
　
　　

ご
承
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
今
回
の
学

習
指
導
要
領
改
訂
で
は
、
道
徳
を
「
特
別
の
教

科
」と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
特

別
」
と
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
概
念
で
す
が
、

い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
れ
は
、「
こ
れ
か
ら
は
道
徳
も
教
科
と
す

る
よ
。
で
も
、
従
来
の
教
科
と
は
一
線
を
画
す

る
よ
」
と
い
う
こ
と
で
、
具
体
的
に
は
、
次
の

三
点
が
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

・�

文
科
省
検
定
教
科
書
を
使
用
し
ま
す
。

・�

問
題
解
決
や
体
験
的
な
学
習
な
ど
も
取
り
入

れ
、「
考
え
、
議
論
す
る
」
道
徳
教
育
を
目

指
し
ま
す
。

・�
学
習
の
理
解
度
や
達
成
度
を
数
字
な
ど
で
示

す
の
で
は
な
く
、
文
章
で
記
し
ま
す
。

　「
道
徳
を
教
科
に
」
と
い
う
声
は
、
以
前
か

ら
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
わ
た
し
は
、
そ
れ
に

疑
問
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。な
ぜ
か
と
い
う
と
、

「
道
徳
的
価
値
を
教
え
込
む
傾
向
が
強
ま
ら
な

い
か
」「
心
の
あ
り
よ
う
を
数
値
的
に
示
す
こ

第
　
十
八
　
回

道
徳
の
授
業
で
で
き
る

「
特
別
な
こ
と
」

文｜ toshi
イラスト｜秋野 純子

と
に
な
ら
な
い
か
」
そ
の
二
点
を
心
配
し
た
か

ら
で
す
。
し
か
し
他
の
教
科
と
異
な
り
、「
特

別
の
教
科
」
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
心
配
は
払

拭
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
望
ま
し
い
道
徳
の
授
業
を

実
践
す
る
上
で
、
今
後
わ
た
し
た
ち
が
努
力
す

べ
き
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
主
体
的
に
学
ぶ
姿
勢
を
尊
重
し

　

多
様
性
を
認
め
る
授
業
づ
く
り
を

　
従
来
の
道
徳
授
業
は
、
主
に
教
師
の
発
問
と

子
ど
も
の
発
言
と
で
展
開
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

画
一
化
さ
れ
た
道
徳
的
価
値
の
も
と
で
の
一
問

一
答
式
に
よ
る
授
業
は
、「
こ
う
あ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
指
導
に
傾
き
、
教
師
の
ね
ら

い
が
色
濃
く
に
じ
み
出
る
も
の
に
な
っ
て
い
た

と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
授
業
で
は
模
範
的

な
こ
と
を
言
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
日
常
生
活

で
の
実
践
と
結
び
つ
か
な
い
き
ら
い
が
あ
り
ま

し
た
。

　
今
回
の
改
訂
で
は
「
考
え
、
議
論
す
る
」
道

徳
を
目
指
し
ま
す
が
、
大
切
な
の
は
教
師
主
導

で
な
く
、
子
ど
も
が
主
体
的
に
学
ぶ
姿
勢
を
養

う
こ
と
で
す
。

　
一
つ
の
例
と
し
て
、「
友
情
・
信
頼
」
の
授

業
で
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
友
達
が
大
事
な
物
を
忘
れ
て
登
校
し
た
と

き
、
や
さ
し
く
貸
し
て
あ
げ
る
の
が
友
情
で
し

ょ
う
か
。
い
や
、
友
達
が
忘
れ
な
く
な
る
こ
と

を
願
い
、
あ
え
て
厳
し
く
貸
さ
な
い
の
が
友
情
※道徳の評価は、あくまで道徳科の学習の中での学習活動にもとづいて行うとされています。
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し
合
っ
て
い
る
の
か
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
、
話
し
合
い

を
方
向
づ
け
て
わ
か
り
や
す
く
し
た
り
、
対
立

す
る
考
え
を
浮
き
彫
り
に
し
た
り
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
学
習
を
深
め
る
上
で

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
子
を
賞
賛
し
、
そ
の

輪
を
広
げ
る
こ
と
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　
そ
し
て
、「
友
情
の
示
し
方
は
い
ろ
い
ろ
あ

る
。
で
も
、
友
達
を
思
う
心
は
一
つ
だ
。
自
分

は
ど
の
考
え
に
近
い
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
見
方

が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。
つ
ま
り
多
様
性
を

大
切
に
す
る
の
で
す
。

○
子
ど
も
の
成
長
を
と
ら
え

　

心
を
育
む
評
価
を
目
指
し
た
い

　
次
に
、
評
価
を
文
章
で
記
す
点
に
ふ
れ
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
お
よ
そ
、
授
業
を
す
れ
ば
評
価
は
つ
き
も
の

で
し
ょ
う
。
子
ど
も
が
自
信
を
も
っ
た
り
、
自

己
認
識
を
豊
か
に
し
た
り
す
る
上
で
重
要
だ
か

ら
で
す
。

　
私
は
担
任
の
時
、「
子
ど
も
の
成
長
に
役
立

つ
」
と
判
断
し
た
ら
、
通
知
表
に
道
徳
の
内
容

も
記
載
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
例
示
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

