
○
社
会
科
の
授
業
で
生
ま
れ
た
「
対
立
」

令
和
二
年
の
新
春
を
迎
え
ま
し
た
。
退
職

後
、
十
五
回
目
の
新
年
で
す
。
こ
の
間
、
私

は
非
常
勤
講
師
と
し
て
、
初
任
者
指
導
と
社

会
科
専
科
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
経

験
を
通
し
て
私
は
、「
子
ど
も
っ
て
楽
し
い
。

考
え
を
出
し
合
う
こ
と
で
、
ど
ん
ど
ん
学
び

を
深
め
て
い
く
な
」
と
思
う
こ
と
が
何
度
も

あ
り
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
中
の
一
つ
を
取

り
上
げ
て
み
ま
す
。

四
年
生
の
社
会
科
「
郷
土
の
開
発
」
の
最

後
、
ふ
つ
う
な
ら
ま
と
め
と
な
る
授
業
で
す

が
、
ま
ず
は
こ
の
単
元
の
導
入
か
ら
振
り
返

り
ま
す
。

授
業
で
は
、
江
戸
時
代
、
内
海
を
埋
め
立

て
て
田
ん
ぼ
を
完
成
さ
せ
た
開
発
を
取
り
上

げ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
埋
め
立
て
だ
っ
た

の
か
を
調
べ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
Ａ
さ
ん

が
唐
突
に
、「
ど
う
し
て
埋
め
立
て
な
ん
か
す

る
の
だ
ろ
う
。
自
然
を
大
切
に
す
れ
ば
い
い

第
　
二
十
三
　
回

あ
た
ら
し
い
時
代
の

「
学
び
方
」
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の
に
」
と
叫
び
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
多
く
の

子
ど
も
が
反
発
し
、「
え
〜
！　

Ａ
さ
ん
は

人
々
が
貧
し
い
ま
ま
で
い
い
っ
て
言
う
の
？
」

「
み
ん
な
稲
作
を
し
た
か
っ
た
ん
だ
よ
」「
人
々

は
豊
か
に
な
り
た
か
っ
た
と
思
う
」
と
口
々

に
発
言
し
ま
し
た
。
私
は
こ
の
や
り
取
り
を

う
け
、子
ど
も
た
ち
に「
お
も
し
ろ
い
。
今
の
、

み
ん
な
の
意
見
の
対
立
を
解
決
す
る
の
は
、

単
元
の
最
後
ま
で
と
っ
て
お
こ
う
。
学
習
が

終
わ
る
と
き
、
今
の
思
い
は
変
わ
る
か
な
。

そ
れ
と
も
変
わ
ら
な
い
か
な
。
楽
し
み
に
し

て
い
る
よ
」
と
言
い
ま
し
た
。

○
話
し
合
い
の
行
方
を
決
め
た

　
「
ど
ち
ら
も
」
と
い
う
考
え
方

授
業
は
こ
の
埋
め
立
て
を
中
心
に
、
江
戸

時
代
以
降
の
明
治
、
大
正
、
昭
和
の
開
発
に

触
れ
、
い
よ
い
よ
終
末
を
迎
え
ま
し
た
。
そ

し
て
、
冒
頭
か
ら
の
テ
ー
マ
で
あ
る
、「
こ
れ

か
ら
も
開
発
を
続
け
る
べ
き
か
、
そ
れ
よ
り

緑
を
大
切
に
す
る
べ
き
か
」
を
話
し
合
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

話
し
合
い
は
、「
開
発
は
人
々
の
生
活
を
便

利
で
豊
か
に
す
る
。
だ
か
ら
江
戸
時
代
に
限

ら
ず
大
切
に
し
な
い
と
い
け
な
い
し
、
こ
れ

か
ら
も
し
て
い
く
べ
き
だ
」
と
い
う
意
見
と

「
今
は
緑
を
守
ら
な
い
と
地
球
の
温
暖
化
が

進
ん
で
し
ま
う
。
こ
れ
か
ら
は
開
発
を
抑
え
、

緑
を
守
ら
な
い
と
い
け
な
い
」
と
い
う
、
二

つ
の
意
見
が
対
立
し
ま
し
た
。も
っ
と
も
、「
両

方
大
事
だ
。
悩
む
。
困
っ
た
」
と
い
う
子
も
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動
の
１
、２
」
な
ど
と
書
き
ま
す
が
、
そ
れ
は

担
任
の
発
問
に
よ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
Ｂ
さ
ん
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
て

い
ま
す
。
ま
さ
に
、
子
ど
も
主
体
の
授
業
と

言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

Ｂ
さ
ん
の
発
言
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち

の
発
言
は
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
り
ま
し
た
。
意
見

を
対
立
さ
せ
る
こ
と
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
折

衷
案
的
な
考
え
を
出
し
合
う
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
。
さ
ら
に
、「
建
物
を
高
層
ビ
ル
に
す

