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子どもの「〇〇したい」を
　　　　　引き出す工夫を

愛知教育大学
学長　野田　敦敬　氏

教
育
随
想

　

令
和
二
年
四
月
一
日
よ
り
、
国
立
大
学

法
人
愛
知
教
育
大
学
の
第
十
三
代
学
長
に

就
任
し
ま
し
た
。
岡
崎
市
の
学
校
と
は
、

平
成
九
年
四
月
の
大
学
着
任
以
来
、
長
年

に
渡
り
、
一
緒
に
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

さ
て
、
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
四
月

末
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
防
止
対
策
で
大
変
な
時
期
で
し
た
。
こ

れ
ま
で
先
生
方
は
、
子
ど
も
を
元
気
に
学

校
に
登
校
さ
せ
、
み
ん
な
で
楽
し
く
学
習

で
き
る
環
境
づ
く
り
に
努
め
て
い
ら
し
た

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
ど
う
学
校
以
外

で
の
学
習
を
促
進
す
る
か
を
検
討
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
学
校
教

育
の
在
り
方
を
問
う
機
会
に
な
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
学
校
教
育
は
、
集
団
で
学

ぶ
場
で
あ
り
、
対
面
で
直
接
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
は
、
子
ど
も
の

発
達
の
上
で
は
、
社
会
性
・
協
調
性
等
を

育
む
極
め
て
重
要
な
機
会
に
な
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ

の
状
況
下
に
お
い
て
遠
隔
授
業
が
注
目
さ

れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
教
室
で
の
授
業
に
せ
よ
、
遠
隔

授
業
に
せ
よ
、
い
か
に
子
ど
も
主
体
の
授

業
を
展
開
で
き
る
か
が
鍵
だ
と
思
い
ま

す
。
今
次
教
育
課
程
改
訂
の
キ
ー
ワ
ー
ド

は
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
で

す
。
子
ど
も
が
活
発
に
動
い
て
い
れ
ば
、

グ
ル
ー
プ
学
習
を
し
て
い
れ
ば
、
主
体
的

と
い
う
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
活
科
学

習
な
ら
「
子
ど
も
の
思
い
や
願
い
を
大
切

に
す
る
」、
学
習
課
題
が
自
分
事
に
な
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
単
元

や
授
業
の
導
入
が
大
切
と
な
り
、
い
か
に

子
ど
も
か
ら
「
○
○
し
た
い
」
を
引
き
出

す
か
が
重
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
教

師
の
支
援
が
必
要
と
な
り
ま
す
。　
　

　

改
め
て
今
、
ま
ず
、
こ
の
単
元
で
は
、

こ
の
授
業
で
は
、ど
ん
な
「
○
○
し
た
い
」

を
引
き
出
す
の
か
を
明
確
に
し
、
次
に
、

そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
学
習
環
境
や
布

石
、
声
か
け
な
ど
の
支
援
を
す
れ
ば
よ
い

の
か
を
、
じ
っ
く
り
考
え
て
み
て
は
ど
う

で
し
ょ
う
か
。

（
の
だ　

あ
つ
の
り
）
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7 月号

聴
衆
の
心
に
寄
り
添
う
演
奏
を
め
ざ
し
て

　
　
　
　
　

フ
ル
ー
ト
奏
者

　
　
　
　
　
　
　

 

鈴
木　

菜
穂
子 
氏

　

竜
海
中
、岡
崎
高
校
、国
立
音
大
を
経

て
、洗
足
学
園
音
楽
大
学
大
学
院
を
首

席
で
修
了
。フ
ル
ー
ト
奏
者
と
な
る
。

　

霧
島
神
社
で
の
奉
納
演
奏
や
戦
没
者

慰
霊
式
で
の
演
奏
が
フ
ラ
ン
ス
社
会
功

労
奨
励
章
の
審
査
員
の
目
に
留
ま
り
、

文
化
芸
術
部
門
オ
フ
ィ
シ
ェ
を
受
章
す

る
。
国
内
で
も
第
十
六
回
長
江
杯
国
際

音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
第
一
位
受
賞
な
ど
、

多
く
の
賞
を
受
け
た
。
現
在
も
、
テ
レ

ビ
Ｃ
Ｍ
や
各
種
イ
ベ
ン
ト
で
演
奏
す
る

な
ど
、
活
躍
の
場
を
広
げ
て
い
る
。

― 

音
楽
に
熱
中
し
て
い
っ
た
き
っ
か
け

は
何
で
す
か 

―

　

趣
味
で
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
を
吹
い
て
い
た

父
の
影
響
で
、
三
歳
か
ら
ピ
ア
ノ
を
、
八

歳
か
ら
フ
ル
ー
ト
を
習
い
始
め
ま
し
た
。

音
楽
に
熱
中
し
た
き
っ
か
け
は
、
学
芸
会

や
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
で
ピ
ア
ノ
伴
奏
を
任

せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
や
、
中
学
校
の
吹

奏
楽
部
で
た
く
さ
ん
の
演
奏
の
機
会
を
い

た
だ
い
た
こ
と
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
長

い
時
間
を
か
け
て
一
つ
の
音
楽
を
作
り
出

す
達
成
感
を
何
度
も
味
わ
っ
て
き
た
こ
と

が
、
今
の
私
の
音
楽
へ
の
情
熱
に
直
結
し

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

―
音
楽
を
続
け
て
き
て
、辛
か
っ
た
こ
と
、

う
れ
し
か
っ
た
こ
と
は
何
で
す
か
―

　

も
ち
ろ
ん
、
難
し
い
課
題
に
直
面
し
た

と
き
に
、
辛
い
と
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま

す
が
、
好
き
な
音
楽
に
関
わ
っ
て
い
る
時

間
は
、
私
に
と
っ
て
幸
せ
な
時
間
で
す
。

む
し
ろ
、難
し
い
場
面
に
直
面
す
る
ほ
ど
、

や
り
が
い
を
感
じ
て
集
中
力
も
上
が
り
ま

す
。
困
難
に
当
た
っ
た
と
き
、
考
え
抜
い

て
行
動
す
れ
ば
、
た
と
え
一
〇
〇
パ
ー
セ

ン
ト
う
ま
く
い
か
な
く
て
も
、
少
し
で
も

よ
い
方
向
へ
と
向
か
う
こ
と
は
で
き
る
は

ず
で
す
。「
辛
い
」「
苦
し
い
」
と
い
う
気

持
ち
だ
け
が
心
に
残
る
こ
と
は
、
決
し
て

あ
り
ま
せ
ん
。

　

