講
習
自
体
の
目
的
化
、
教
師
の
人
材
確
保

へ
の
制
約
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
よ
る
事
務
負
担
、
採
算
の
確
保
と
い
っ
た

問
題
を
看
過
し
得
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
免
許
更
新
制
の
も
と
で
大
学
等

が
形
成
し
た
良
質
な
学
習
コ
ン
テ
ン
ツ
を
継

承
し
つ
つ
、
個
々
の
学
校
や
教
師
の
ニ
ー
ズ

に
即
し
た
新
た
な
研
修
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
必
要
な
教
師
の
学
び
を

実
現
す
る
と
い
う
趣
旨
の
も
と
、
教
員
免
許

更
新
制
の
発
展
的
解
消
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

教
育
基
本
法
９
条
、
教
育
公
務
員
特
別
法

21
条
の｢

絶
え
ず
研
究
と
修
養｣

に
努
め
る

新
た
な
教
師
の
学
び�

子
ど
も

の
学
び
と
相
似
形

研
修
の
意
欲
と
主
体
性
を
受
容

し
た
受
講
者
奨
励

発
展
的
解
消
と
し
て
良
質
な
学

習
コ
ン
テ
ン
ツ
を
継
承



の
６
）
お
よ
び
資
質
の
向
上
に
関
す
る
指
導

助
言
等
（
同
法
22
条
の
５
）
の
仕
組
み
を
適

正
に
運
用
す
る
た
め
、
公
立
の
小
学
校
等
の

校
長
お
よ
び
教
員
と
し
て
の
資
質
の
向
上
に

関
す
る
指
標
の
策
定
に
関
す
る
指
針
の
改

正
（
2
0
2
2
年
８
月
31
日
、
官
報
公
示
）、

同
指
針
に
基
づ
く｢

研
修
履
歴
を
活
用
し
た

対
話
に
基
づ
く
受
講
奨
励
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン｣

が
策
定
さ
れ
た
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
特
徴
と
し
て
研
修
等
に

関
す
る
記
録
を
活
用
し
た
資
質
の
向
上
に
関

す
る
指
導
助
言
等
に
関
し
、
研
修
受
講
履
歴

の
記
録
の
目
的
、
範
囲
、
内
容
、
方
法
、
時

期
、
閲
覧
・
適
用
、
対
話
に
基
づ
く
受
講
奨

励
の
実
施
方
法
・
時
期
等
に
つ
い
て
、
適
正

な
運
用
の
参
考
と
な
る
よ
う
な
内
容
を
定
め

て
い
る
。

教
員
免
許
更
新
制
の
発
展
型
と
し
て
打

ち
出
し
た
対
話
に
基
づ
く
受
講
奨
励
に
よ

り
、
ア
．｢

教
師
が
今
後
ど
の
分
野
の
学
び

を
深
め
る
べ
き
か｣

、
イ
．｢

学
校
で
果
た
す

べ
き
役
割
に
応
じ
て
ど
の
よ
う
な
学
び
が
必

要
か｣

等
に
つ
い
て
、
学
校
管
理
職
に
よ

る
“
効
果
的
な
指
導
助
言
”
が
可
能
に
な

る
。
ま
た
個
々
の
教
師
の
強
み
や
専
門
性
を

把
握
し
た
う
え
で
校
務
分
掌
を
決
定
す
る
な

ど
“
効
果
的
な
学
校
運
営
”
を
行
う
こ
と
も

可
能
と
な
る
。

全
国
の
教
育
委
員
会
の
75
％
ほ
ど
が
す
で

に
何
ら
か
の
形
態
・
方
法
の
受
講
管
理
シ
ス

テ
ム
を
作
成
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、
研
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修
履
歴
の
閲
覧
が
研
修
意
欲
の
向
上
、
研
修

計
画
の
立
案
に
効
果
的
で
あ
る
こ
と
、
し
か

も
管
理
職
が
研
修
履
歴
を
活
用
す
る
度
合
い

が
高
い
ほ
ど
人
材
育
成
を
図
る
こ
と
を
裏
づ

け
て
い
る
。

図
に
学
校
に
お
け
る
受
講
奨
励
の
実
施

方
法
（
概
要
例
）
を
示
し
た
が
、
留
意
す
べ

き
点
と
し
て
、
一
つ
は
、
研
修
履
歴
を
記
録
・

管
理
す
る
こ
と
自
体
を
目
的
と
し
な
い
意
識

で
あ
る
。
育
成
指
標
や
研
修
計
画
の
関
わ
り

も
踏
ま
え
つ
つ
、
適
切
な
現
状
把
握
と
主
体

的
・
自
律
的
な
目
標
設
定
の
も
と
で
、
新
た

な
学
び
に
向
か
う
た
め
の
“
方
途
”
と
し
て

研
修
履
修
履
歴
を
活
用
す
る
こ
と
が
肝
要
と

な
る
。

も
う
一
つ
は
、
多
様
な
内
容
・
ス
タ
イ
ル

の
学
び
重
視
の
中
で
、
対
話
に
基
づ
く
リ
フ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
通
し
て
の
気
づ
き
か
ら
、
自

己
の
得
手
の
再
認
識
と
自
信
に
つ
な
が
り
、

次
な
る
学
び
へ
の
ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ

ン
ト
（
活
力
・
熱
意
・
没
頭
）
と
し
て
い
く

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

対
話
に
基
づ
く
受
講
奨
励
の
実
効
性
を

高
め
る
た
め
に
も
メ
ン
タ
リ
ン
グ
（
コ
ー
チ

ン
グ
）
の
心
得
は
重
要
で
あ
る
。
メ
ン
タ
リ

ン
グ
の
概
念
は
、
メ
ン
タ
ー
（
経
験
を
積
ん

だ
先
輩
）
が
メ
ン
テ
ィ
（
経
験
の
少
な
い
後

輩
）
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
形
成
と
心
理
・
社
会

的
側
面
に
対
す
る
主
体
的
で
自
発
的
な
成

長
を
一
定
期
間
継
続
し
て
支
援
す
る
関
係

性
で
あ
る
。

近
年
の
中
教
審
（
答
申
）｢

ứ
令
和
の
日

本
型
学
校
教
育
Ừ
を
担
う
教
師
の
養
成
・
活

用
・
研
修
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
～
ứ
新
た

な
教
師
の
学
び
の
姿
Ừ
の
実
現
と
、
多
様

な
専
門
性
を
有
す
る
質
の
高
い
教
職
員
集

団
の
形
成
～｣

（
令
和
４
年
12
月
19
日
）
で

も
若
手
教
員
の
み
な
ら
ず
、
特
に
新
任
校

長
に
対
し
て
先
輩
校
長
か
ら
の
日
常
的
な

支
援
や
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
る
有
効
性

を
提
示
す
る
。
シ
ナ
ジ
ー
効
果
を
も
た
ら

す
メ
ン
タ
リ
ン
グ
は
ア
メ
リ
カ
で
イ
ン
ダ

ク
シ
ョ
ン
（
導
入
研
修
）
の
中
核
と
し
て

エ
ビ
デ
ン
ス
が
あ
る
が（
注
）、
わ
が
国
で
も

必
須
の
校
内
・
校
外
研
修
内
容
と
し
て
の
位

置
づ
け
が
期
待
さ
れ
る
。

メ
ン
タ
リ
ン
グ
の
核
と
な
る｢

コ
ー
チ

ン
グ
」（
対
話
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
協
働
）、

「
受
容
と
承
認
」（
職
務
へ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
）の
マ
イ
ン
ド
に
よ
っ
て
、

相
手
（
指
導
に
課
題
を
有
す
る
教
員
等
で

あ
っ
て
も
）
の
タ
イ
プ
を
知
っ
て
新
た
な
イ

ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
（
接
点
）
を
見
つ
け
、
共

に
高
め
あ
い
、
課
題
へ
の
気
づ
き
を
促
す
姿

勢
が
望
ま
れ
て
く
る
。

（
注
）
八
尾
坂
修｢

米
国
新
任
教
員
の
離
職

要
因
と
イ
ン
ダ
ク
シ
ョ
ン
・
メ
ン
タ
リ
ン
グ

の
効
果
的
構
造
要
件｣

ứ
ア
メ
リ
カ
教
育
研

究
Ừ
��
号
、
東
信
堂
�
�
�
�
年 ਤ　学ߍに͓͚るରにͮ͘جड講ྭの࣮ࢪ方法（֓要ྫ）

※広島県教育委員会 ｢研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励
ハンドブック～主体的・自律的な目標設定やキャリア形成につな
げるために～｣ 令和 5年 1月、3頁を参考に筆者が作成。

4月

5月頃

2月・
3月頃

時期 校長 教員

教員等一人一人の資質
の向上に向けた人材育
成の方策の検討

自身の資質の向上に
向けた研修受講等の
　 具体的方策の検討

当初面談

期末面談

ਓࡐҭܭըʹ
मडݚɺͮ͘ج
͠༺׆ཤྺΛߨ
ͷߨमडݚͨ
ྭ（ใఏڙ
（ݴಋॿࢦ

ࣗΒͷ৬ɺݧܦ
ͼదੑʹԠͨ͡ٴ
͚ʹ্ͷ࣭ࢿ
ͷओߨमडݚͨ
ମతɾࣗతͳ
ඪઃఆ

対話
（メンタリング）

多様な内容・スタイルによる
校内外での研修受講等での学びを
確実なものとするための方略
ɾݚमडߨͷਐͷڞ༗

ɾݚमडߨͰ֫ಘͨ͠ͷΛදग़͢Δͷઃఆɺ
ରʢϝϯλʔνʔϜʣʹΑΔ0+5

ϦϑϨΫγϣϯ
ʹΑΔޙࠓͷࢿ
ͷͨΊͷ্࣭
ݴಋॿࢦ

ʹΑΔߨमडݚ
学ͼͷՌɺ長
ޙࠓͷ֬ೝɺײ࣮
ͷ՝ͷϦϑϨ
Ϋγϣϯ

対話
（メンタリング）

対
話
に
お
け
る
メ
ン
タ
リ
ン
グ
・

マ
イ
ン
ド
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こ
れ
ま
で

教
育
委
員
会
で
は
、
教
員
一

人
一
人
の
意
欲
や
適
性
を
引
き
出
し
、
資
質

能
力
の
一

の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
学

校
を
よ
り
組
৫
的
に
機
能
さ
ͤ
、
学
校
全
体

の
教
育
力
を
高
め
て
い
く
た
め
に
、
教
員
の

職
の
分
化
ٴ
び
ෳ
ઢ
化
を
進
め
て
き
た
。
現

在
、
ㅽ
年
目
か
ら
主
任
教
་
選
考
を
、
主
任

教
་
歴
ㅷ
年
目
か
ら
主
幹
教
་
・
指
導
教
་

と
な
る
ㅹ
ڃ
職
選
考
や
教
育
管
理
職
ީ
ิ
̖

選
考
を
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
、
経
験
と
能

力
に
応
じ
て
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
図
る
こ

と
が
で
き
る
職

体
系
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
ฏ
成
29
年
ㅼ
月
に
、
教
育
公
務
員