れ
ば
、
空
い
た
土
地
が
で
き
る
か
ら
、
そ
こ

を
緑
に
す
れ
ば
い
い
」「
建
物
を
建
て
る
と
き

は
、
同
時
に
公
園
な
ど
、
緑
も
大
事
に
す
る
」

と
い
う
二
つ
の
意
見
が
出
て
、
話
し
合
い
が

ま
と
ま
り
ま
し
た
。　
　
　

こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
主
体
の
授
業
は
、

子
ど
も
た
ち
自
ら
で
学
び
を
深
め
合
っ
て

い
き
ま
す
。
Ｂ
さ
ん
の
す
ば
ら
し
い
発
言
に

し
て
も
、
も
し
一
人
で
思
い
を
巡
ら
せ
る
だ

け
な
ら
、
あ
の
よ
う
な
内
容
に
は
な
ら
な
か

っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
友
達
の
発
言
を
聞

き
な
が
ら
、
自
ら
の
考
え
を
深
め
た
り
ひ
ら

め
か
せ
た
り
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
皆
が
納

得
す
る
よ
う
な
意
見
が
生
ま
れ
る
の
で
し

ょ
う
。

「
開
発
も
緑
も
」
と
い
っ
た
子
ど
も
た
ち
の

発
言
三
つ
は
い
ず
れ
も
今
、
日
本
の
都
市
が

実
際
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、

私
は
こ
の
授
業
で
の
Ａ
さ
ん
に
注
目
し
た
の

で
す
が
、
改
め
て
意
見
を
聞
く
と
、「
江
戸
時

代
な
ら
開
発
し
て
い
い
。
豊
か
に
な
っ
て
ほ

少
し
い
ま
し
た
。

話
し
合
い
は
活
発
に
進
み
ま
し
た
。
自
分

の
信
念
に
燃
え
て
い
る
様
子
の
子
ど
も
、
自

分
の
意
見
に
確
信
が
も
て
ず
に
不
安
げ
に
発

言
す
る
子
ど
も
、
ど
ち
ら
の
考
え
が
よ
い
の

か
慎
重
に
確
か
め
よ
う
と
首
を
か
し
げ
る
子

ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
に
「
う
ん
、
う
ん
」

と
う
な
ず
く
子
ど
も
な
ど
様
々
で
し
た
。
そ

ん
な
中
、
冒
頭
で
「
開
発
な
ん
か
し
な
け
れ

ば
い
い
の
に
」
と
言
っ
た
Ａ
さ
ん
は
、
友
達

の
発
言
に
無
言
で
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。

話
し
合
い
が
喧け

ん

々け
ん

諤が
く

々が
く

に
な
っ
た
と
き
、

Ｂ
さ
ん
が
発
言
し
ま
し
た
。

「
ど
ち
ら
の
意
見
が
正
し
い
の
か
困
っ
て
い

る
子
も
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
、
ど
ち
ら
も
大

事
だ
と
私
は
思
う
。
だ
か
ら
、
開
発
す
る
と

こ
ろ
と
緑
を
守
る
と
こ
ろ
を
決
め
て
、
守
る

と
こ
ろ
で
は
建
物
を
建
て
な
い
よ
う
に
す
れ

ば
い
い
」。

私
は
Ｂ
さ
ん
の
発
言
を
絶
賛
す
る
と
と
も

に
、
放
課
後
、
初
任
者
の
Ｃ
先
生
に
、
そ
の

意
味
、
価
値
を
話
し
ま
し
た
。
要
約
す
る
と
、

次
の
と
お
り
で
す
。

私
は
対
立
が
一
段
落
つ
い
た
ら
、
次
の
よ

う
に
投
げ
か
け
る
つ
も
り
で
し
た
。「
開
発
を

続
け
な
が
ら
、
緑
も
大
事
に
す
る
方
法
は
な

い
か
な
」。

し
か
し
、
そ
の
必
要
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

Ｂ
さ
ん
の
発
言
の
お
か
げ
で
、
学
習
が
深
ま

っ
て
い
っ
た
か
ら
で
す
。

指
導
案
で
は
こ
れ
ら
一
連
の
展
開
を
、「
活

し
い
か
ら
。
で
も
今
は
、
や
っ
ぱ
り
だ
め
。

緑
を
守
っ
て
ほ
し
い
」
と
発
言
し
ま
し
た
。

○
学
校
で
学
ぶ
こ
と
の
意
味
と
は

よ
く
「
学
校
で
学
ん
だ
こ
と
は
、
社
会
に

出
た
ら
役
に
立
た
な
い
」
と
言
わ
れ
ま
す
。

確
か
に
、
単
に
知
識
を
習
得
す
る
だ
け
な
ら
、

こ
れ
は
当
た
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

本
授
業
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
学
び
は
、
単
な

る
知
識
の
習
得
で
は
な
く
、
人
と
し
て
の
学

び
方
、
生
き
方
に
響
い
て
い
く
も
の
で
あ
り
、

社
会
に
出
て
も
立
派
に
通
用
す
る
力
に
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
た
授
業
は
学
級
内
の
人
間
関
係
を

豊
か
に
し
ま
す
。「
な
る
ほ
ど
ね
」「
あ
。
そ

う
か
。
今
の
Ｄ
さ
ん
の
発
言
で
わ
か
っ
た
よ
」

と
、
相
手
の
考
え
を
理
解
し
、
お
互
い
に
尊

重
し
合
う
空
気
が
生
ま
れ
て
く
る
か
ら
で

す
。
そ
し
て
、「
正
解
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
い

い
」
と
、
子
ど
も
た
ち
の
視
野
が
広
が
っ
て

い
き
ま
す
。

そ
れ
こ
そ
、
一
人
ひ
と
り
の
胸
の
裡う

ち

に
あ

る
「
学
び
」
と
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

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。

2