高
齢
者
施
設
で
の
出
張
演
奏
や
幼
稚
園

の
音
楽
鑑
賞
会
の
演
奏
な
ど
、
聴
衆
と
の

距
離
が
近
い
演
奏
は
、
笑
顔
や
拍
手
が
と

て
も
近
く
、
感
動
し
ま
す
。
お
年
寄
り
や

子
供
た
ち
と
共
に
盛
り
上
が
る
こ
と
で
聴

衆
と
の
一
体
感
を
感
じ
ら
れ
、
う
れ
し
く

思
い
ま
す
。

― 

今
、
ど
ん
な
こ
と
に
気
を
付
け
て
お

仕
事
を
さ
れ
て
い
ま
す
か 

―

　

音
楽
家
と
し
て
舞
台
に
立
ち
続
け
る
た

め
に
は
、
音
楽
の
質
を
維
持
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
前
回
の
自
分
に
勝
ち
続
け
る
こ

と
が
最
も
重
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
音

楽
を
通
し
て
何
か
を
伝
え
る
と
い
う
よ

り
、音
楽
家
と
し
て
の
行
動
や
生
き
方
で
、

伝
え
た
い
こ
と
を
示
せ
る
人
間
に
な
り
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
表
面
的
な
技
巧
か

ら
は
本
物
の
感
動
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
演

奏
者
の
人
間
的
な
深
み
で
舞
台
の
質
や
作

品
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
し
た
意
味

で
、
自
分
自
身
、
内
面
を
さ
ら
に
成
長
さ

せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

― 

こ
れ
か
ら
挑
戦
し
て
い
き
た
い
こ
と

は
何
で
す
か 

―

　

数
年
前
か
ら
フ
ル
ー
ト
の
演
奏
と
並
行

し
て
作
曲
家
と
し
て
の
仕
事
も
し
て
い
ま

す
。
今
年
初
め
て
出
す
ソ
ロ
ア
ル
バ
ム
に

は
、
地
元
岡
崎
の
風
景
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

自
作
曲
を
収
録
し
ま
し
た
。
次
の
世
代
に

残
る
作
品
を
作
る
こ
と
で
、
多
く
の
人
た

ち
に
恩
返
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、自
分
を
育
て
て
く
れ
た
岡
崎
で
、

子
供
た
ち
と
一
緒
に
自
分
の
作
品
を
演
奏

す
る
こ
と
が
今
の
夢
で
す
。

―
最
後
に
、
頑
張
っ
て
い
る
岡
崎
の
子
供

た
ち
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
―

　

ど
ん
な
こ
と
も
悩
む
よ
り
は
ま
ず
挑
戦

し
て
み
る
べ
き
で
す
。
良
い
結
果
が
得
ら

れ
る
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
あ
き
ら
め

な
い
限
り
可
能
性
は
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い

ろ
な
分
野
に
目
を
向
け
、
興
味
を
も
ち
、

好
き
だ
と
思
え
る
こ
と
を
た
く
さ
ん
見
つ

け
て
く
だ
さ
い
。
自
分
が
好
き
な
こ
と
を

続
け
た
い
、
大
切
に
し
た
い
と
い
う
気
持

ち
が
、
社
会
に
出
た
と
き
に
頑
張
り
続
け

る
い
ち
ば
ん
の
原
動
力
と
な
り
ま
す
。

　

大
人
に
な
り
、
違
う
土
地
に
出
て
み
る

と
、
自
分
が
育
っ
た
岡
崎
の
よ
さ
が
分
か

り
ま
す
。
今
の
環
境
や
文
化
、
今
過
ご
し

て
い
る
時
間
を
大
事
に
し
て
く
だ
さ
い
。

 

子
供
が
主
体
的
に
な
る
音
楽
科
の
授
業

　
　
　

音
楽
科
指
導
員　

杉
山　

雄
一　

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
自
分
の
表
し
た

い
音
楽
を
実
現
す
る
た
め
に
、
子
供
が
自
ら

音
楽
表
現
を
工
夫
し
、
追
究
し
て
い
く
姿
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
基
盤
と
な
る
の
が
、

「
主
体
的
な
学
び
」
で
あ
る
。

　

Ａ
教
諭
は
、小
学
校
三
年
生
の
教
材
曲
「
お

か
し
の
す
き
な
魔
法
使
い
」
で
、
音
楽
づ
く

り
の
授
業
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
の
曲
は
、
想

像
力
を
働
か
せ
、
魔
法
を
か
け
る
と
き
の
音

を
自
由
に
作
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
楽
し

く
取
り
組
め
る
教
材
曲
で
あ
る
。

 

「
さ
あ
、
魔
法
の
音
楽
を
つ
く
っ
て
み
よ

う
」。
Ａ
教
諭
の
呼
び
か
け
で
、
魔
法
の
音

楽
づ
く
り
の
授
業
が
始
ま
っ
た
。
子
供
た
ち

は
、
前
時
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
決
め
た
お

気
に
入
り
の
楽
器
を
持
ち
寄
る
。
音
楽
室
は

子
供
の
鳴
ら
す
楽
器
の
音
で
あ
ふ
れ
た
。

　

児
童
Ｂ
は
、
前
時
に
選
ん
だ
小
太
鼓
を
鳴

ら
す
。
Ａ
教
諭
は
「
い
い
音
だ
ね
。
Ｂ
さ
ん

は
ど
ん
な
気
持
ち
で
魔
法
を
か
け
る
の
か

な
」
と
問
い
か
け
た
。
Ｂ
は
、「
も
っ
と
お

い
し
く
な
れ
っ
て
い
う
気
持
ち
だ
け
ど
、
何

か
足
り
な
い
ん
だ
」
と
、
言
葉
を
詰
ま
ら
せ

た
。
こ
の
困
り
感
こ
そ
Ｂ
の
主
体
性
を
引
き

出
す
チ
ャ
ン
ス
と
な
る
。
す
か
さ
ず
Ａ
教
諭

は
語
り
か
け
る
。「
た
だ
お
い
し
い
だ
け
で

は
だ
め
な
ん
だ
ね
。
で
は
、
も
っ
と
お
い
し

氏
名

　
す
ず
き　

な
ほ
こ

生
年
月
日

　

一
九
八
七
年

　