特
例
法
に
基
づ
き
、「
౦
ژ

公
立
学
校
の

校
長
・
෭
校
長
ٴ
び
教
員
と
し
て
の
資
質
の

向
上
に
関
す
る
指
標
」
を
策
定
し
た
。
こ
の

度
、法
改
正
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
指
針
で
は
、

校
長
の
役
割
ٴ
び
求
め
ら
れ
る
資
質
能
力
が

明
確
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
教
師
に
共
通
的

に
求
め
ら
れ
る
資
質
能
力
が
、
ㅺ
つ
の
ப
で


理
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
有
識
者

等
を
ߏ
成
員
と
す
る
౦
ژ

教
員
育
成
協
ٞ

会
に
お
い
て
、
指
標
の
改
定
に
つ
い
て
協
ٞ

を
重
Ͷ
、
指
標
を
改
定
し
た
。

౦
ژ

の
教
育
に
求
め
ら
れ
る
教
師
૾

を
、
令
和
ㅸ
年
ㅸ
月
策
定
の
౦
ژ

教
育
施

策
大
ߝ
や
指
針
を
踏
ま
え
、
一
部
改
定
し
た

（
図
１
）。「
教
育
に
対
す
る
熱
意
と

໋
感

を
࣋
つ
教
師
」
に
お
い
て
は
、
多
様
な
人
々

が

ら
す
社
会
を
生
き
る
子
ڙ
た
ち
へ
の
指

導
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
高
い
ྙ
理

؍
と
多
様
性
に

ྀ
し
た
人
ݖ
意
識
」
と
し

た
。
ま
た
、「
組
৫
人
と
し
て
積
ۃ
的
に
協

働
し
ޓ
い
に
高
め
合
う
教
師
」に
お
い
て
は
、

事
ނ
・
ࡂ

、
感
染
症
等
へ
の
ة
機
管
理
の

み
な
ら
ず
、
自
ଞ
の
心

の
݈
߁
の
変
化
に

気

き
、
ૣ
期
に
相
ஊ
で
き
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
自
ଞ
の
҆
全
を
क
る

ة
機
管
理
力
」
を
Ճ
え
た
。

改
定
し
た
指
標
で
は
、ै
来
の
指
標
同
様
、

教
員
が

に

け
る
べ
き
力
の
ㅹ
߲
目
は
生

か
し
つ
つ
、
国
の
指
針
で
示
さ
れ
た
5
つ

の
ப
を
踏
ま
え

理
し
、「
教
職
に
必
要
な

ૉ
養
」、「
特
別
な

ྀ
や
支
援
を
必
要
と
す

る
子
ڙ
へ
の
対
応
」
と
「
デ
ジ
タ
ル
や
情
報
・

教
育
デ
ー
タ
の
ར
活
用
」を
新
た
に
設
け
た
。

一
例
を
あ
͛
る
と
、
教
員
が

に

け
る
べ

き
力
に
お
け
る
学
習
指
導
力
で
は
、
教
་


౦ژ教ҭிࢦಋ෦教ҭܭը
୲՝ʢલاըਪਐ୲՝ʣ

౻ా修
ㆮ ㆶ

࢙
ㆵ ㆿ

①
東
ژ

の
教
育
に
ٻ
め
Β
Ε
る

教
師
૾
を
、
東
ژ

教
育
ࢪ
ࡦ

大
ߝ
、
ࢦ
標
の
ࡦ
定
に
ؔ
͢
る

ࢦ

の
վ
ਖ਼
を
౿
·
͑
Ұ
෦
վ

定
。

②

ཧ
職
等
の

ׂ
と
し
て
、
学

校
ܦ
Ӧ
方

の
ఏ
ࣔ
、

৫
づ

く
Γ
、
学
校

֎
と
の
コ
ϛ
ỿ

ニ
έ
ー
シ
ョ
ン
の
̏

を


ཧ
。

③
教
員
が
教
職
ੜ
活
શ
体
を
၆

ᛌ
し
ͭ
ͭ
、
自
Β
の
職

、
ܦ

ݧ
ٴ
び
適
性
に
Ԡ
͡
て
ߋ
に
高


な
ஈ
֊
を
目
ࢦ
͢
ख
ֻ
か
Γ

に
。

ポ
イ
ン
ト

ủ
౦
ژ

ެ
ཱ
ֶ
ߍ
の
ߍ

ɾ

෭
ߍ

ٴ
ͼ
ڭ
һ
ͱ
͠
ͯ
の

ࢿ
࣭
の

্
ʹ
ؔ
͢
Δ
ࢦ
ඪ
Ứ

の
վ
ఆ
ʹ
ͭ
͍
ͯ
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に
お
い
て
、
指
導
計
画
・
ධ
Ձ
計
画
の
ৼ
り

ฦ
り
か
ら
授
業
改
ળ
を
図
る
視
点
を
、
主
任

教
་

で
は
、
同
྅
や
教
་
等
と
協
働
し
た

授
業
研
究
や
指
導
・
助
言
の
視
点
を
示
し
、

ϛ
ド
ル
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
職

の
役
割
を

求
め
る
な
ど
、
職

が
上
が
る
に
つ
れ
、
資

質
の
向
上
を
求
め
て
い
る
（
図
ㅷ
）。
֤
職


の
֤
߲
目
に
お
い
て
、
֤
職

に
求
め
ら

れ
る
役
割
を
踏
ま
え
な
が
ら
見
直
す
と
と
も

に
、
養
ޢ
教
་
・
ӫ
養
教
་
の
指
標
も
ซ
ͤ

て
改
定
し
た
。
ど
ち
ら
も
、
教
員
等
の
指
標

を
基
に
、
養
ޢ
教
་
・
ӫ
養
教
་
の
専
門
性

を
踏
ま
え
改
定
し
て
い
る
。
な
お
、
主
幹
教

་
Ҏ
上
の
職
に
お
い
て
は
、
教
་
か
ら
主
幹

教
་
に
な
っ
た
者
と
同
じ
業
務
も
行
う
こ
と

か
ら
、
記
ࡌ
内
容
は
同
一
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
教
育
管
理
職
ީ
ิ
で
あ
る
主
幹
教

་
の
指
標
を
教
育
管
理
職
等
に
位
置

け

た
。
さ
ら
に
、
教
育
管
理
職
等
に
求
め
ら
れ

る
役
割
を
「
学
校
経
営
方
針
の
作
成
」、「
組

৫
づ
く
り
」、「
学
校
内
外
と
の
コ
ϛ
ỿ
ニ

έ
ー
シ
ョ
ン
」の
ㅸ
点
に

理
し
た（
図
ㅸ
）。

そ
の
上
で
、校
長
に
求
め
ら
れ
る
役
割
に
は
、

学
校
の
働
き
方
改
ֵ
の
重
要
性
を
踏
ま
え
、

教
員
の
能
力
発
ش
と
働
き
や
す
い
職
場
環
境

の
ߏ
ங
・
ਪ
進
を
新
た
に
Ճ
え
た
。
校
長
は
、

職
場
に
お
け
る
心
理
的
҆
全
性
の
確
保
と
多

様
な
教
職
員
同
士
の
関
わ
り
合
い
を
࣠
に
、

学
校
が
直
面
す
る
教
育
課
題
を
組
৫
的
に
解

決
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
発
ش
す
る
と
と
も
に
、
研
修
環
境
を


え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、

学
校
組
৫
全
体
と
し
て
主
体
的
か
つ
自
律
的

な
研
修
を
ਪ
進
す
る
体
制
や
教
員
等
が
学
び

に
向
き
合
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

指
標
の
活
用
で
あ
る
が
、
研
修
等
を
通
じ

て
教
員
等
の
資
質
の
向
上
を
図
る
ࡍ
の
目

҆
と
し
て
い
る
。
教
員
の
人
材
育
成
で
は
、

「
0
+
5
」、「
0
G
G�

+
5
」、「
自
己
ܒ
発
」

の
̏
点
の
手
ஈ
が
相
ޓ
に
関
連
し
、
は
じ
め

て
効
果
的
な
育
成
が
可
能
と
な
る
。
校
長
・

෭
校
長
や
主
幹
教
་
等
同
じ
学
校
に
ۈ
務
す

る
教
員
か
ら
の
指
導
は
も
ち
Ζ
ん
、
教
員
個

人
の
自
己
ܒ
発
、
教
員
同
士
の
相
ޓ
ܒ
発
が

ৢ
成
さ
れ
、
ޓ
い
に
高
め
合
う
環
境
を
つ
く

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
（
図
ㅹ
）。

ま
た
、
指
標
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
教
員

一
人
一
人
が
教
職
生
活
全
体
を
၆
ᛌ
し
つ

つ
、
更
に
高
度
な
ஈ
֊
を
目
指
す
手
ֻ
か
り

と
な
る
。
ຖ
年
度
ㅸ
ճ
、
管
理
職
と
教
員
一

人
一
人
が
目
標
や
成
果
を
確
認
す
る
場
で
あ

る
自
己
申
ࠂ
の
面
接
に
お
い
て
、
管
理
職
が

教
員
と
対
話
し
、
今
後
の
資
質
向
上
に
向
け

て
自
己
を
ৼ
り
ฦ
ら
ͤ
る
ࡍ
の
౸
達
度
の
目

҆
と
し
て
い
く
。
そ
の
ࡍ
、
教
員
が
指
標
を

活
用
し
、
管
理
職
と
と
も
に
、
自
ら
の
学
び

を
ৼ
り
ฦ
る
と
と
も
に
、
౦
ژ

教
育
委
員

会
ಠ
自
の
研
修
支
援
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
「
マ

イ
・
キ
ャ
リ
ア
・
ϊ
ー
ト
」
を
活
用
し
、
自


の
研
修
計
画
を
立
て
る
こ
と
で
、
効
果
的

か
つ
主
体
的
な
資
質
向
上
・
能
力
։
発
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
。
今
後
、
ঢ
任
選
考
や
採

用
選
考
、
教
員
の
人
材
育
成
方
針
に

ө
し

た
り
、
指
標
に
基
づ
き
作
成
す
る
研
修
計
画

に
生
か
し
た
り
し
て
い
く
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
通
じ
て
、

