
　
私
が
小
学
校
の
校
長
を
し
て
い
た
10
年
ほ
ど
前
に

比
べ
て
、
最
近
、
先
生
方
に
活
力
が
乏
し
く
、
一
体

感
が
薄
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
気
に
な
っ
て
い

ま
す
。一
人
で
仕
事
を
進
め
る
傾
向
が
強
ま
り
、先
生

方
が
職
員
室
に
集
ま
る
こ
と
も
減
っ
た
よ
う
で
す
。

　
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
次
の
二
つ
に
あ
る
と
思
い

ま
す
。
一
つ
め
は
多
忙
化
で
す
。
こ
れ
は
、
学
校
完

全
週
五
日
制
の
導
入
を
機
に
加
速
し
ま
し
た
。「
家

庭
や
地
域
で
の
教
育
を
充
実
さ
せ
る
」
と
い
う
本
来

の
趣
旨
が
徹
底
さ
れ
ず
、
学
校
は
多
く
の
こ
と
を
抱

え
た
ま
ま
、
子
ど
も
が
学
校
で
過
ご
す
時
間
だ
け
が

短
く
な
っ
た
の
で
す
。

　
二
つ
め
は
、
２
０
０
０
年
頃
か
ら
の
規
制
緩
和
に

よ
り
、
競
争
原
理
が
学
校
に
も
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と

で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
他
の
学
校
と
の
差
別
化
な
ど

に
よ
っ
て
学
校
が
評
価
さ
れ
、
競
い
合
う
雰
囲
気
が

生
ま
れ
ま
し
た
。

　
ど
ん
な
に
忙
し
く
て
も
、
や
り
が
い
を
感
じ
て
い

れ
ば
教
師
は
生
き
生
き
と
し
て
い
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
学
校
が
本
来
大
切
に

す
べ
き
こ
と
が
曖
昧
に
な
り
、
先
生
方
は
何
を
す
べ

き
か
を
見
失
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
義
務
教

育
は
す
べ
て
の
国
民
が
受
け
る
も
の
で
す
か
ら
、
学

校
に
よ
っ
て
教
育
内
容
が
異
な
る
の
は
困
り
ま
す
。

義
務
教
育
は
あ
く
ま
で
も
「
義
務
」
で
あ
り
、「
サ
ー

ビ
ス
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
が
混
同
さ
れ
、

先
生
方
に
は
手
を
尽
く
し
て
も
尽
く
し
て
も
や
り
切

れ
て
い
な
い
疲
労
感
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
教
育
基
本
法
や
学
校
教
育
法
が
改
正
さ
れ
、
義
務

教
育
の
目
標
が
明
確
に
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
学
習

指
導
要
領
改
訂
も
含
め
、
こ
れ
を
機
に
、
一
人
ひ
と

り
の
校
長
先
生
に
改
め
て
小
学
校
の
な
す
べ
き
こ
と

を
見
つ
め
直
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
公
立
小
学
校
の
役
割
は
、
二
つ
の
基
盤
づ
く
り
に

あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
生
き
て
い

く
上
で
の
基
盤
、
そ
し
て
、
上
級
学
校
へ
と
つ
な
が

る
学
び
の
基
盤
で
す
。
こ
う
し
た
役
割
を
踏
ま
え
る

と
、
今
後
の
小
学
校
に
求
め
ら
れ
る
教
育
活
動
は
次

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
基
本
と
な
る
の
は
、
学
習
指
導
要
領
に
定
め
ら
れ

て
い
る
教
育
内
容
を
し
っ
か
り
子
ど
も
に
身
に
付
け

さ
せ
る
こ
と
で
す
。
そ
の
上
で
、
伝
統
を
引
き
継
ぎ

な
が
ら
、
ど
の
学
校
に
も
必
ず
あ
る
強
み
を
自
覚
す

る
と
共
に
、
自
校
の
課
題
を
見
つ
け
、
小
さ
な
こ

と
で
も
よ
い
の
で
新
し
い
こ
と
に
取
り
組
む
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
、子
ど
も
の
成
長
に
つ
な
が
る
と
共
に
、