四
月
九
日

住
所

　
神
奈
川
県
川
崎
市

ふるさとシリーズ ― この人に聞く ―／羅針盤
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く
な
る
た
め
の
魔
法
を
音
で
表
す
に
は
ど
う

し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
」。
そ
の
時
、
Ｂ
は
、

「
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
音
が
あ
っ
た
方
が
い

い
」
と
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
音
の
実
現

の
た
め
に
、
仲
間
の
奏
で
る
音
が
必
要
で
あ

る
こ
と
に
気
付
い
た
。
そ
し
て
、
友
達
の
音

に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
自
分
の
楽
器
を
ど
う

生
か
す
か
を
考
え
始
め
た
。
そ
の
よ
う
な
Ｂ

の
姿
を
捉
え
た
Ａ
教
諭
は
「
Ｂ
さ
ん
は
、も
っ

と
お
い
し
く
す
る
た
め
の
魔
法
を
考
え
て
い

る
け
れ
ど
、
ち
ょ
っ
と
Ｂ
さ
ん
の
魔
法
の
音

を
聞
い
て
み
て
」と
子
供
た
ち
に
投
げ
か
け
た
。

　

し
ば
ら
く
し
て
Ｂ
の
グ
ル
ー
プ
の
話
し
合

い
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
学
び
を
振
り

返
る
こ
と
が
で
き
る
拡
大
楽
譜
を
見
な
が

ら
、
子
供
た
ち
は
自
分
た
ち
の
表
現
し
た
い

音
の
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
す
る
。
青
色
の
文
字

で
書
か
れ
た
「
わ
く
わ
く
す
る
」
な
ど
の
歌

詞
か
ら
感
じ
た
言
葉
、
赤
色
の
「
は
ず
む
よ

う
に
」
と
い
う
音
の
出
し
方
の
工
夫
を
表

現
し
た
言
葉
が
色
分
け
し
て
視
覚
化
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
を
手
掛
か
り
に
、
自

分
た
ち
の
奏
で
た
い
音
に
近
づ
け
る
よ
う
に

試
行
錯
誤
す
る
。「
鉄
琴
を
ば
ち
で
す
う
っ

と
な
で
た
ら
い
い
音
が
す
る
よ
」「
本
当
だ
。

連
続
で
や
っ
て
み
た
ら
ど
う
か
な
」「
じ
ゃ

あ
、
小
太
鼓
は
パ
ン
プ
キ
ン
パ
イ
が
で
き
る

と
き
の
音
に
し
て
み
よ
う
」。
児
童
Ｂ
は
、

話
し
合
い
を
通
し
て
、
仲
間
と
共
に
音
を
重

ね
た
り
、
組
み
合
わ
せ
た
り
す
る
楽
し
さ
を

知
っ
た
。
そ
し
て
自
分
の
思
い
を
音
楽
で
表

現
す
る
よ
さ
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。

　

子
供
の
「
主
体
的
な
学
び
」
を
支
え
る
に

は
、
子
供
の
思
い
を
捉
え
、
課
題
解
決
に
向

か
う
力
を
引
き
出
す
教
師
の
出
が
必
要
と
な

る
。
自
分
の
表
現
し
た
い
音
楽
を
、
主
体
的

に
追
究
す
る
力
を
育
て
る
授
業
が
、
今
求
め

ら
れ
て
い
る
。

 「
お
か
え
り
」
は
合
言
葉

　
　
　
　
　

根
石
小
学
校

　
　
　
　
　
　
　

教
諭　

鋤
柄　

由
恵

　

春
。
Ａ
と
の
日
々
は
、
戸
惑
い
の
連
続

で
あ
っ
た
。
休
み
時
間
に
人
懐
っ
こ
い
笑

顔
で
友
達
と
一
緒
に
遊
ぶ
Ａ
だ
が
、
授
業

に
な
る
と
一
変
す
る
。
独
り
言
、
授
業
に

集
中
で
き
な
い
姿
、
そ
し
て
、
最
後
に
は

教
室
か
ら
出
て
い
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
度

に
教
室
に
連
れ
戻
す
と
い
う
繰
り
返
し
。

「
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
す
る
の
」
と
、

私
が
聞
く
と
、
何
も
言
わ
な
い
ま
ま
、
Ａ

の
表
情
は
ま
す
ま
す
こ
わ
ば
っ
て
い
く
。

　

あ
る
日
の
授
業
中
、「
Ａ
、
う
る
さ
い
。

集
中
で
き
な
い
」
と
言
い
放
っ
た
子
供
の

一
言
に
、
私
は
は
っ
と
し
た
。
実
際
、
誰

も
が
Ａ
の
こ
と
で
我
慢
し
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
逆
に
、
こ
の
子
供
た
ち
の
言

葉
が
、
Ａ
の
居
場
所
を
な
く
し
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
と
。
ど
う
し
た
ら
お
互
い

に
認
め
合
え
る
の
か
。果
た
し
て
私
自
身
、

Ａ
の
気
持
ち
に
寄
り
添
い
、
居
場
所
を
作

ろ
う
と
し
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
様
々
な
思

い
と
共
に
、
新
し
い
学
級
作
り
を
し
な
け

れ
ば
と
思
っ
た
。

　

そ
の
日
か
ら
、Ａ
と
の
「
お
話
タ
イ
ム
」

が
始
ま
っ
た
。
逃
避
先
か
ら
教
室
ま
で
の

帰
り
道
や
、
家
庭
訪
問
先
で
、
今
ま
で
の

一
方
的
な
指
導
で
は
な
く
、
Ａ
に
寄
り
添

う
時
間
を
も
っ
た
。
そ
の
う
ち
Ａ
は
次
第

に
、
自
分
の
胸
の
内
を
話
す
よ
う
に
な
っ

た
。
理
由
も
な
く
、
教
室
を
出
た
く
な
る

こ
と
や
、
本
当
は
み
ん
な
と
一
緒
に
授
業

を
受
け
た
い
こ
と
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に

迷
惑
を
か
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
、
自

分
の
思
い
を
素
直
に
話
す
う
ち
に
、
笑
顔

も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

「
よ
く
な
か
っ
た
と
思
う
な
ら
、
Ａ
さ
ん

が
み
ん
な
の
た
め
に
、
何
か
し
て
あ
げ
る

の
は
ど
う
。」

　