教
員
自
ら
が
、
自

の
キ
ャ
リ

ア
や
必
要
な
力
等
の
見
通
し
を

も
ち
資
質
の
向
上
を
図
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
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を
営
む
前
身
の
秀
英
舎
と
し
て
創
業
し
て

以
来
、
企
業
理
念
に
「
人
と
社
会
を
つ
な

ぎ
、
新
し
い
価
値
を
提
供
す
る
」
こ
と
を
掲

げ
、
多
様
な
事
業
を
通
じ
て
、
持
続
可
能
な

よ
り
よ
い
社
会
と
よ
り
心
豊
か
な
暮
ら
し
を

実
現
す
る
た
め
に
、
事
業
活
動
を
展
開
し
て

い
る
。
創
業
期
の
主
力
事
業
で
あ
っ
た
出
版

印
刷
事
業
を
、
第
二
創
業
期
に
は
総
合
印
刷

業
・
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
業
に
広

げ
、
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
部
門
の
伸
張
を
経

て
、
現
在
は
第
三
の
創
業
の
実
現
に
向
け
て

事
業
構
造
の
転
換
を
図
っ
て
い
る
。
第
三
の

創
業
に
向
け
て
新
し
い
価
値
を
創
造
し
て
い

く
に
は
、
社
員
の
能
力
を
伸
ば
し
、
働
き
や

す
い
環
境
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
欠
か
せ

な
い
。そ
の
た
め
人
事
諸
制
度
の
再
構
築
や
、

研
修
を
含
め
た
新
た
な
人
材
育
成
、
多
様
な

人
材
が
活
躍
で
き
る
風
土
醸
成
な
ど
、
人
へ

の
投
資
に
力
を
注
い
で
い
る
。

昨
年
度
か
ら
、
Ｄ
Ｎ
Ｐ
で
は
、
人
に
対
す

る
普
遍
的
・
基
本
的
な
考
え
方
を
「
人
的
資

本
ポ
リ
シ
ー
」
と
し
て
制
定
し
た
。
こ
の
ポ

リ
シ
ー
は
、「
社
員
を
大
切
に
し
、
大
切
に

し
た
社
員
に
よ
っ
て
企
業
が
成
長
し
、
そ
の

社
員
が
社
会
を
よ
り
豊
か
に
し
て
い
く
〔
社

会
（
社
内
・
社
外
）
で
活
躍
で
き
る
人
財
へ
〕」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
人
的
資
本
ポ
リ

シ
ー
に
基
づ
き
、
社
員
一
人
ひ
と
り
の
自
律

的
な
キ
ャ
リ
ア
全
体
を
支
援
し
て
い
く
こ
と

を
前
提
に
、
社
員
の
処
遇
や
関
連
施
策
を
つ

く
っ
て
い
る
。
新
卒
で
入
社
し
て
若
い
う
ち

は
、
自
身
の
希
望
や
職
務
経
験
も
含
め
た
メ

ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
の
育
成
・
成
長
を
、
そ
の

後
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
志
向
す
る
の
か
、

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
を
志
向
す
る
の
か
と
い
う

複
線
型
の
自
律
的
な
キ
ャ
リ
ア
選
択
を
し
、

さ
ら
に
そ
の
う
え
で
、
仕
事
（
ジ
ョ
ブ
）
を

「
職
務≒

ポ
ス
ト
（
管
理
職
・
専
門
職
）」
と

捉
え
、
管
理
職
や
専
門
職
と
い
っ
た
ポ
ス
ト

の
役
割
や
処
遇
を
よ
り
重
視
し
た
ジ
ョ
ブ
型

的
な
ス
テ
ー
ジ
へ
と
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
て

い
く
。
こ
の
ス
テ
ッ
プ
を
見
据
え
て
、
自
身

が
ど
う
い
う
キ
ャ
リ
ア
を
描
い
て
い
き
た
い

の
か
、
全
員
が
自
律
的
に
考
え
、
自
分
を
磨

い
て
も
ら
い
、
会
社
は
そ
う
し
た
一
人
ひ
と

り
の
学
び
や
成
長
を
各
ス
テ
ー
ジ
で
支
援
し

て
い
く
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
。

大ຊҹࣜגձࣾ

ਓࡒ։ൃ෦෦ ∁ས　ݠҰ

①
ਓ
的
ࢿ
ຊ
ϙ
リ
シ
ー
に
基
づ

͖
、
ࣾ
員
Ұ
ਓ
ͻ
と
Γ
の
自
律

的
な
Ω
Ỿ
リ
ア
形
成
を
ࢧ
ԉ
。

②
ࣾ
員
の
Ω
Ỿ
リ
ア
、
ニ
ー
ズ
に

߹
Θ
ͤ
た
ଟ
࠼
な
研
修
ϓ
ϩ
グ

ϥ
ム
を
用
ҙ
。

③
新
た
な
学
習

ڥ

උ
の
Ұ


と
し
て
ϥ
ー
ニ
ン
グ
Ϛ
ω
δ
メ

ン
τ
シ
ス
テ
ム
を
ಋ
ೖ
。

ポ
イ
ン
ト

ࣾ
һ
の


ͱ
ࣗ
ݾ
࣮
ݱ
ỏ

ا
ۀ
Ձ

の

্
ʹ
ͭ
な
͛
Δ


ࣾ
の
ਓ
ࡐ
ҭ

ʹ
ͭ
͍
ͯ

大
日
本
印
刷
（
以
下
、
D
N
P
）
は
、

1
8
7
6
（
明
治
９
）
年
に
出
版
印
刷
業
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当
社
は
、
社
会
に
価
値
を
提
供
し
て
い
く

人
材
を
育
成
す
る
た
め
、
本
社
に
人
材
開
発

の
専
任
組
織
を
設
置
し
、
本
社
部
門
と
事
業

部
門
が
連
携
を
図
っ
て
、
年
間
教
育
計
画
に

基
づ
き
、階
層
別
研
修
や
職
種
別
研
修
、テ
ー

マ
別
研
修
（
選
抜
・
選
択
）
の
ほ
か
、ｅ
ラ
ー

ニ
ン
グ
な
ど
を
通
じ
て
、
各
職
群
向
け
の
学

習
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
し
て
い
る
。

階
層
別
研
修
は
、
最
も
若
い
社
員
向
け
に

は
、
新
卒
で
入
社
し
た
新
入
社
員
を
対
象
に

し
た
導
入
教
育
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、

一
年
め
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
、
三
年
め

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
と
続
き
、
若
手
社
員

が
よ
り
一
層
、
能
動
性
を
発
揮
し
て
働
い
て

い
く
た
め
に
必
要
な
考
え
方
と
ス
キ
ル
を
学

び
、自
立
的
に
活
躍
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
。

ま
た
、
二
年
め
社
員
ま
で
は
、
一
人
ひ
と
り

に
先
輩
社
員
が
指
導
員
と
い
う
形
で
付
き
、

そ
の
指
導
員
が
若
手
社
員
の
育
成
計
画
を
立

て
、
伴
走
・
サ
ポ
ー
ト
す
る
役
割
を
果
た
し

て
お
り
、
各
指
導
員
に
も
現
場
で
適
切
な
指

導
活
動
を
行
っ
て
い
く
よ
う
に
す
る
た
め
の

指
導
員
研
修
を
用
意
し

て
い
る
。

管
理
職
向
け
に
は
、
製

造
部
門
で
は
新
任
の
班
長
・

係
長
か
ら
、
非
製
造
部
門

で
は
新
任
の
課
長
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
に
応
じ

た
研
修
が
あ
る
。
い
ず
れ

の
研
修
に
お
い
て
も
、
講

義
を
一
方
的
に
受
け
る
座

学
だ
け
で
は
な
く
、グ
ル
ー

プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の

時
間
を
多
く
取
り
入
れ
、

管
理
職
同
士
で
対
話
を
深

め
、
お
互
い
に
学
び
合
う

場
を
つ
く
る
と
共
に
、
プ

ロ
グ
ラ
ム
内
容
は
、
研
修

で
学
ん
だ
こ
と
を
日
々
の

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
践
に

生
か
し
て
い
く
た
め
の
工

夫
を
し
て
い
る
。

Ｄ
Ｎ
Ｐ
グ
ル
ー
プ
の
全
社
員
が
、
自
分
自

身
の
課
題
を
認
識
し
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に

習
得
し
て
い
き
た
い
知
識
・
ス
キ
ル
を
学
ぶ

場
と
し
て
、「
ビ
ジ
ネ
ス
ス
キ
ル
セ
ミ
ナ
ー
」

「
I
C
T
ス
キ
ル
セ
ミ
ナ
ー
」
が
あ
り
、
自

ら
希
望
し
て
申
し
込
み
受
講
で
き
る
、
選
択

型
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
ビ
ジ

ネ
ス
ス
キ
ル
セ
ミ
ナ
ー
は
、
各
分
野
で
必
要

と
な
る
基
礎
知
識
や
専
門
知
識
（
テ
ク
ニ
カ

ル
ス
キ
ル
）
の
修
得
、
自
己
管
理
能
力
や
対

人
能
力
（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
キ
ル
）、
情
報
や

概
念
を
扱
う
能
力
（
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
ス

キ
ル
）
の
開
発
に
向
け
て
年
間
約
六
十
講
座

の
多
彩
な
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
設
し
て
い

る
。
ま
た
、
I
C
T
ス
キ
ル
セ
ミ
ナ
ー
は
、

I
C
T
人
材
、
D
X
人
材
の
育
成
を
目
的

と
し
て
、
ス
キ
ル
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
て
、
基

礎
的
な
内
容
か
ら
応
用
、
専
門
性
の
高
い
も

の
ま
で
、
事
業
ニ
ー
ズ
と
最
新
技
術
ト
レ
ン

ド
に
合
っ
た
も
の
を
年
間
約
百
講
座
開
設
し

て
い
る
。
従
来
は
、
対
面
型
の
研
修
だ
っ
た

が
、
コ
ロ
ナ
禍
後
は
、
ほ
ぼ
オ
ン
ラ
イ
ン
講

座
に
切
り
替
わ
り
、
全
国
さ
ら
に
は
海
外
に

い
る
社
員
ま
で
も
、
場
所
の
制
約
を
受
け
ず

に
研
修
を
受
講
す
る
環
境
が
整
っ
て
き
て
い

る
。社

員
一
人
ひ
と
り
が
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
を

描
き
、
自
ら
の
能
力
を
最
大
限
に
生
か
し
て

い
く
た
め
の
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
、
昨

年
か
ら
、
新
た
な
ラ
ー
ニ
ン
グ
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
「
Ｄ
Ｎ
Ｐ
ラ
ー
ニ
ン
グ