校
長
先
生
が
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
し
、
先
生
方
が
目
標
を

共
有
し
て
取
り
組
む
こ
と
で
、
先
生
方
が
手
応
え
を
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学
び
の
基
盤
づ
く
り
を
誠
実
に
行
い

家
庭
・
地
域
と
共
に
子
ど
も
を
育
む

聖
徳
大
大
学
院
教
職
研
究
科
教
授

　
西
村
佐す

け

二じ

社
会
の
変
化
に
伴
い
、
公
立
小
学
校
を
取
り
巻
く
環
境
も
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
の
公
立
小
学
校
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
、
社
会
の
期
待
に
応
え
て
い
く
べ
き
か
。

現
状
の
課
題
や
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
聖
徳
大
大
学
院
の
西
村
佐
二
教
授
に
う
か
が
っ
た
。

理
論
編

公
立
小
学
校
の
役
割

1

義
務
教
育
の
役
割
が
曖
昧
に
な
り

教
師
が
や
り
が
い
を
感
じ
に
く
い
状
況
に

義
務
教
育
の
役
割
を
問
い
直
す
必
要
性

学
び
の
基
盤
を
築
く
と
共
に

学
校
で
担
う
こ
と
を
明
確
に
伝
え
る

公
立
小
学
校
が
す
べ
き
こ
と
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実
感
し
、
学
校
に
活
力
や
一
体
感
を
生
む
こ
と
に
も

な
り
ま
す
。

　
私
が
校
長
を
務
め
た
あ
る
小
学
校
で
は
、
赴
任
当

初
、
子
ど
も
た
ち
が
人
の
話
を
全
く
聞
け
ま
せ
ん
で

し
た
。
全
校
朝
会
で
も
同
様
だ
っ
た
た
め
、
先
生
方

と
協
力
し
、
朝
会
の
後
に
話
の
内
容
を
質
問
す
る
小

テ
ス
ト
を
試
み
ま
し
た
。
数
回
後
に
は
、
子
ど
も
た

ち
は
驚
く
ほ
ど
話
を
聞
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
目
に
見
え
る
成
果
が
あ
る
と
、
先
生
方
に

元
気
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
、
結
果
的
に
子
ど
も

た
ち
へ
の
良
い
教
育
と
な
る
の
で
す
。

　
家
庭
や
地
域
と
の
連
携
は
、「
生
き
る
力
」
を
育

む
た
め
に
ま
す
ま
す
重
要
に
な
り
ま
す
。
学
校
が
す

べ
き
こ
と
と
、
協
力
を
求
め
る
こ
と
を
明
確
に
し
ま

し
ょ
う
。
例
え
ば
、
給
食
指
導
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
な
ど
で
協
力
し
て
も
ら
え
ば
、
教
師
の
負
担
軽
減

と
共
に
、活
動
の
質
も
高
め
ら
れ
ま
す
。
小
学
校
は
、

中
学
校
や
高
校
と
比
べ
て
地
域
と
の
結
び
付
き
が
強

い
、「
地
域
の
学
校
」
で
す
。
小
学
校
を
「
ふ
る
さ
と
」

と
思
う
住
民
が
多
く
、「
学
校
の
た
め
に
協
力
し
た

い
」と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
近
年
は
、

学
校
に
対
す
る
保
護
者
や
地
域
の
姿
勢
が
変
わ
っ
て

き
た
と
い
う
声
も
聞
き
ま
す
が
、
だ
か
ら
こ
そ
関
係

を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
校
長
先
生
は

家
庭
や
地
域
に
対
し
、
学
校
が
出
来
る
こ
と
や
責
任

範
囲
を
伝
え
た
上
で
、
協
力
を
お
願
い
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。
時
に
は
言
い
に
く
い
内
容
が
あ
っ
た
り
、