私
の
そ
ん
な
提
案
に
、
Ａ
は
黙
っ
て
う

な
ず
い
た
。
私
は
、
背
面
黒
板
の
週
予
定

の
記
入
を
Ａ
に
任
せ
る
こ
と
に
し
た
。

　

そ
し
て
、
Ａ
へ
の
理
解
や
正
し
い
関
係

作
り
の
た
め
、
学
級
の
子
供
た
ち
に
も
話

を
し
た
。

「
み
ん
な
と
同
じ
よ
う
に
Ａ
さ
ん
に
も
、

得
意
な
こ
と
や
苦
手
な
こ
と
が
あ
る
の
。

ず
っ
と
座
っ
て
い
る
こ
と
が
苦
手
で
、

時
々
教
室
以
外
の
場
所
で
休
憩
す
る
こ
と

が
必
要
な
の
。
で
も
、
本
当
は
み
ん
な
と

一
緒
に
勉
強
し
た
い
ん
だ
。Ａ
さ
ん
は
今
、

少
し
ず
つ
苦
手
な
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

頑
張
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
も
し
困
っ
て

い
た
ら
助
け
て
あ
げ
て
ほ
し
い
の
。」

　

あ
る
時
、
苦
手
な
授
業
で
、
教
室
を
飛

び
出
し
た
Ａ
が
、
し
ば
ら
く
し
て
戻
っ
て

き
た
。私
は「
お
か
え
り
」と
声
を
掛
け
た
。

そ
れ
と
同
時
に
、み
ん
な
が
「
お
か
え
り
」

と
Ａ
を
迎
え
た
。
Ａ
の
表
情
が
緩
み
、
照

れ
く
さ
そ
う
に
席
に
着
く
。
教
室
は
、
温

か
く
心
地
よ
い
雰
囲
気
に
包
ま
れ
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
Ａ
は
、
自
分
の
仕
事
を
欠

か
さ
ず
行
っ
た
。
そ
し
て
、
帰
り
の
会
の

「
友
達
の
い
い
と
こ
ろ
さ
が
し
」
で
、徐
々

に
Ａ
の
名
前
が
挙
が
る
よ
う
に
も
な
っ

た
。
Ａ
も
進
ん
で
、
仲
間
の
よ
い
と
こ
ろ

を
発
表
し
た
。
こ
う
し
て
、
み
ん
な
で
互

い
を
認
め
合
い
、
温
か
く
拍
手
を
し
合
う

中
で
、
徐
々
に
、
教
室
に
Ａ
の
居
場
所
が

作
ら
れ
て
い
く
の
を
感
じ
た
。

　

苦
手
な
教
科
の
授
業
に
は
、
ま
だ
我
慢

で
き
ず
教
室
か
ら
飛
び
出
し
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
る
が
、
そ
の
回
数
も
減
っ
た
。
そ

し
て
、
そ
ん
な
Ａ
を
、
合
言
葉
「
お
か
え

り
」
で
迎
え
る
。
今
ま
で
、
で
き
な
か
っ

た
給
食
当
番
や
苦
手
な
リ
コ
ー
ダ
ー
の
練

習
に
挑
戦
す
る
Ａ
の
周
り
に
は
、
多
く
の

友
達
と
笑
顔
が
あ
ふ
れ
よ
う
に
な
っ
た
。

ふれあい



（4）

7 月号

こ
れ
か
ら
の
岡
崎
の
教
育
に
つ
い
て
、
お
考
え

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
く
現
代
に
お
い
て
こ
そ
、

目
標
を
し
っ
か
り
定
め
る
こ
と
は
と
て
も
大
切
で
す
。
そ

こ
で
、
岡
崎
市
で
も
、
様
々
な
教
育
事
業
を
展
開
で
き
る

よ
う
に
、教
育
振
興
計
画
を
定
め
て
い
ま
す
。
計
画
で
は
、

子
供
の
「
生
き
る
力
」
を
育
て
る
こ
と
が
中
心
テ
ー
マ
で

す
が
、
中
で
も
「
自
立
」「
共
生
」「
創
造
」
の
三
つ
が
大

切
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
「
自
立
」
と
は
、
学
習
指
導
要
領
で
言
え
ば
、「
自
ら
考

え
、自
ら
判
断
し
、実
践
す
る
こ
と
」
で
す
。
自
立
と
言
っ

て
も
生
活
的
、
精
神
的
、
経
済
的
な
ど
、
様
々
な
自
立
が

あ
り
、
子
供
の
発
達
段
階
に
よ
っ
て
も
違
い
ま
す
。
し
か

し
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
自
分
で
考
え
て
、
判

断
し
て
、
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
子
供
を
育
て
て
い
か

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

二
つ
目
は
「
共
生
」。
世
界
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
人
種

や
宗
教
の
子
供
が
存
在
し
ま
す
。
そ
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
社
会
で
は
、
私
た
ち
は
そ
う
し
た
人
々
と
必
然
的
に
つ

な
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
発
達
障
が
い
や
Ｌ
Ｇ

Ｂ
Ｔ
な
ど
、
様
々
な
個
性
を
も
つ
子
供
が
い
る
中
で
、
大

切
な
の
は
、
共
に
生
き
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
す
。
ま

ず
隣
の
子
と
、
そ
し
て
、
地
域
の
人
と
、
や
が
て
は
日
本
、

世
界
の
人
々
と
共
に
、
問
題
を
解
決
す
る
姿
勢
を
作
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

三
つ
目
は
「
創
造
」
で
す
。「
創
造
」
と
は
、
単
に
、

発
明
や
物
づ
く
り
だ
け
の
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
毎
日
を
生
き
て
い
く
こ
と
自

体
が
創
造
と
言
え
ま
す
。
授
業
で
新
た
な
こ
と
を
学
ぶ
こ

と
も
、
社
会
の
一
員
と
し
て
新
た
な
自
分
を
作
っ
て
い
く

こ
と
も
創
造
な
の
で
す
。

　

こ
の
「
自
立
」「
共
生
」「
創
造
」
と
い
う
三
つ
の
力
が
、

こ
れ
か
ら
の
時
代
を
生
き
て
い
く
子
供
た
ち
に
と
っ
て
の

「
生
き
る
力
」
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
岡
崎
の
教

育
で
大
切
に
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。そ
し
て
、

こ
う
し
た
力
を
効
果
的
に
育
む
手
立
て
の
一
つ
が
、
Ｉ
Ｃ

Ｔ
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

岡
崎
版
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
に
つ
い
て
お

考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
か
ら
は
、
飛
躍
的
に
情
報
技
術
な
ど
が
発
展
し
、