ポ
ー
タ
ル
」
を
導
入
し
た
。
社
員
が
自
分
の

空
い
て
い
る
時
間
に
、
業
務
に
必
要
な
知
識

を
学
ぶ
た
め
、
P
C
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

か
ら
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
社
員
一
人

ひ
と
り
に
合
わ
せ
た
研
修
情
報
を
一
元
管
理

で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
、
本
社
の
人
財
開
発
部

が
発
信
す
る
全
社
必
修
の
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
用

コ
ン
テ
ン
ツ
の
ほ
か
、
各
事
業
部
門
が
独
自

に
行
う
研
修
コ
ン
テ
ン
ツ
も
発
信
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
動
画
や
ス
ラ
イ
ド

テ
キ
ス
ト
に
よ
る
講
義
の
ほ
か
、
理
解
度
を

把
握
す
る
た
め
の
テ
ス
ト
や
、
ア
ン
ケ
ー
ト

機
能
も
備
え
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
シ
ス
テ

ム
で
は
、
過
去
の
研
修
受
講
履
歴
情
報
が
管

理
さ
れ
、
タ
レ
ン
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
に
情
報
が
格
納
さ
れ
る
た
め
、
ど
の
社
員

が
い
つ
ど
う
い
う
研
修
を
受
け
て
、
ど
の
よ

う
な
ス
キ
ル
を
も
っ
て
い
る
か
が
確
認
で
き

る
よ
う
に
な
る
。

環
境
の
変
化
が
激
し
い
現
在
に
お
い
て

は
、
絶
え
ず
、
社
員
が
学
び
続
け
る
環
境
を

整
え
、
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容
を
ア
ッ
プ

デ
ー
ト
し
て
、
社
員
の
行
動
変
容
を
導
き
、

成
果
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
企
業
に
お
け
る
事
業

の
成
長
は
、
社
員
の
成
長
の

総
和
で
あ
る
と
い
う
観
点
に

立
っ
て
、
今
後
も
、
多
様
な

個
・
人
材
の
成
長
に
資
す
る

人
材
育
成
へ
の
投
資
を
効
果

的
に
行
っ
て
い
く
こ
と
で
、

継
続
的
な
企
業
価
値
の
向
上

に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。



教育出版 Educo No.61 1011 教育出版 Educo No.61

ほかにも、思い切った志願者の拡大策を講じる自治体が相次ぐ。福岡市は22年度実施の選考から「大
学連携特別選考」を導入した。市教委と協定を結ぶ 15 の大学・短大の学生を対象に、試験を全部ま
たは一部免除して大学の推薦と教育実習の評価のみで合否を決める枠を設ける。
山梨県は小学校教員として採用後、一定期間働くことを条件に奨学金の返還を一部肩代わりする制
度を始めた。在学中に日本学生支援機構から借りた奨学金のうち、卒業前２年分を上限に返済資金を
補助する。1997 年度まであった日本育英会奨学金の返還特別免除制度を思い起こさせる。
教員不足は教委が学校に配置すると決めている教員の数を満たせない状態だ。文科省の実態調査で
は 21 年５月 1日時点で 1591 校・計 2065 人の欠員があった。
直近の状況を知りたいと思い、日本経済新聞は教員人事権をもつ都道府県・政令市などに調査票を
送り、22 年同時点の配置状況を尋ねた。その結果、公立小中高校と特別支援学校の 2092 校（全体の
約６％）で計 2778 人の欠員が生じていたことがわかった。文科省調査と比べると１年で３割増えた
ことになる。
全国公立学校教頭会が全国の小中学校教頭・副校長ら２万人余りを対象に行った調査（回収率
73％）の結果も見逃せない。そこでは回答した教頭・副校長の 17％が「22 年度初めに学級担任が配
置できず不在の学級が出た」としている。まさに「教員不足の深刻さを物語る結果」（同会）だ。
取材でも、公立小学校の校長から欠員に関する悩みを聞くことは多い。「臨時任用の候補者名簿を
見て 200 人近く電話したが、全て断られた」「思いあまって知り合いの校長に相談したら、自校の欠
員に備えてキープしていた候補者を紹介してくれて助かった」……。教員の人事権は都道府県にある
のに、現場の校長が必死にならないと欠員が埋まらないというのは、どういうことなのだろう。
教員採用選考試験の競争率は低下傾向にある。東京都の分析にあるように、大学卒業後に教員を目
ざしていた人たちの採用が進み、既卒の受験者層が減り続けていることが原因だ。倍率の低下は人材
の質の劣化につながる。永岡桂子文科相も22年９月、
都道府県教育長らとの会議で「倍率低下を危機感を
もって受け止める」と表明した。
だが、ここで立ち止まって考えたい。教員の質が採
用倍率に依存していること自体が、そもそもおかしく
ないだろうか。倍率の高低にかかわらず、採用された
教員は免許状をもっている。大学の教職課程のカリキュ
ラムには文科省が厳しく目を光らせている。それなの
に、免許状は教員の質の担保になっていない。
国学院大学の前田麦穂助教は近刊の著書『戦後日
本の教員採用』（晃洋書房）で、教員の質が採用倍率（＝教員の需給）という脆弱なものに依存してい
ることの問題点を鋭く突いている。前田助教は「教師養成教育の質を上げ、授与の条件を厳格化する
ことなどで免許状を信頼できるものにしないといけないのではないか」と指摘する。
もちろん、働き方改革や待遇の改善も必要だ。特にこれからは民間との人材獲得競争を強く意識し
なくてはならない。
教師という職について、バランスのとれたイメージを発信する必要もある。現状は「ブラック」「し
んどい」という側面がやや強調されすぎていないだろうか。
「子どもと一緒に成長できる、すてきな仕事です」。東京都の採用セミナーの会場で、講師を務めた
採用５年めの女性教諭は屈託のない笑顔で話していた。その通りだと思う。世間広しといえども「一
生もの」といえる仕事はそう多くない。教職本来の魅力が、もっと伝えられるべきだ。
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ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　深刻化する教員不足と自治体の対策　　　　　　　　　　　　～教員採用の「これから」を考える～
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ教һෆ͕ਂͩࠁɻจ෦Պֶল ���� ɺॳΊͯ教һෆͷ࣮ଶΛௐࠪ͠ɺಉ �݄
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹ�࣌Ͱશࠃ ���� ͷެֶཱߍͰܭ ���� ਓͷܽһ͕͋ͬͨͱͷ݁ՌΛ明Β͔ʹͨ͠ɻ
ɹɹɹɹɹ��ʹೖΓܽһҰஈͱ͍͕ͯͬΔɻಓݝྩࢦఆࢢͷ教育ҕһձର໋ͩݒʹࡦɻ
ɹͦͷݱΛ๚Ͷɺ࣭ྔͱʹेͳઌੜͷ֬อʹԿ͕ඞཁ͔ͯ͑ߟΈͨɻɹɹɹɹ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ

　　　　　　　　　　　　　日本経済新聞社　編集委員 中
なか

丸
まる

亮
あき

夫
お　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　 　　　　　　　

　　
東京都渋谷区で 22 年 10 月下旬、都教委主催の教員
採用セミナーが開かれた。対象は大学生のほか社会人、
高校生など。会場には大小約 20 のブースが設けられ、
都教育庁の職員や現職教員らが仕事のやりがいや待遇
について熱く、具体的に語った。「教員のおいしいと
ころは休みが長いことです」「民間企業の平均より６
年も長く定期昇給があります」。ブースを回ると、そ
んな説明が聞こえてきた。
都教育庁がこうした形の採用イベントを開くのは初

めて。従来の講演型の説明会と異なり、来場者との「対
話」を大事にした。「保護者対応をはじめとする教員志望者の不安を解消したいと考えた」と担当者。
若手育成策の手厚さを知ってもらおうと、採用後の研修を模擬体験できるコーナーも設けた。
都内では 22 年度の始業日時点で約 50 の公立小学校で 50 人程度の欠員が出た。年度初めの欠員は

東京では珍しい。この数は、夏休み明けの時点では約 130 人に膨らんだ。
危機感を強めた都は 23 年１月、新たな教員の確保策をまとめた。小学校の教員不足の状況につい

て「大量退職や 35 人学級の進行による大量採用で既卒の受験者層が順次採用試験に合格した結果、
受験者層が減少」「臨時的任用教員の候補者も減少し、年度途中に欠員が生じた場合の代替教員の確
保も難しい」と分析。「新卒の着実な確保と、社会人転職者や教員離職者など新たな層の掘り起こし
が重要」としている。

　　　都が打ち出した対策は興味深い。まず、教員採用選考試験の第一次選抜の一部（教職教養と専門教養）
　　　を大学３年生から受験できるようにする。通過すれば４年生では論文だけを受験すればよく、通れば

第二次選抜に進める。教育実習もある４年生の負担を
軽くし、受験者の増加を狙う。
　合格発表は従来の10月中旬から９月中に前倒しする。
教育庁によると「事務的には結構厳しい」が、企業の
内定式前に合否がわかるようにすることで民間への流
出防止につながると期待する。中途退職した教員の復
帰や社会人の挑戦を後押しする措置も講じる。
　神奈川県相模原市も採用試験の受験を前倒しする。
「大学３年生等早期チャレンジ」と題し、一般教養・
教職専門試験を３年生から受けられるようにする。˔�౦ژͷԠืਓһ૿Ճࡦ（���� ࣮ࢪ༧ఆ）
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令和３年度から、全国へき地教育研究連盟・北海
道へき地複式教育研究連盟・士別市教育委員会のご
支援をいただき、士別市立多寄小学校・上士別小学校・
糸魚小学校と新しい形のʮ１単位時間毎の直接指導
と間接指導の完全分離に着目した社会科学年別指導
の実践ʯを行ってきた。その発展形として、令和５
年１～２月に、附属旭川小学校と士別市複式校をつ
なぎ、社会科遠隔授業に挑戦させていただいた。
Google Meetでの教師間接続テストに始まり、授
業開始前の児童の顔合せではジャムボードに自己紹
介を貼り付け、初対面とは思えないほど、和気あい
あいとした雰囲気で授業がスタートした。
３学年はʮわたしたちの市のあゆみ－かわる道具