一
時
的
に
保
護
者
と
の
間
に
軋あ

つ
れ
き轢

が
生
じ
た
り
す
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
を

繰
り
返
し
伝
え
て
い
け
ば
、
一
緒
に
子
ど
も
を
育
て

る
と
い
う
考
え
が
必
ず
共
有
さ
れ
る
は
ず
で
す
。

　
家
庭
や
地
域
と
良
い
関
係
を
築
く
に
は
、
地
域
性

を
踏
ま
え
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
私
は
、
学
校
と
地

域
の
協
力
関
係
が
熟
し
て
い
な
か
っ
た
学
校
で
は
、

学
校
が
活
動
を
主
導
し
な
が
ら
内
容
を
オ
ー
プ
ン
に

す
る
こ
と
で
信
頼
関
係
を
築
き
ま
し
た
。
別
の
学
校

で
は
地
域
の
教
育
力
が
高
か
っ
た
た
め
、
地
域
全
体

で
活
動
を
考
え
て
い
く
よ
う
な
方
針
を
採
り
ま
し
た
。

　
教
師
に
は
、
ど
の
よ
う
な
子
ど
も
に
も
誠
実
に
向

き
合
う
姿
勢
が
不
可
欠
だ
と
思
い
ま
す
。
義
務
教
育

で
は
、
子
ど
も
は
学
校
や
教
師
を
選
べ
ま
せ
ん
。
だ

か
ら
こ
そ
教
師
の
責
任
は
重
い
の
で
す
。
校
長
先
生

に
は
、
す
べ
て
の
子
ど
も
が
生
き
生
き
と
元
気
に
通

え
る
学
校
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
現
場
に
立
つ
先
生

方
が
や
り
が
い
を
感
じ
る
環
境
が
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。

　
こ
れ
ま
で
小
学
校
は
、
学
力
低
下
や
教
師
の
質
の

低
下
な
ど
、
外
部
か
ら
問
題
を
指
摘
さ
れ
て
対
策
に

着
手
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。し
か
し
、

言
わ
れ
た
こ
と
を
す
る
だ
け
の
受
け
身
の
姿
勢
で

は
、
や
り
が
い
は
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
自
分
た
ち
が

見
い
だ
し
た
課
題
を
出
発
点
に
、「
こ
ん
な
学
校
に

し
よ
う
」
と
い
う
目
標
を
共
有
し
て
努
力
す
る
姿
勢

が
あ
っ
て
こ
そ
、
学
校
全
体
の
雰
囲
気
が
大
き
く
変

わ
っ
て
い
く
の
で
す
。
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に
し
む
ら
・
す
け
じ
◎
東
京
都
教
育
庁
指
導
部
初
等
教
育
指
導
課
長
、東

京
都
公
立
小
学
校
校
長
な
ど
を
経
て
現
職
。専
門
は
国
語
科
教
育
。全
国
連

合
小
学
校
長
会
会
長
、全
国
小
学
校
国
語
教
育
研
究
会
会
長
な
ど
を
歴
任
。

著
書
に『
明
日
に
生
き
る
君
た
ち
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』（
教
育
新
聞
社
）、編

著
に『
国
語
の
活
用
力
を
育
て
る
授
業
』（
光
文
書
院
）な
ど
。

義務教育は「サービス」ではなく「義
務」。学校によって教育内容が異な
るべきではない

公立小学校の役割は基盤づくり。
学校が出来ること以外は家庭や地
域にも協力を求め、子どもの「生
きる力」を育てていく

自ら見いだした課題を出発点に目
標を設定し、活力ある学校づくりを

■

■

■

ポイント

子
ど
も
に
誠
実
に
向
き
合
い

自
ら
課
題
を
見
い
だ
し
て
目
標
設
定
を

校
長
先
生
へ
の
期
待

＊プロフィールは取材時（2011年３月）のものです