今
ま
で
想
像
も
で
き
な
い
こ
と
が
で
き
る
世
の
中
に
な
っ

て
い
き
ま
す
。
無
人
の
車
や
空
飛
ぶ
車
も
実
用
化
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
、ま
さ
に
『
ド
ラ
え
も
ん
』
の
世
界
で
す
。

私
た
ち
が
生
ま
れ
た
頃
の
五
十
年
間
と
、
今
の
五
十
年
間

安藤直哉 教育長に聞く

こ
れ
か
ら
の
岡
崎
の
教
育
を
語
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～
安
藤
直
哉 

教
育
長
を
訪
ね
て
～

　
月
報
編
集
委
員
会
で
は
、
教
育
長
と
し
て
三
年
目

を
迎
え
る
安
藤
直
哉
教
育
長
を
訪
ね
、
編
集
委
員
長

の
清
松
治
子
校
長
が
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
様
々
な

課
題
が
あ
る
中
、
未
来
を
見
据
え
、
岡
崎
の
教
育
を

創
っ
て
い
く
う
え
で
、
大
切
に
し
て
い
き
た
い
こ
と

を
、
安
藤
直
哉
教
育
長
が
語
ら
れ
ま
し
た
。
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は
全
く
異
な
り
、
進
化
の
ス
ピ
ー
ド
が
速
く
な
っ
て
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
実
物
に
触
れ
る
こ
と
や
実
際
に
体
験
す

る
こ
と
、
そ
し
て
、
人
間
同
士
の
営
み
を
大
切
に
す
る
こ

と
な
ど
、
私
た
ち
が
求
め
て
き
た
岡
崎
の
教
育
が
変
わ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
の
子
供
た
ち
が
、
未

来
で
活
躍
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
最
先
端
の
環

境
を
、
子
供
た
ち
の
た
め
に
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
す
。
そ
の
環
境
の
中
で
、
正
し
い
教
育
を
受
け

る
と
い
う
こ
と
が
、
子
供
た
ち
に
と
っ
て
必
要
で
あ
り
、

そ
れ
が
生
き
る
力
に
な
る
と
考
え
ま
す
。

　

幸
い
岡
崎
に
は
、
そ
れ
を
実
現
で
き
る
環
境
が
整
っ
て

い
ま
す
。
教
育
委
員
会
内
に
学
校
情
報
係
を
作
り
、
県
下

に
先
駆
け
て
計
画
の
実
現
に
向
け
て
進
め
て
き
た
背
景
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
経
験
や
ノ
ウ
ハ
ウ
に
よ
り
、
全

教
室
Ｗ
ｉ-

Ｆ
ｉ
化
や
全
児
童
生
徒
へ
の
ｉ
Ｐａ
ｄ
の
支
給

な
ど
が
、
現
実
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
そ
の
環
境
を
当
た
り
前
に
し
て
い
く
と
同
時

に
、
子
供
た
ち
の
未
来
の
た
め
に
、
そ
れ
ら
を
積
極
的
に

活
用
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
環
境
の
中
で
、当
然「
授
業
」も
変
わ
る
と

思
い
ま
す
が
、
具
体
的
に
は
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

　

こ
れ
か
ら
の
学
び
方
に
つ
い
て
私
が
考
え
る
の
は
、
一

斉
授
業
か
ら
の
脱
却
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
一
対

四
十
と
い
う
構
図
の
中
で
、
息
の
長
い
発
言
や
問
い
返
し

ば
か
り
で
授
業
を
進
め
て
も
、
関
わ
り
合
い
は
生
ま
れ
ま

せ
ん
。一
人
が
一
分
話
し
た
ら
、四
十
分
で
授
業
が
終
わ
っ

て
し
ま
う
。
果
た
し
て
そ
れ
で
、
子
供
た
ち
に
自
己
肯
定

感
を
も
た
せ
ら
れ
る
の
か
、
本
当
に
子
供
た
ち
に
力
が
つ

け
ら
れ
る
の
か
、
満
足
感
を
味
わ
わ
せ
ら
れ
る
の
か
、
そ

れ
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

関
わ
り
合
い
で
大
切
な
の
は
子
供
同
士
が
関
わ
る
こ
と

で
す
。
し
か
も
、
同
質
の
子
供
が
集
ま
る
「
グ
ル
ー
プ
」

で
は
な
く
、
様
々
な
個
性
が
集
ま
る
「
チ
ー
ム
」
で
の
学

習
で
す
。
先
生
が
教
え
る
の
で
は
な
く
、
子
供
た
ち
が
自

ら
学
ん
で
い
く
、
そ
ん
な
授
業
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
ま
す
。
そ
の
授
業
で
の
教
師
の
役
割
は
、
正
し
く

ゴ
ー
ル
を
定
め
、そ
こ
に
向
か
う
道
筋
を
作
る
こ
と
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
様
々
な
子
供
が
い
る
の
で
、
一
律
に
目
標
を

定
め
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
が
、
授
業
の
中
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
子
供
が
自
分
自
身
の
手
で
「
分
か
っ
た
」「
で
き
た
」

と
い
う
思
い
を
つ
か
め
る
よ
う
に
、
温
か
く
支
え
て
い
く

こ
と
が
、教
師
に
と
っ
て
必
要
な
力
な
の
だ
と
考
え
ま
す
。

最
後
に
岡
崎
の
教
職
員
に
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

私
が
今
ま
で
大
切
に
し
て
き
た
「
す
べ
て
の
子
供
に
光

を
当
て
る
」
教
育
は
、
こ
れ
か
ら
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
不
登
校
。
本
来
、
学
校
に
来
る
と
い
う
の
は
、

憲
法
で
子
供
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
権
利
で
あ
り
、
保
護
者

に
は
そ
れ
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
学
校
に
来
ら
れ
な
い
子
が
い
ま

す
。
様
々
な
理
由
は
あ
り
ま
す
が
、
他
の
何
か
の
せ
い
に

し
た
と
た
ん
に
教
育
は
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
私
た
ち

は
、
何
と
か
工
夫
し
て
、
そ
の
子
た
ち
に
光
を
当
て
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
今
年
、
中
学
校
三
校
に
、
フ