とくらしʯを実践し、各々が調べたい道具を選択し、
道具の変化をジャムボードの年表に貼り付け、まと
めていった。４学年はʮ私たちの北海道のまちづくりʯ
において、士別市児童は、ʮ家具づくりのさかんなまち・
旭川ʯ、附属旭川小の児童はʮ農業・畜産業を生かし
たまちづくり・士別ʯの実践を行い、互いのまちづ
くりを調査・交流する形をとった。その間、士別市･
旭川市博物館の見学も実施し、オンライン上での交
流だけでなく、対面での交流も行うことができた。
何よりの成果は、協働的な学びの拡充である。単
元のゴールであるまとめ・表現の場での、元気で表
現豊かな発表にそれが現れていた。
この実践まで、昨年の７月から授業構想・指導案
検討・時間割調整をオンラインと対面で約10回行っ
た。士別市教育委員会学校教育課の皆様には、ロイロ
ノートの市内間共有・Wi-Fi の増強など全面的にご協
力をいただいた。いちばんの苦労は、時間割調整で
あったが、児童の楽しそうに追究し、交流・発表す
る姿で、その苦労も、払拭された。今後も他教科で
の実践を予定している。この実践が、全国のへき地
遠隔授業モデルの先駆けになることを期待している。
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本園の根本の教育観であるʮ人間は年齢や能力、
身分や地位のいかんにかかわらず、一人一人が、か
けがえのない尊い存在であるʯという考え方が、す
べての本園教育活動の基盤をなしています。
どの子どもにも長所があり、秘めた可能性があり、

自ら伸びようとする力があります。言い換えれば、ʮ子
どもたちは、何かを為そうとする存在であるʯとい
うことであります。園そして教師が、遊びや体験を
大切にしながら子どもたちの感性にいかに意図的に
刺激を与えていくか、このことが日常的に問われて
おり毎日のねらいに基づく質の高い保育活動が、何
かを為そうとする子どもたちを確実に育てていると
考えます。
　　　　　あらまき幼稚園宣言　2022
“私たちは、子どもたち一人一人を温かく受け

入れ、のびのび・いきいきと幼児期にふさわし
い生活を堪能できるよう、楽しい園づくりと信
頼される教師を目ざします。ʡ

最も主体的な活動としてのʮ遊びʯを実現するた
めの環境整備は必須です。幼稚園敷地内にあるʮみて
みて山ʯの大変身は、まっすぐでない・間隔の違う階
段、急勾配に配したロープでの上り下り、いつの間に
かお尻で滑って遊ぶ子どもたちを生み出しています。
そして、ツリーハウスで遊ぶ子どもたちの工夫は、大
人顔負けの創意で満ち溢れています。広くなったお日
様畑での栽培、新しくなったうさぎランドでのお世
話とかけっこ。丸太でできたでこぼこ山（築山）は、チャ
レンジとバランスを鍛えています。そして、本物との
出会い。年３回のコンサートはまさに本物の宝庫で
す。スプリングコンサートは弦楽器との出会い。オー
タムコンサートは魅力的な先生がたを再発見。ウイン
ターコンサートは未知との遭遇。子どもたちの歓声
が感性に変わり、子どもたちの感心は関心に変わり、
興味は創意工夫へとつながっていくのでした。

何かを為そうとする子ども
たちと共に
─意図的な支援と自由闊達な遊びの中から

へき地遠隔授業に挑戦
─へき地遠隔授業モデルの構築を目ざして─

ߍҭେֶѴڭւಓݩ
तڭ৬େֶӃɹಛڭ
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　　全国各地のさまざまな取組を紹介します。



さいたま市教育委員会ではʮキャリア教育ʯの一
環として、中学生がチームで協働し、地域と企業
のリソース（資源）をかけ合わせたイノベーショ
ン企画を企業に提案する探究学習プログラムʮさ
いたまエンジンʯを推進しています。探究的な学
びを通じて生徒の意欲に火を灯し、子どもたちが
実社会で新しい価値を創造する力を身につけてい
くための学びを加速させるイメージから、この探
究学習プログラムをʮさいたまエンジンʯと名づ
けました。
令和４年度は、岸中学校、浦和中学校、大宮国際
中等教育学校の市立３校で総合的な学習の時間を
中心に 15 時間のプログラムとして実施しました。
各校の代表となったチームは、ファイナル大会で
あるʮさいたまカップʯに参加し、市長をはじめ、
経済を支える財界の皆様、ʮさいたまエンジンʯに
参画した企業の皆様等の前でプレゼンテーション
を行いました。例えば、企業のリソースであるʮレ
ンズʯと地元のリソースであるʮ農業ʯをかけ合
わせ、赤外線と光源を利用したレンズを使って物
体を壊さずに糖度を図る技術を搭載したロボット
を発明し、果物や野菜の品種改良にいかす提案等、
さまざまに工夫された提案がありました。この取
組を通して、実社会の課題を自分事として捉え、情
報を選択して活用しながら主体的に課題の解決を
目ざし、自分たちの力で社会を変えていこうとす
る生徒の姿がみられました。
令和５年度以降も、実施校、参画企業を増やし、
企業へのイノベーション企画の提案を通じて、仲
間と協力し新しい価値を創造する力の育成に取り
組みます。そして、わくわくするような探究的な
学びによって、子どもたちに未来を創造的に描き、
自分たちの将来に対し具体的な夢や志をもつ力を
育んでまいります。

本校は、ʮ社会とつながる情報教育 ×情操教育 ×
市民性教育ʯを重点テーマとして、人に対する尊
敬や思いやりなどの情操面や、市民性・社会性な
どの力も合わせて資質・能力などを総合的に高め
るためのカリキュラムを編成しています。
下図は、本校における各教科等の単元・授業の展

開に対する基本的な考え方です。横軸にはʮ現実的・
具体的な文脈で情報を活用ʯしてʮ問題解決ʯする
ための各過程を、縦軸にはʮ自主的・自律的にʯʮ対
話を通してʯ行うʮ情報活用ʯの段階を、それぞれ
設定しています。そして、ʮ問題解決ʯとʮ情報活用ʯ
に共通する具体的な手立てとして、ʮテクノロジー
活用ʯʮ見方・考え方を働かせた思考ʯʮ基本的なス
キルʯʮ合理的・倫理的にテクノロジーを活用する
考え方や行動ʯの４点を重点化しています。
この考え方を基に、SDGs を軸とした教科横断

での単元・授業を展開。地域のスーパーと協働し、
食品売り場にエシカルを促すポップやちらしの設
置や説明会を開いたり、ルワンダから購入した手
織りの布で、自分たちでさまざまな小物を作成・
販売して、売り上げをルワンダに寄付したりしま
した。
こうした活動の企画立案・運営・結果報告などの

際には、児童は積極的に思考スキル・日本語の論
理力・プログラミング的思考を意識するようにな
りました。特に情報を整理・分析する際には、他
者と意見を共有し、多面的な見方・考え方を働かせ、
より深い思考につなげる様子が見受けられました。
さらに、相手の特性や状況を意識・配慮した対話・
発信をするようにもなりました。 　　
このように、自らの視点や考えが、家族や地域

のかたがた、実際には会ったことのない人たちの
糧・力につながり、自らを社会の一員であると実
感できることが、児童にとって、必ず価値ある経験・
学習になると信じています。
※本年度、日本教育工学協会ʮ学校情報化先進校（情報教育）ʯ
　として表彰されました。

ɹɹɹ ߍɹߍখֶࢁݪཱࢢҭҕһձҹڭࢢ·͍ͨ͞ দຊɹത

教科等横断的な視点での情報
活用能力の育成

企業へのビジネス提案を取
り入れた探究学習プログラ
ム「さいたまエンジン」
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原山小学校　単元&授業デザイン・フレーム原山小学校　単元&授業デザイン・フレーム 「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実

問題解決（横軸）の各過程で、
効果的に情報活用（縦軸）をする
問題解決（横軸）の各過程で、
効果的に情報活用（縦軸）をする

情報収集情報収集

★現実的・具体的な文脈で情報を活用する★★現実的・具体的な文脈で情報を活用する★

自
主
的
・
自
律
的
に

自
主
的
・
自
律
的
に

対
話
を
通
し
て

対
話
を
通
し
て

情報の
整理・分析等
情報の
整理・分析等

まとめ・表現まとめ・表現

個別・協働の視点で個別・協働の視点で

問題の発見問題の発見

効果的・効率的な問題解決につながるテクノロジーの活用効果的・効率的な問題解決につながるテクノロジーの活用
①検索・収集①検索・収集 ②アーカイブ・再利用②アーカイブ・再利用 ③共有・共同・コミュニケーション③共有・共同・コミュニケーション
④整理・分析④整理・分析 ⑤表現・創造・発信⑤表現・創造・発信 ⑥評価⑥評価

情報に関する見方・考え方を働かせた思考情報に関する見方・考え方を働かせた思考

テクノロジーの知識や操作、統計の基本的なスキルテクノロジーの知識や操作、統計の基本的なスキル

①思考スキル①思考スキル ②日本語の論理②日本語の論理 ③プログラミング的思考③プログラミング的思考

合理的・倫理的にテクノロジーを活用する考え方や行動合理的・倫理的にテクノロジーを活用する考え方や行動
デジタル・シティズンシップデジタル・シティズンシップ

問題の定義問題の定義 振り返り振り返り解決方法の探索
計画の立案
解決方法の探索
計画の立案

結果の予測
計画の実行
結果の予測
計画の実行



本校の生徒は、学習に対して真剣に取り組み、授
業も静かな雰囲気で行うことができる。また、教師
から出された課題や問題に対しても、真面目に取り
組むことができる。
しかし、自分の考えの過程を振り返ったり、どこ
で間違えたのかを追求したりして、自分の考えをよ
りよくしようとすることや、自分の考えを説明する
ことは苦手である。
また、話し合いの場で、どの考えがよいかを判断
したり発表された考えをまとめたりすることも苦手
としている。
このような現状を踏まえ、生徒に次の五つの力を
つけていくことが必要であると考えた。

①事象から課題や問題を見いだす力
②課題や問題に対し、解決方法を考える力
③ 多様な考え方や解決方法の中から、どの考え方や
解決方法がよいのかを根拠をもって判断する力
④ 自分の考えの長所や短所を判断し、より向上させ
ようとする力
⑤新たな課題や問題を発見する力

　まずは、リーディングテストを実施し、生徒の読解
力の実態を把握した。次に、すべての授業において
リーディングスキル（読解力）を高めるために、自分
の考えをもたせる場面とアウトプット（外化）させる
場面を必ず設定し、生徒の思考をʮ見える化ʯすること、
自己評価として捉えることを意識的に行ってきた。
生徒の変容としては、授業で扱う学習問題や資料
の読み取りをじっくりと行うことで、ノート、プリン
トに書く自分の考えの質が高まった。さらにアウト
プットする場面が設定されていることで、自分の考
えをよりよく書こうとする生徒が多くみられるよう
になった。リーディングテストでは読字力（漢字の
読み）、語彙力、文法力、読解力のすべての項目で得
点率が上がった。今後も、リーディングスキルを高め、
自分の考えをアウトプットさせる実践を継続してい
きたい。