・�

休
み
時
間
お
友
達
と
楽
し
そ
う
に
話
し
て
い

た
時
、「
う
わ
あ
。
Ａ
ち
ゃ
ん
が
し
た
こ
と
は
、

こ
の
前
、
道
徳
で
学
習
し
た
く
ま
さ
ん
と
同

じ
だ
ね
。
す
ご
い
じ
ゃ
ん
」
と
い
う
Ｂ
さ
ん

の
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
う
れ
し
か
っ

で
し
ょ
う
か
。

　
自
由
な
話
し
合
い
で
は
、「
仲
が
い
い
か
ど

う
か
に
よ
る
」と
か
、「
た
ま
た
ま
忘
れ
る
子
と
、

い
つ
も
忘
れ
る
子
と
で
は
違
う
」
と
か
、「
忘

れ
た
物
に
も
よ
る
」
と
か
、
多
様
な
意
見
が
出

て
く
る
で
し
ょ
う
。

　
そ
ん
な
中
で
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
考
え
込

ん
だ
り
判
断
に
迷
っ
た
り
、
か
つ
て
の
自
分
自

身
の
体
験
を
思
い
浮
か
べ
た
り
す
る
子
も
出
て

く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
友
達

の
様
々
な
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、
葛
藤
す
る
子

も
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、「
貸
す
、
貸
さ
な
い
」
の
や
り
取
り

を
乗
り
越
え
、「
貸
さ
な
い
に
し
て
も
、
友
達
を

思
い
や
り
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
で
な
く
や
さ
し
い

言
葉
か
け
が
必
要
だ
」
と
い
う
よ
う
な
、
よ
り

高
い
価
値
判
断
も
生
ま
れ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
過
程
で
は
、「
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
も

無
理
で
は
な
い
か
」
と
本
音
で
語
っ
た
り
、「
自

分
は
で
き
な
か
っ
た
」
と
反
省
の
弁
を
述
べ
た

り
す
る
子
も
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
学
習
で
は
、
み
ん
な
の
考
え
が
交

流
し
合
っ
て
考
え
が
温
め
ら
れ
た
り
、
互
い
の

意
見
が
せ
め
ぎ
合
い
、
議
論
を
呼
ん
だ
り
す
る

こ
と
も
、
大
切
な
ね
ら
い
の
一
つ
に
な
る
と
思

い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
授
業
に
お
け
る
教

師
の
役
割
は
何
で
し
ょ
う
。
い
く
ら
自
由
闊
達

な
話
し
合
い
と
い
っ
て
も
、
完
全
に
子
ど
も
任

せ
に
し
た
ら
、
話
し
合
い
が
混
と
ん
と
し
た
り

同
じ
こ
と
が
蒸
し
返
さ
れ
た
り
し
て
、
何
を
話

た
で
す
。

・�

み
ん
な
の
前
で
頬
を
紅
潮
さ
せ
、
勇
気
を
も

っ
て
発
言
し
ま
し
た
。
自
分
の
よ
く
な
い
こ

と
で
も
し
っ
か
り
話
す
態
度
に
、
心
打
た
れ

ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
生
活
ぶ
り
は
一
変
し

て
い
ま
す
。

・�

道
徳
の
時
間
に
「
今
戦
争
は
な
い
け
れ
ど
、

交
通
事
故
な
ど
で
傷
つ
く
人
は
い
る
か
ら
、

そ
う
い
う
人
を
助
け
、
心
を
い
や
し
て
あ
げ

ら
れ
る
人
に
な
り
た
い
」
と
発
言
し
ま
し
た
。

も
と
も
と
や
さ
し
い
Ｃ
さ
ん
で
す
が
、
そ
の

思
い
を
さ
ら
に
強
め
た
よ
う
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
私
は
ど
の
子
ど
も
に
対
し
て

も
、
そ
の
子
な
り
の
成
長
を
と
ら
え
、
少
し
で

も
伸
び
よ
う
と
す
る
心
を
育
む
よ
う
な
文
章
表

記
を
心
が
け
ま
し
た
。「
教
師
に
言
わ
れ
た
か
ら
」

で
は
な
く
、「
自
ら
主
体
的
に
」
道
徳
的
価
値

を
追
求
す
る
子
ど
も
を
育
て
た
い
も
の
で
す
。

　
最
後
に
、
道
徳
は
、
子
ど
も
た
ち
の
人
間
関

係
を
豊
か
に
し
ま
す
。
ま
た
、
豊
か
な
人
間
関

係
が
さ
ら
に
活
発
な
議
論
を
呼
ぶ
こ
と
に
つ
な

が
り
ま
す
。

　
新
指
導
要
領
の
下
、
そ
う
し
た
授
業
を
期
待

し
ま
す
。

子どもと動き回れる。子どもと感覚がぴったり合う。
それは子どもたちにとって最大の魅力。

「さあ！ その若さという武器を最大限発揮しよう」
toshi 先生から新米先生へのエールです。

＜ toshi 先生プロフィール＞
子どもたちと存分に遊んだ新任時代。日々子どもたちの思考の筋道を大切にし、授業で子どもをどう生かすかを考える一方で、
学級経営や児童理解のあり方に頭を悩ませた修行時代。子ども第一の学校経営を考えてきた校長時代。35 年の教員生活を経て、
現在は小学校の初任者指導にあたっている。「ある退職校長の想い」「小学校初任者のブログ」を執筆中。

※今回のテーマについての詳しい内容はブログに掲載しています。⇨ http://blog.livedoor.jp/rve83253/、http://blog,livedoor.jp/rve83252/
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