リ
ー
ス
ク
ー
ル
を
作
っ
た
の
も
そ
の
た
め
で
す
。
フ
リ
ー

ス
ク
ー
ル
の
担
任
が
い
て
、
勉
強
も
で
き
る
し
、
遊
ぶ
こ

と
も
で
き
ま
す
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
使
っ
て
、
遠
隔
に
よ
る
授
業

参
加
や
学
び
直
し
も
で
き
ま
す
。
不
登
校
の
子
に
も
、
み

ん
な
と
同
じ
よ
う
に
、
学
び
、
成
長
す
る
機
会
を
与
え
て

い
き
た
い
と
思
う
の
で
す
。

　

働
き
方
改
革
も
進
ん
で
い
ま
す
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た

「
ス
マ
ー
ト
ワ
ー
ク
」
が
本
格
的
に
始
動
し
ま
す
。
働
き

方
改
革
で
大
切
な
の
は
、
本
当
に
子
供
た
ち
の
た
め
に
な

る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。意
識
改
革
で
す
。

単
に
子
供
が
喜
ぶ
こ
と
を
考
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
本
当

に
子
供
の
力
に
な
る
こ
と
、
子
供
の
成
長
に
つ
な
が
る
こ

と
を
、
教
師
が
見
極
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

現
在
も
ま
だ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
と

い
う
未
曽
有
の
事
態
は
終
息
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
逆

境
の
中
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
教
育
の

力
を
大
切
に
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
岡
崎
の
教
職

員
に
は
、
今
置
か

れ
た
状
況
で
、
工

夫
し
、
準
備
し

て
、
困
難
を
乗
り

越
え
ら
れ
る
子
供

た
ち
を
育
て
て

い
っ
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。

安藤直哉 教育長に聞く

　
常
に
、
先
を
見
据
え
、
岡
崎
の

子
供
た
ち
の
未
来
を
考
え
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
安
藤
直
哉
教
育
長
の

姿
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

 

（
清
松
治
子
編
集
委
員
長
）
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【対象】全教職員　　【相談内容】・勤務のこと・家庭のこと・心や体のこと　等

番号 相談窓口 電話番号 相談受付日時

1 岡崎市教職員相談ダイヤル 0564-64-3322 火曜日～金曜日　12:00 ～ 19:00
土曜日　　　　　12:00 ～ 16:30

2 岡崎市こころホットライン 0564-64-7830 平日　13:00 ～ 20:00
3 愛知県総合教育センター教育相談 0561-38-2217 月曜日～金曜日　9:00 ～ 17:00
4 あいちこころのホットライン 365 052-951-2881 年中無休　9:00 ～ 16:30
5 名古屋いのちの電話 052-931-4343 年中無休　24 時間

教職員の相談窓口

　

令
和
二
年
度
岡
崎
市
内
の
小
中
学
校
の

概
要
（
五
月
一
日
現
在
）
で
あ
る
。

　

昨
年
度
と
比
較
す
る
と
、
一
校
当
た
り

の
児
童
・
生
徒
数
の
平
均
は
、
小
学
校
が

一
名
の
減
少
で
、
中
学
校
が
三
名
の
増
加

と
な
っ
た
。
通
常
学
級
数
は
、
小
学
校
は

一
学
級
減
少
、
中
学
校
は
三
学
級
増
加
し

て
い
る
。
特
別
支
援
学
級
数
は
、
小
学
校

が
十
学
級
、
中
学
校
が
二
学
級
増
加
し
て

い
る
。

　

岡
崎
市
内
の
小
学
校
の
全
児
童
数
は
、

四
十
五
名
減
少
し
、中
学
校
の
全
生
徒
は
、

五
十
八
名
増
加
し
た
。
総
数
で
は
、
十
三

名
の
増
加
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
教
員
数
は
、
十
五
名
の
増
加
と

な
っ
た
。
再
任
用
教
諭
は
、一
二
一
名（
実

数
）
で
あ
る
。

　

教
員
補
助
者
は
三
名
の
増
加
で
、

二
七
三
名
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
二
十
一
名

は
、
養
護
教
諭
支
援
員
で
あ
る
。
小
学
校

英
語
指
導
補
助
者
（
Ｓ
Ｔ
）
は
二
十
五

名
、
外
国
語
指
導
助
手
（
Ａ
Ｌ
Ｔ
）
は
、

三
十
二
名
で
あ
る
。

令和 2 年度　岡崎市の教育予算
市民の生活を守り、さらなる賑わいを生み出す予算

〈教育費の内訳〉 〈一般会計予算〉

0
50億
100億
150億
200億
800億
850億
900億
950億
1,000億
1,050億
1,100億
1,150億
1,200億
1,250億
1,300億
（円） 一般会計予算 教育費

予算
額
年度

23

度
年成

平 24

度
年

25

度
年

26

度
年

27

度
年

28

度
年

29

度
年

30

度
年

度
年
元
和
令

（　）内は一般会計に対する教育費の割合（％）

（
11
・
1

）
％

（
12
・
4

）
％

（
10
・
5

）
％

（
11
・
4

）
％

（
13
・
1

）
％

（
10
・
6

）
％

（
10
・
1

）
％

（
10
・
4

）
％

（
10
・
0

）
％

（
13
・
2

）
％

00
23
年

24
年

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年 年

元 2
年和

令

22,000

24,000

26,000

28,000

21,000

23,000

25,000

27,000

小学校
（人）

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

中学校
（人）

◆ 一般会計予算と教育費の推移

◆ 児童・生徒の推移

◆ 令和 2 年度 主な新規事業および拡充事業

2
年
度

【新規事業】
○校内フリースクールの開設…甲山中、福岡中、矢作中
　☆生徒の多様性への対応による不登校の未然防止
　☆フリースクール利用生徒の自己肯定感や自尊感情の向上
　☆個の学習状況に応じた指導や配慮の充実化
○水泳授業支援（モデル校 2 校…愛宕小、新香山中）
　☆学校のプールで実施している水泳の授業を、民間のスイミングスクール施設で実施
　☆児童生徒の水泳技能の向上
　☆教職員の負担軽減及び施設の維持管理費の削減を図り、より安全で快適な授業環境の整備
○プログラミング学習用小型ロボット教材の配備
　☆「岡崎市プログラミング学習」で利用する小型ロボット教材を各小学校に配備
　☆「情報活用能力」や「プログラミング的思考」等の資質・能力の育成
　☆タブレット端末等の ICT 環境を有効活用することによる相乗効果への期待
○教職員の働き方改善・業務の効率化
　☆教職員の多忙化解消や働き方改善の推進
　☆「スマートアクセス」（職場外アクセス機能）や既有のＭicrosoft ライセンスを有効活用
　　したクラウドサービスの採用により、コストの低減と教育活動の充実、質的向上を図る
○防犯カメラ設置
　☆不審者の侵入対策のため、児童生徒が登下校で使用する門に設置
　☆令和 6 年度までに全ての小中学校に設置予定
　※令和 2 年度設置校…5 校（男川小、羽根小、六名小、広幡小、城南小）