思考力の育成を目ざして
～リーディングスキルをもとに自分の考えを
もたせ、アウトプットさせる授業を通して～

େࢢࡕอҭɾ༮ڭࣇҭηϯλʔɹॴ ཱɹರ

当センターでは、大阪市内の就学前施設（幼稚園・
保育所・認定こども園・地域型保育事業等約930園所）
の教職員を対象とした研修の企画・実施、カリキュ
ラムの開発支援、幼児教育・保育に関する調査・研
究などを行い、本市における幼児教育・保育の質の
向上を図っています。
研修の企画・実施のほか、主な事業としては、ʮ公
私幼保合同研究会ʯとして「特別支援教育・保育ʯʮ保
育力フォローアップʯʮ保育力ステップアップʯʮ保
育実践ʯの合計４つの研究会を設置し、年間を通し、
研究保育や検証、実践報告等を行っています。
また、ʮ保幼こ小連携・接続研究事業ʯとして、就

学前施設と小学校が共同で、就学前教育と小学校教
育の連携・接続に関わる取組を行い、研究保育や授業、
報告会等を通じて発信しています。研究の期間は２
年間で、その成果については冊子にまとめ、普及に
努めています。
次に、本市が作成したʮ就学前教育カリキュラムʯ

についてです。このカリキュラムは、子どもたちの育
ちやそれを促す環境を含めた指導者・保育者の教育的
意図をもった働きかけを明確にするとともに、知・徳・
体の視点で日々の教育・保育を捉えて、バランスよ
く総合的に育むことを重視しています。推進園所（パ
イロット園所）によるカリキュラムを活用しての実
践研究では、毎年、公立私立の幼稚園・保育所等計
８園所において、研究テーマを設定し、講師による
指導助言のもと、保育実践を行い、研究保育や実践
研究報告等を通じて活用内容を発信しています。
発達障がい児等の相談支援も行っています。私立

幼稚園及び認定こども園の職員を対象とした相談、民
間保育園等の職員を対象とした相談があります。臨
床心理士など専門的な資格をもつ相談員が施設を複
数回訪問し、施設の職員と共に課題の解決に向けた
検討に取り組んでいます。

大阪市保育・幼児教育セン
ターの取組

ɹޱɹߍɹߍத෦தֶཱࢢٶҰݩ
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　　全国各地のさまざまな取組を紹介します。



　　

大豊町は、四国山地上に位置し、北部は徳島県と
愛媛県に隣接した標高 200 ｍから 1,400 ｍの山岳地
帯で、中央には吉野川が流れています。人口は約
3,200 人、そのうち 65 歳以上の高齢者が約 56％を
占める高齢化率の高い町です。
本校は、令和 4年４月におおとよ小学校と大豊
町中学校が１校となり、新たに大豊学園（全校児
童生徒 111 名）として開校した施設一体型の義務
教育学校です。前期課程を１年生～５年生、後期
課程を６年生～９年生とする５－４制の教育課程
を編成し、学校教育目標のʮ一人一人の可能性を
伸ばし、自己と未来を創造する力を育むʯのもと
教育活動を行っています。特に後期となる６年生
から制服を着用し、50 分授業、定期試験、３学期
からの部活動などを行いギャップの解消にも取り
組んでいます。
また、隣接する大杉保育所とも連携しながら、保
学一貫の取組を進めています。
特色ある教育課程の編成として、大きく二つを挙
げています。一つめはʮ生活科・総合的な学習の
時間ʯをʮおおとよ家ʯとし、９年間を通して、ふ
るさとである大豊町の自然、文化、歴史、地域資源、
人、生き方をʮ６つの Keywordsʯとして設定し、
各教科で身につけた知識・技能を教科横断的に活
用しながら課題発見・探究的解決学習に取り組ん
でいます。二つめは、１年生から９年生までの英
語カリキュラム（１・２年生の英語活動、３・４
年生の外国語活動、５・６年生の外国語科、そし
て７・８・９年生のいわゆる中学校英語）により、
９年間の学びの接続を意識した英語教育に取り組
んでいます。
開校して間もない学校でさまざまな課題が山積し
ていますが、地域を大切にしながら地域と共に新
たな教育に挑戦していきたいと思っています。

本校では、｢みそあじ（身なり・掃除・あいさつ・
時間）｣ の徹底に取り組んでいます。その中でも、
｢あいさつ｣ のさらなるレベルUPを目ざし、生徒
会が主体となって実践した秋休みのリーダー研修
会 ｢虹色に輝く神原中プロジェクト～『あいさつ』
から始まる取組～｣ を紹介します。
リーダー研修会は６つの異年齢集団を作り以下

の流れで行いました。〈研修Ⅰ〉｢学級でも使えるコ
ミュ力UPチャレンジ｣、〈研修ᶘ〉校長講話の ｢神原
中のリーダーに期待すること（あいさつのレベル
UP）｣ を受けて、〈研修ᶙ〉｢虹色に輝く神原中プロ
ジェクト ～『あいさつ』から始まる取組～｣ では、
めあてを ｢あいさつの価値や必要性について考え
よう｣ として、CIS 教育研究所の酒元謙二氏による
講話とWSを行いました。
流れは① ｢あいさつの三つの形｣ を実演し合い、

班で感想交流。②ペアで三つの形のあいさつを実
演しよい事例を全体で共有。③班でよいあいさつ
について考えて発表。④よいあいさつの魅力・価
値・可能性についての講話という流れです。〈研修
Ⅳ〉では、めあて ｢神原中の『あいさつスローガン』
を考えよう｣ と題して、班ごとに ｢あいさつ｣ に
続くつなぎ言葉を出し合いました。
各班から出たつなぎ言葉は、２学期に全校生徒

が投票した結果、｢あいさつは心をつなぐ第一歩｣
に決定し、生徒玄関に大きく掲示しました。
4月当初は、毎朝の正門前でのあいさつ運動で目

を合わせることもできなかった生徒が多くいまし
たが、今では、笑顔でハイタッチをしながらあい
さつができるようになり、大きな変容がみられま
す。
リーダー研修会を境に、あいさつを日常的に意

識しながら、いつでも・どこでも・誰とでも ｢相
手が気持ちよくなるあいさつ｣ が学校中に広がっ
ています。
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大豊に新たな歴史を刻む虹色に輝く神原中プロジェクト
～「あいさつ」から始まる取組～
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       子どもと美術館［連載第 1回］
̶半世紀前アメリカの美術館で見た衝撃̶
       子どもと美術館［連載第 1回］
̶半世紀前アメリカの美術館で見た衝撃̶̶半世紀前アメリカの美術館で見た衝撃̶

評
し
、
松
尾
芭
蕉
は
そ
の
後
鳥
羽
院
の
言
を
雅

語
で
な
く
俗
語
を
用
い
る
俳
諧
で
表
そ
う
と
し

ま
し
た
。
俳
句
を
愛
す
る
漱
石
先
生
が
「
俳
句

的
小
説
」
と
し
た
『
草
枕
』
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」

の
意
も
そ
れ
に
近
し
く
感
じ
て
い
ま
す
。

最
終
回
は
「
世
界
的
ピ
ア
ニ
ス
ト
、
グ
レ
ン
・

グ
ー
ル
ド
と
草
枕
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で
す
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　　　　洋画家 寺久保文
ふみ

宣
のり

『
草
枕
』
の
主
人
公
は
洋
画
家
で
年
�0
歳
、
前

回
に
挙
げ
た
「
智
に
働
け
ば
角
が
立
つ
…
…
」

の
有
名
な
冒
頭
部
は
主
人
公
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
で

す
。
主
人
公
の
名
前
は
明
か
さ
れ
ず
最
後
ま
で

「
余よ

」
で
す
。「
余
」
は
田
舎
旅
の
中
で
出
会
っ

た
女
性
を
モ
デ
ル
に
『
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
』
の
日

本
版
を
描
く
こ
と
を
構
想
し
ま
す
。
彼
女
は
西

洋
風
と
日
本
風
が
混
ざ
る
容
姿
端
麗
に
て
勝
気

で
機
知
に
富
む
物
お
じ
し
な
い
性
格
の
い
わ
ば

当
時
の
現
代
的
な
女
性
で
し
た
。
し
か
し
「
余
」

は
絵
の
構
想
を
完
成
さ
せ
る
に
は
彼
女
の
表
情

に
何
か
重
要
な
一
点
が
足
ら
ぬ
こ
と
を
感
じ
て

お
り
、
そ
れ
は
「
も
の
の
あ
わ
れ
」
で
し
た
。

物
語
の
終
わ
り
に
「
余
」
は
彼
女
の
表
情
に
「
も

の
の
あ
は
れ
」
が
宿
る
の
を
初
め
て
見
て
、
絵

の
構
想
を
完
成
さ
せ
ま
す
。
漱
石
先
生
は
、
西

洋
東
洋
の
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
論
に
私
論
を
加
え

重
層
的
に
構
成
し
た
草
枕
美
学
曼
荼
羅
の
中
心

に
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
美
を
置
い
て
『
草
枕
』

を
結
び
ま
し
た
。

「
あ
は
れ
」
の
語
が
見
え
る
最
古
の
例
は
『
古こ

語ご

拾
し
ゆ
う

遺い

』
で
す
。
平
安
最
初
期
の
書
で
平
城

天
皇
の
命
で
忌い

ん

部べ
の

廣ひ
ろ

成な
り

が
著
し
ま
し
た
。
平
城

天
皇
は
平
安
遷
都
の
桓
武
天
皇
の
次
の
天
皇
で
、

京
都
を
嫌
い
奈
良
を
慕
い
奈
良
に
戻
り
た
か
っ

た
の
で
平
城
の
お
く
り
名
が
つ
き
ま
し
た
。
忌

部
氏
は
太
古
か
ら
朝
廷
の
祭
器
を
造
る
有
力
氏

族
で
し
た
が
藤
原
氏
に
政
治
実
権
を
奪
わ
れ
没

落
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
廣
成
が
平
城
天
皇
に

「
ホ
ン
ト
の
歴
史
を
記
せ
」
と
言
わ
れ
、
老
年
に

鞭
打
っ
て
執
筆
し
た
の
が
本
書
で
す
。

本
書
の
天
岩
戸
の
場
面
、
芸
能
芸
術
の
祖
神

と
さ
れ
る
天あ

め
の

鈿う
ず

女め

が
踊
り
寿
ぎ
祝
い
歌
っ
た
歌

が
「
あ
は
れ

あ
な
お
も
し
ろ

あ
な
た
の
し

あ
な
さ
や
け

お
け
」
で
す
。
こ
の
歌
は
古
事

記
と
日
本
書
記
に
は
無
く
『
古
語
拾
遺
』
に
の

み
出
て
き
ま
す
。「
あ
は
れ
」
は
天あ

っ

晴ぱ
れ

、「
あ
な
」

は
感
嘆
詞
、「
お
も
し
ろ
」
は
神
々
の
顔
が
光
で

白
く
輝
く
さ
ま
、「
た
の
し
」
は
喜
び
手
を
伸
ば

す
さ
ま
が
転
じ
て
楽
し
、「
さ
や
け
」
は
草
木
も

さ
や
け
る
、「
お
け
」
は
感
嘆
詞
、
ま
さ
に
歌
全

体
で
「
あ
は
れ
」
の
意
味
を
示
し
て
い
ま
す
。

天
の
岩
戸
が
開
き
、
真
っ
暗
闇
だ
っ
た
世
界
が

め
で
た
く
も
再
び
輝
き
出
し
た
時
の
感
動
の
歌

で
す
。
く
だ
け
て
超
訳
す
れ
ば
「
あ
あ
っ
…
！

あ
あ
お
も
し
ろ
い
、
あ
あ
楽
し
い
、
み
ん
な
元

気
だ
、
ワ
ッ
シ
ョ
イ
ワ
ッ
シ
ョ
イ
」
と
で
も
な

る
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、
こ
の
喜
び
寿
ぐ
「
あ
は
れ
」
は
仏

教
伝
来
か
ら
哀
調
を
帯
び
た
「
哀
れ
」
と
な
り
、

戦
国
時
代
に
は
再
び
「
あ
っ
ぱ
れ
」、
そ
し
て
江

戸
時
代
に
は
本
居
宣
長
が
源
氏
物
語
か
ら
「
も

の
の
あ
は
れ
」
を
本
邦
精
神
の
「
核
」
と
し
て

抽
出
し
ま
し
た
。
古
人
達
は
、
何
に
ど
ん
な
こ

と
に
ど
ん
な
ふ
う
に
「
あ
は
れ
＝
感
動
」
を
感

じ
そ
れ
を
表
わ
す
か
に
、
人
の
中
の
人
た
る
道

を
示
し
て
き
た
よ
う
で
す
。

さ
て
、
後
鳥
羽
上
皇
は
、
藤
原
俊
成
と
西
行

を
最
高
の
歌
詠
み
と
称
え
、
彼
ら
の
歌
を
「
ま

こ
と
あ
り
て
、
し
か
も
悲
し
び
を
そ
ふ
る
」
と

『草枕』脱線雑談❷
あはれ、はつまり感動
【連載第2回】（全3回）

’01、
’05

’06、
’10、
’14、
’20

˛ΦフΟʔϦΞ
ɿδϣン・ΤϰΝϨット・ϛϨʔ（1829ऀ࡞ ～ 1896）
ॴଂɿςʔト・ϒϦςン、ロンドン
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ʹԉࢧཱࣗ͘͵Λੜ͖ࠔ
͚ͯ

東京学芸大学・こどもの学び
困難支援センター 専門研究員

　　　重
しげ

丸
まる

紗
さ

弓
ゆみ

౦ֶܳژ大ֶ͜Ͳͷֶͼࠔࢧԉηϯλʔ
Ͱɺශࠔɺٮɺෆొߍͱ͍͏ݱͷࣾձɾ
ҭ՝ʹରԠͨ̏ͭ͠ͷϓϩδΣΫτΛཱͪڭ
্͛ɺʮֶͼΛ拓͘ʯΛΩʔϫʔυʹ࣮ફڀݚ
ʹऔΓんͰ͍·͢ɻࠓճٮڀݚϑΟʔϧ
υͷऔΛ͝հ͠·͢ɻ

ʯΛ࣠ʹɺ大ٮϑΟʔϧυͰʮڀݚٮ
ͷࢢࡕ /10 ๏ਓΈɾΒ͍ͣ̎ͱڠಇͯ͠ɺٮ
ʹΑͬͯ͜ىΓ͏ΔӨڹɺ͜Ͳͨͪͷஔ
͔Ε͍ͯΔݱঢ়ɺֶͼͷͨΊʹඞཁͳࢧԉʹͭ
Λ͍ͯ͠·͢ɻڀݚ͍ͯ

۩ମతͳϓϩδΣΫτͱͯ͠ɺඃٮݧܦͷ
͋Δ͜Ͳͷֶͼࠔͷ࣮ଶɺࢧԉͷ࣮ફΛ
ΔԽ͍ͯͨ͘͠Ίɺ͜Ͳͨͪͷʮཱࣗ͑ݟ
ͷաఔʯʹண͠ɺཱࣗͷͨΊͷֶͼʹ͍ͭͯ
ɻ͢·͍ͯͬߦΛڀݚ

͜ͷڀݚɺٮߦҝͷྨܕԽʢ̐ྨܕʣͱ
ҙຯ͚͕ͮҟͳΓɺʮͲͷΑ͏ͳٮΛड͚
͔ͨʯͰͳ͘ɺඃٮࣇͷֶͼ્͕さΕΔ
ཁҼࠔさΛΓɺʮͲͷΑ͏ͳࠔさ͕Ͱ
͍ͯΔͷ͔ʯͷΞηεϝϯτͱɺʮඃٮࣇͷ
ࢧԉΛͲͷΑ͏ʹ͍͔ͯ͘͠ʯʮͲͷΑ͏ͳࢧ
ԉ͕ඞཁͳͷ͔ʯͷࢧԉͷखཱ͕ͯ͑ݟΔΑ͏
ʹͳΔ͜ͱͰɺશࠃͷ࣮ફݱʹ͓͚ΔࢧԉΛ
खॿ͚Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ͜ͱΛతͱ͍ͯ͠·
͢ɻ

ɺཱࣗͷͨΊͷֶͼʹ͍ͭͯఆٛ͠ɺࣗࡏݱ
ཱͷঢ়ଶΛՄࢹԽ͢ΔνΣοΫϦετΛ࡞த
Ͱ͢ɻͦͯ͠དྷҎ߱ʹɺνΣοΫϦετΛ
ηϯλʔͷڀݚϑΟʔϧυͰ׆༻͠ɺ༰ͷվ
ળΛ͏ߦ༧ఆͰ͢ɻͦͷޙɺνΣοΫϦετΛ
ԉ࣮ફྫΛηϯλʔͷࢧͨ͠༺׆ )1 Ͱެ։

͠ɺશࠃͷ࣮ફݱͰࢧԉʹ༻Ͱ͖Δঢ়ଶΛ
͑ɺ࣮ફྫࣄΛΞʔΧΠϒʹੵ͍͖ͯ͠·
͢ɻさΒʹɺνΣοΫϦετͱࢧԉͷ࣮ફྫΛ
ɺͲͷΑ͏ͳޮՌ͕͋ͬͨͷ͔Λௐࠪͯ͠༺׆
͍ͯ͘͜͠ͱͰɺඃٮࣇͷࢧԉʹཱͯΔ͜
ͱΛ͟͠·͢ɻ

͜ͷνΣοΫϦετͰɺडಈతͳݧܦʢ͠
ͯΒͬͨݧܦʣ͕ओମతߦಈͷج൫ʹ͋Δͱ
ଊ͍͑ͯ·͢ɻ͜Ͳͷडಈతͳߦಈ͕ओମత
ͳߦಈҠ͍ͯ͘͠ߦաఔΛੳ͢Δ͜ͱͰɺ
ԉΛड͚Δ͜Ͳͷཱࣗͷঢ়ଶΛධՁͰ͖Δࢧ
Α͏ʹ͍͖ͯ͠·͢ɻ

·ͨɺνΣοΫϦετͷ߲ʮྉཧΛ࡞Δʯ
ʮਐֶઌΛܾΊΔʯͳͲͷ۩ମతͳߦಈঢ়ଶ
ʹམͱ͠ࠐんͩͷΛఆ͓ͯ͠Γɺ࣮ફݱ
Ͱ༻͢Δࡍʹ͜ͲͨͪͷߦಈΛνΣοΫ͢
Δ͜ͱͰʮࢧԉΛड͚Δ͜Ͳ͕ͲんͳࠔΓײ
Λ๊͍͑ͯΔͷ͔ʯ͕ՄࢹԽさΕΔΑ͏ʹ࡞
͓ͯ͠Γ·͢ɻ

ֶͼΛཱࣗͷͨΊͷֶͼͱͯ͠૯߹తʹଊ
͑ɺڭՊֶशͷखલʹ͋ΔʠͨΓલͷੜ׆ʡ
Λ͢ݧܦΔ͜ͱͷॏཁੑͱɺशಘͨ͜͠ͱΛੜ
ΔԽ͢Δ͜ͱͰɺ͑ݟੜ͔͍ͯ͘͠աఔΛʹ׆
Ͳͷ͜ͲʹֶͿػձΛఏ͠ڙɺ͜Ͳͨͪ
ͷΛαϙʔτ͍ͯ͘͜͠ͱΛҙਤ͍ͯ͠·
͢ɻ͜ͷڀݚϓϩδΣΫτʹΑͬͯɺશࠃͷٮ
Λड͚ͨ͜ͲͨͪͷࢧԉʹؔΘΔํͷʑ
ͷ͓औʹੜ͔͍͚ͯͨͩ͠ΔͷΛڞ༗Ͱ͖
ΔΑ͏ɺޙࠓͱਚྗͯ͠·͍Γ·͢ɻ

【連載第 3回】（全 3回）

͜Ͳཱ͕ࣗʹ͏͔աఔ
डಈత ओମత

ఏ͠ڙてら͏

経ݧ

୳ࡧ・ड༰త

なڥをఏڙ

͠てら͏

経ݧ

ࣗओతなߦಈ

ओମతな経ݧ
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පのࢠͲもたͪのসإのために
ʙ͋なた͕͏Ε͍͠とɺࢲも͏Ε͍͠ʙ

大
お お

野
の

寿
ひ さ

子
こ

さん

ほ・っ・と・な・出・会・い
メイク・ア・ウィッシュ　オブ　ジャパン
理事

他
に
類
を
見
な
い
ア
リ
通
販
サ
イ
ト
を
運
営

僕
が
代
表
を
務
め
る
ア
リ
専
門
通
販
サ
イ
ト
「
ア

ン
ト
ル
ー
ム
」で
は
、ア
リ
を
観
察
で
き
る
飼
育
キ
ッ

ト
「
蟻
マ
シ
ー
ン
」
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
ア
リ

を
販
売
し
て
い
ま
す
。

サ
イ
ト
を
始
め
て
数
年
は
お
客
さ
ん
も
お
ら
ず
、

売
り
上
げ
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
、
ペ
ッ
ト

シ
ョ
ッ
プ
で
働
き
な
が
ら
副
業
の
よ
う
に
や
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
で
も
ブ
ロ
グ
で
自
分
の
好
き
な
ア
リ