【拡充事業】
○ スクールソーシャルワーカー 3 名の常勤化
　☆増加傾向にある家庭に問題を抱える児童生徒への積極的対応
　☆指導支援が必要な家庭への迅速な対応
　☆学校や関係機関との連携による包括的な支援
○「そよかぜ相談室」就学相談員の増員
　☆適切な支援に対する需要の高まり
　☆特別な支援を要する児童生徒への適切な就学先の検討、教育支援体制の整備
○日本語初期指導教室「プレクラス」（小学生クラス開設）
　☆対象学年：小学校 4 年生から 6 年生
　☆学校生活に必要な日本語、生活習慣や日常会話などを、約 3 か月集中的に学習
　☆令和 2 年度より指導員を増員。初期指導の充実化 40

年
前

20
年
前

小学校（22,413人）

中学校（10,771人）

令和 2 年度
168億50万

令和 2 年度
1,270億8,000万

小中学校費　　　
36億5,340万
　（21.7%）

学校教育費
49億6,562万
（29.6%）

社会教育費
23億1,121万
（13.8%）

教育総務費
29億5,527万
（17.6%）

総務費　　
130億9,510万
（10.3%）　　

168億50万
（13.2%）

民生費
478億4,409万
　　（37.6%）

衛生費
133億1,460万
　　（10.5%）

土木費
194億2,555万
　　（15.3%）

その他
166億16万
　（13.1%）

保健体育費
29億1,500万
（17.3%）

（単位　円）

教育費

お知らせ

●学校・学級の規模（市内平均）●学年別児童・生徒数（人）（令和 2 年度 5 月 1 日現在）

●児童・生徒・教職員数（人）（令和 2 年度 5 月 1 日現在）

小学校 中学校

１校当たり
児童・生徒数 　477人 　539人

通常学級数 710学級 308学級

特 別 支 援
学 級 数 160学級  57学級

小学校 中学校

学年 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 1 年 2 年 3 年

男 1,847 1,925 1,888 1,972 1,994 1,923 1,902 1,881 1,781

女 1,766 1,818 1,858 1,848 1,794 1,780 1,703 1,773 1,731

計 3,613 3,743 3,746 3,820 3,788 3,703 3,605 3,654 3,512

区分 学校数 学級数
〈内特別支援〉

児童・生徒
（人）

校長・教頭・教諭（人）
  ※再任用教諭・臨時的任用
　  講師（欠員補充）を含む
  ※養護教諭を含まない

栄養教諭・職員
（人）

事務職員
（人）

養護教諭
（人）

男 女 計 県 県 県

小学校 47   870〈160〉 11,549 10,864 22,413 1,148  9 58 51

中学校 20   365　〈57〉  5,564  5,207 10,771  647  3 26 23

合計 67 1,235〈217〉 17,113 16,071 33,184 1,795 12 84 74

（再任用ハーフは 0.5 カウント）

●
小
中
学
校
の
よ
う
す
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No. 5 6 6

令和 2 年度　岡崎市の教育予算
市民の生活を守り、さらなる賑わいを生み出す予算

〈教育費の内訳〉 〈一般会計予算〉

0
50億
100億
150億
200億
800億
850億
900億
950億
1,000億
1,050億
1,100億
1,150億
1,200億
1,250億
1,300億
（円） 一般会計予算 教育費

予算
額
年度

23

度
年成
平 24

度
年

25

度
年

26

度
年

27

度
年

28

度
年

29

度
年

30

度
年

度
年
元
和
令

（　）内は一般会計に対する教育費の割合（％）

（
11
・
1

）
％

（
12
・
4

）
％

（
10
・
5

）
％

（
11
・
4

）
％

（
13
・
1

）
％

（
10
・
6

）
％

（
10
・
1

）
％

（
10
・
4

）
％

（
10
・
0

）
％

（
13
・
2

）
％

00
23
年

24
年

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年 年

元 2
年和

令

22,000

24,000

26,000

28,000

21,000

23,000

25,000

27,000

小学校
（人）

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

中学校
（人）

◆ 一般会計予算と教育費の推移

◆ 児童・生徒の推移

◆ 令和 2 年度 主な新規事業および拡充事業

2
年
度

【新規事業】
○校内フリースクールの開設…甲山中、福岡中、矢作中
　☆生徒の多様性への対応による不登校の未然防止
　☆フリースクール利用生徒の自己肯定感や自尊感情の向上
　☆個の学習状況に応じた指導や配慮の充実化
○水泳授業支援（モデル校 2 校…愛宕小、新香山中）
　☆学校のプールで実施している水泳の授業を、民間のスイミングスクール施設で実施
　☆児童生徒の水泳技能の向上
　☆教職員の負担軽減及び施設の維持管理費の削減を図り、より安全で快適な授業環境の整備
○プログラミング学習用小型ロボット教材の配備
　☆「岡崎市プログラミング学習」で利用する小型ロボット教材を各小学校に配備
　☆「情報活用能力」や「プログラミング的思考」等の資質・能力の育成
　☆タブレット端末等の ICT 環境を有効活用することによる相乗効果への期待
○教職員の働き方改善・業務の効率化
　☆教職員の多忙化解消や働き方改善の推進
　☆「スマートアクセス」（職場外アクセス機能）や既有のＭicrosoft ライセンスを有効活用
　　したクラウドサービスの採用により、コストの低減と教育活動の充実、質的向上を図る
○防犯カメラ設置
　☆不審者の侵入対策のため、児童生徒が登下校で使用する門に設置
　☆令和 6 年度までに全ての小中学校に設置予定
　※令和 2 年度設置校…5 校（男川小、羽根小、六名小、広幡小、城南小）