を
紹
介
す
る
な
ど
地
道
な
活
動
を
続
け
た
結
果
、
ア

リ
飼
育
が
徐
々
に
広
ま
り
、
今
は
数
え
切
れ
な
い
ほ

ど
多
く
の
人
が
ペ
ッ
ト
と
し
て
ア
リ
を
飼
っ
て
い
ま

す
。
ペ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
は
1�
年
前
に
退
職
し
、
今
は

ア
リ
一
本
で
生
活
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
の
頃
か
ら
生
き
物
が
大
好
き

僕
は
本
当
に
小
さ
い
頃
か
ら
や
っ
て
い
る
こ
と
が

今
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
く
て
、
２
・
３
歳
頃
か
ら

自
分
の
好
き
な
生
き
物
を
ひ
た
す
ら
見
て
、
飼
い
続

け
て
き
ま
し
た
。
小
学
校
１
・
２
年
の
と
き
の
先
生

は
「
虫
の
こ
と
は
島
田
君
に
聞
こ
う
」
と
僕
が
虫
好

き
な
こ
と
を
応
援
し
て
く
れ
て
、
学
校
に
居
場
所
を

作
っ
て
も
ら
え
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
５
・
６

年
生
の
と
き
の
先
生
は
僕
を
生
き
物
係
に
し
て
く
れ

て
、
教
室
の
一

角
に
何
で
も
好

き
な
生
き
物
を

飼
っ
て
い
い
ス

ペ
ー
ス
を
作
っ

て
く
だ
さ
っ
た

の
で
、
虫
か
ご

を
並
べ
て
、
近

所
で
捕
ま
え
て

き
た
虫
や
爬
虫

類
を
飼
っ
て
い

ま
し
た
ね
。

小
学
校
高
学

年
に
な
る
と
虫
が
好
き
な
友
だ
ち
が
徐
々
に
減
っ
て

く
る
ん
で
す
。
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
み
ん
な
虫
か

ら
離
れ
て
い
く
の
が
す
ご
く
不
思
議
で
し
た
。
僕
は

中
学
生
に
な
っ
て
一
人
で
電
車
に
乗
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、
よ
く
高
尾
山
に
通
い
ま
し
た
。
家
の
近
所
に

は
い
な
い
よ
う
な
生
き
物
が
た
く
さ
ん
い
る
の
で
、

そ
こ
で
ま
た
新
し
い
虫
に
出
会
っ
た
り
し
て
、
行
動

範
囲
が
広
が
る
に
つ
れ
て
虫
へ
の
興
味
の
幅
も
広

が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

ア
リ
の
社
会
性
に
衝
撃
を
受
け
た

中
学
３
年
の
と
き
に
た
ま
た
ま
山
で
女
王
ア
リ
を

見
つ
け
て
、
家
に
持
ち
帰
っ
て
観
察
し
て
い
た
ら
卵

を
産
ん
だ
ん
で
す
よ
。そ
こ
か
ら
幼
虫
が
ふ
化
し
て
、

子
育
て
を
し
て
、
働
き
ア
リ
が
羽
化
し
て
。
そ
れ
を

自
分
の
目
で
見
た
と
き
に
も
の
す
ご
い
衝
撃
を
受
け

ま
し
た
。
ア
リ
が
子
育
て
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
知

識
と
し
て
知
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
実
際
見

た
と
き
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
当
た
り
前
に
見
て
き
た

小
さ
な
虫
が
高
度
に
社
会
的
な
生
活
を
営
ん
で
い
る

こ
と
に
本
当
に
感
動
し
た
ん
で
す
。
そ
こ
か
ら
ア
リ

に
興
味
を
も
ち
始
め
て
、
の
め
り
込
ん
で
い
き
ま
し

た
。ア

リ
飼
育
自
体
が
ま
だ
歴
史
が
浅
く
、
彼
ら
が
巣

の
中
で
何
を
や
っ
て
い
る
か
、
ま
だ
全
然
わ
か
っ
て

い
な
い
ん
で
す
よ
。
自
宅
で
飼
育
し
て
観
察
し
て
い

る
だ
け
で
、
も
し
か
し
た
ら
世
界
で
誰
も
知
ら
な

か
っ
た
よ
う
な
大
発
見
が
で
き
る
可
能
性
も
あ
り
ま

す
。
そ
れ
も
お
も
し
ろ
く
て
、
も
う
何
時
間
で
も
巣

の
中
を
見
て
い
ら
れ
ま
す
。

自
分
が
好
き
な
も
の
に
自
信
を
も
っ
て

ナ
メ
ク
ジ
や
ヒ
ル
や
ゴ
キ
ブ
リ
な
ど
一
般
に
嫌
わ

れ
る
よ
う
な
虫
を
好
き
だ
っ
た
時
期
も
あ
り
、
か
わ

い
い
な
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
友
だ
ち
に
は
全

く
理
解
さ
れ
な
く
て
。
高
校
生
に
な
っ
て
ペ
ッ
ト

シ
ョ
ッ
プ
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
始
め
た
と
き
、
店
長
さ

ん
が
「
何
で
も
好
き
な
も
の
を
置
い
て
い
い
よ
」
と

展
示
ス
ペ
ー
ス
を
作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、
僕
の

好
き
な
そ
う
い
う
生
き
物
を
い
っ
ぱ
い
並
べ
た
ら
、

興
味
を
も
っ
て
話
を
聞
い
て
く
れ
て
、「
意
外
と
お

も
し
ろ
い
ね
」「
か
わ
い
い
ん
だ
ね
」
と
共
感
し
て

く
れ
る
お
客
さ
ん
が
た
く
さ
ん
現
れ
た
ん
で
す
。
そ

の
と
き
、
自
分
が
「
い
い
な
」
と
思
っ
た
気
持
ち
に

自
信
を
も
っ
て
い
い
ん
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。「
好

き
」
と
い
う
気
持
ち
は
他
の
人
に
も
伝
わ
る
ん
だ
と

初
め
て
気
が
つ
い
た
の
で
す
。

た
と
え
周
り
に
共
感
し
て
く
れ
る
人
が
誰
も
い
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
子
ど
も
た
ち
に
は
自
分
が
好
き

に
な
っ
た
気
持
ち
に
自
信
を
も
っ
て
も
ら
い
た
い
で

す
ね
。

ア
リ
を
通
し
て
見
え
て
く
る
世
界

ア
リ
は
日
本
だ
け
で
約
�
0
0
種
類
、
世
界
に

は
1
万
5
千
種
類
ほ
ど
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
生
息
場
所
が
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
絶
滅
危
惧
種
に

指
定
さ
れ
て
い
る
ア
リ
も
い
ま
す
。

今
の
子
ど
も
た
ち
は
自
然
や
虫
に
接
す
る
機
会
が

減
っ
て
い
ま
す
が
、
ア
リ
な
ら
家
を
一
歩
出
れ
ば
そ

こ
ら
中
に
い
ま
す
し
、
東
京
の
町
な
か
の
公
園
で
す

ら
45
種
類
も
の
ア
リ
を
確
認
で
き
て
、
全
く
違
う
場

所
に
来
た
よ
う
な
感
覚
に
な
り
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
に
は
身
近
に
暮
ら
し
て
い
る
ア
リ
を

き
っ
か
け
に
自
然
に
興
味
を
も
っ
て
も
ら
っ
て
、
虫

た
ち
が
暮
ら
す
環
境
を
大
事
に
す
る
気
持
ち
が
芽
ば

え
て
く
れ
た
ら
う
れ
し
い
で
す
ね
。

島
田
拓
（
し
ま
だ

た
く
）

1
9
8
1
年
生
ま
れ
、
東
京
都
出
身
。
ペ
ッ
ト
シ
ョ
ッ

プ
で
の
ア
ル
バ
イ
ト
に
没
頭
す
る
あ
ま
り
高
校
を
中
退
。

2
0
0
1
年
か
ら
ア
リ
の
専
門
通
販
サ
イ
ト「
ア
ン
ト
ル
ー

ム
」
を
運
営
。
昆
虫
写
真
家
と
し
て
も
知
ら
れ
、
多
く
の

昆
虫
図
鑑
や
写
真
集
、
研
究
論
文
に
掲
載
さ
れ
る
。
活
動

の
様
子
は
「
情
熱
大
陸
」
や
「
ク
レ
イ
ジ
ー
ジ
ャ
ー
ニ
ー
」

な
ど
テ
レ
ビ
番
組
で
も
紹
介
さ
れ
る
。
著
書
に
『
ア
リ
と

く
ら
す
む
し
』『
ぜ
ん
ぶ
わ
か
る
！
ア
リ
』（
ポ
プ
ラ
社
）

な
ど
。

前号について寄せられたご感想です。

わたしたちをとりまく自然や社会は、科学技術の進展
や国際化、情報化、高齢化などによって、今、大きく変
わろうとしています。このような社会の変化の中で、人
間や地球上のあらゆる命がのびのびと生きていくために
は、人や自然を大切にしながら、共に生きていこうとす
る優しく大きな心をもつことが求められています。
わたしたちは、この理念を「地球となかよし」という
コンセプトワードに込め、社会のさまざまな場面で人間
の成長に貢献していきます。
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Ξリを௨ͯۙ͠なࣗવに
をよ͍ͤͯࢥ 島田　拓さん

ほ・っ・と・な・出・会・い

アリ探求家

◆教育NOW②。教師の関わりが、PDCAサイクルからOODAを回すイメージが子どもの個別
化から子ども同士の関わりへつながっていることが理解できました。時代の変化に敏感に対応で
きる教育界であってほしいと思いました。（千葉県Y.H）
◆福島県西会津町の取り組みに感服しました。歴史ある町の特色を生かしつつ、町をあげての新
時代に対応した「学びの保障」と人材の育成は、教育行政のモデルとなり得るものだと思います。
（青森県S.K）
◆第 20回地球となかよしメッセージ。子どもたちの絵がすばらしいのはもちろん、考えもとて
もすばらしく、大人の私たちがしっかりしなければと考えさせられました。（北海道Y.D）

前号について寄せられたご感想です。

わたしたちをとりまく自然や社会は、科学技術の進展
や国際化、情報化、高齢化などによって、今、大きく変
わろうとしています。このような社会の変化の中で、人
間や地球上のあらゆる命がのびのびと生きていくために
は、人や自然を大切にしながら、共に生きていこうとす
る優しく大きな心をもつことが求められています。
わたしたちは、この理念を「地球となかよし」という
コンセプトワードに込め、社会のさまざまな場面で人間
の成長に貢献していきます。

なかよし宣言
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