【拡充事業】
○ スクールソーシャルワーカー 3 名の常勤化
　☆増加傾向にある家庭に問題を抱える児童生徒への積極的対応
　☆指導支援が必要な家庭への迅速な対応
　☆学校や関係機関との連携による包括的な支援
○「そよかぜ相談室」就学相談員の増員
　☆適切な支援に対する需要の高まり
　☆特別な支援を要する児童生徒への適切な就学先の検討、教育支援体制の整備
○日本語初期指導教室「プレクラス」（小学生クラス開設）
　☆対象学年：小学校 4 年生から 6 年生
　☆学校生活に必要な日本語、生活習慣や日常会話などを、約 3 か月集中的に学習
　☆令和 2 年度より指導員を増員。初期指導の充実化 40

年
前

20
年
前

小学校（22,413人）

中学校（10,771人）

令和 2 年度
168億50万

令和 2 年度
1,270億8,000万

小中学校費　　　
36億5,340万
　（21.7%）

学校教育費
49億6,562万
（29.6%）

社会教育費
23億1,121万
（13.8%）

教育総務費
29億5,527万
（17.6%）

総務費　　
130億9,510万
（10.3%）　　

168億50万
（13.2%）

民生費
478億4,409万
　　（37.6%）

衛生費
133億1,460万
　　（10.5%）

土木費
194億2,555万
　　（15.3%）

その他
166億16万
　（13.1%）

保健体育費
29億1,500万
（17.3%）

（単位　円）

教育費

お知らせ
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ニセ科学は“善意”と“感動”とに
弱い教員を主なターゲットにする。

心に残った一文

　ニセ科学は、「科学を装い、科学っぽい雰囲
気を出す科学でないもの」を指す。著者が本書
で取り上げるのは「水からの伝言」「ＥＭ菌」

「ゲーム脳」「江戸しぐさ」など多岐にわたるが、
それらのニセ科学（ニセ脳科学、ニセ歴史学）
が「善意や感動の衣をまとっている」ことが教
員の目をくらませているという。
　学校は文化の総体を次世代に伝えるところで
もある。だから、私たち教員は「確証バイアス」
に陥ることなく、正しい知識をもつために研さ
んを積まなければならない。「知は力」である
ことを子供たちにしっかりと伝えていきたい。

＊こども六法 山崎聡一郎
　　弘文堂 ￥1,200
＊最後の講義 大林　宣彦
　　主婦の友社 ￥1,300
＊友だち幻想 草野　　仁
　　ちくまプリマー新書 ￥740
 常磐中　石川　敏幸

＊学校に入り込むニセ科学 左巻　健男
　　平凡社 ￥840

~~~ ~~~

ホと

ッ文 月皐 月

▲水泳部再開

戦 後 の 復 興
（昭和22年）
写真提供：連尺小学校

　

連
尺
小
学
校
の
前
身
で
あ
る
玉
山
学
校
の
開
校
か
ら

数
え
て
、
間
も
な
く
一
五
〇
年
と
な
る
。
そ
の
間
、
学

校
は
幾
多
の
苦
難
を
乗
り
越
え
て
き
た
。
写
真
は
、
昭

和
二
十
二
年
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
な
く
な
っ

た
校
舎
の
再
建
の
た
め
、
建
設
作
業
を
手
伝
う
小
学
生

の
姿
で
あ
る
。
場
所
は
、
現
在
の
中
央
図
書
館
「
り
ぶ

ら
」
の
辺
り
。
左
奥
に
そ
び
え
る
の
は
、
現
在
の
正
門

横
に
切
り
株
の
あ
る
「
允
文
舘
の
松
」
で
あ
る
。

「
僕
た
ち
、
私
た
ち
の
学
校
が
で
き
る
の
だ
。
今
日
も

柱
を
十
本
運
ん
だ
よ
」
と
写
真
の
ト
書
き
に
あ
る
。
復

興
を
支
え
て
き
た
の
は
、
自
分
た
ち
の
学
校
を
自
分
た

ち
の
手
で
作
る
と
い
う
子
供
た
ち
の
希
望
で
あ
る
。
戦

後
、
市
内
で
も
多
く
の
学
校
で
、
学
校
復
興
の
た
め
、

子
供
た
ち
は
希
望
を
胸
に
勤
労
奉
仕
を
行
っ
て
き
た
。

　

い
く
つ
も
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
、
私
た
ち
は
今
の

平
和
な
時
代
を
築
い
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
支
え
て

き
た
の
は
、子
供
や
教
職
員
の
平
和
へ
の
希
望
で
あ
る
。

　

ホ
ー
ル
で
の
演
奏
会
同
様
に
、
幼
稚
園
や
高
齢
者

施
設
で
の
演
奏
を
大
事
に
す
る
鈴
木
氏
。
演
奏
者
と

聴
衆
と
の
距
離
が
近
い
分
、
そ
の
一
体
感
は
さ
ら
に

大
き
く
な
る
と
語
る
。

　

授
業
も
小
手
先
の
技
術
だ
け
で
は
で
き
な
い
。
子

供
に
寄
り
添
い
、
心
に
語
り
掛
け
ら
れ

た
と
き
に
学
び
の
感
動
は
生
ま
れ
る
。

　

通
常
の
夏
と
は
違
う
夏
が
始
ま
る
。教
師
と
子
供
、

共
に
力
を
合
わ
せ
、
学
校
に
お
け
る
夏
の
「
新
し
い

生
活
様
式
」
を
創
造
す
る
。

　

ピ
ン
チ
を
チ
ャ
ン
ス
に
。「
で
き
な
い
」
と
あ
き

ら
め
る
の
で
は
な
く
、「
今
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
が

あ
る
」
と
岡
崎
の
教
師
は
知
恵
を
絞
る
。

す
べ
て
は
子
供
た
ち
の
笑
顔
の
た
め
に
。

　

共
に
生
き
る
と
い
う
感
覚
が
こ
れ
か
ら

は
重
要
だ
と
教
育
長
は
語
る
。
グ
ロ
ー
バ

ル
化
が
進
み
、
ま
す
ま
す
多
様
な
価
値
観
が
拡
が
る

中
で
、
共
生
の
考
え
方
は
よ
り
重
要
と
な
る
。

　

学
校
に
お
い
て
も
、
子
供
た
ち
の
学
び
合
い
に

よ
っ
て
人
間
関
係
は
改
善
さ
れ
る
。
子
供
の
共
生
の

力
を
伸
ば
す
視
点
が
、
教
師
に
は
必
要
と
な
る
。
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