
○
６
年
生
の
社
会
を
ど
う
教
え
る
か

　

今
年
度
は
Ａ
小
学
校
で
６
年
生
の
社
会
科

専
科
を
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
社

会
科
専
科
は
何
回
も
や
っ
て
い
ま
す
が
、
６

年
生
は
初
め
て
で
す
。
そ
れ
で
、
少
し
の
不

安
と
期
待
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

不
安
と
い
う
の
は
、
は
た
し
て
ど
の
く
ら

い
の
子
が
発
言
す
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
数
人
だ
と
ど
う
し
て
も
話
の
内
容
が

難
し
く
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ほ
か

の
子
は
あ
ま
り
話
を
聞
き
ま
せ
ん
。
や
や
も

す
る
と
無
気
力
、
無
表
情
。
ぼ
う
っ
と
し
た

感
じ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
子

ど
も
主
体
の
授
業
と
言
っ
て
も
空
回
り
し
そ

う
で
す
。

　

３・
４
年
生
だ
と
柔
軟
性
が
あ
り
指
導
者

の
進
め
方
に
す
ぐ
な
じ
ん
で
い
く
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
取
り
上
げ
る
の
が
地
域
の
身
近
な
事

象
で
す
の
で
興
味
も
わ
き
や
す
い
の
で
す
が
、

６
年
生
だ
と
日
本
全
体
や
世
界
が
対
象
と
な
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社
会
科
の

専
科
教
員
と
し
て
の

実
践
で
感
じ
た
こ
と
は

文｜ toshi
イラスト｜秋野 純子

り
、
な
か
な
か
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。

　

い
ざ
授
業
を
始
め
る
と
発
言
者
は
４
分
の

１
く
ら
い
。
だ
い
た
い
７
～
８
人
、
多
い
時

で
10
人
く
ら
い
で
し
た
。
ま
あ
ま
あ
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
極
端
に
少
な
い
状

況
で
は
な
か
っ
た
の
で
ホ
ッ
と
し
ま
し
た
が
、

そ
れ
で
も
少
な
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、

活
気
あ
る
雰
囲
気
と
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

期
待
と
い
う
の
は
、
６
年
生
の
社
会
科
で

は
日
本
の
歴
史
が
中
心
に
な
る
こ
と
で
す
。

わ
た
し
は
で
き
る
限
り
郷
土
の
歴
史
事
象
を

と
り
上
げ
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
中
学
年
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
子
ど
も
に
と
っ
て
身
近

で
、「
〇
分
で
行
け
る
あ
そ
こ
に
そ
ん
な
歴
史

が
あ
る
の
か
」
と
、
驚
き
と
と
も
に
親
近
感

も
抱
き
そ
う
で
す
。
６
年
生
で
も
興
味
関
心

を
も
ち
や
す
い
で
し
ょ
う
。
う
ま
く
い
け
ば

発
言
者
も
ふ
え
そ
う
で
す
。

　

わ
た
し
た
ち
の
住
む
神
奈
川
県
に
は
、
縄

文
・
弥
生
の
遺
跡
が
複
数
あ
り
ま
す
。（
古

墳
時
代
は
後
述
）
さ
ら
に
海
老
名
市
の
国
分

寺
、
県
内
を
走
る
鎌
倉
道
、
鎌
倉
の
町
、
北

条
早
雲
と
小
田
原
城
、
ま
た
、
戦
国
時
代
終

焉
を
示
す
秀
吉
の
小
田
原
攻
め
、
横
浜
開
港

時
の
小
さ
な
波
止
場
、
外
国
と
貿
易
の
道
を

開
い
た
井
伊
直
弼
の
銅
像
な
ど
、
歴
史
の
景

勝
地
が
豊
富
で
す
。
ま
た
近
年
は
歴
史
ブ
ー

ム
で
、
ま
ち
の
あ
ち
こ
ち
に
む
か
し
の
絵
が

展
示
さ
れ
た
り
建
造
物
が
復
元
さ
れ
た
り
し

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
に
ふ
れ
る
と
き
、
多
く
の
子
ど
も
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わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
は
ど
こ
へ
行
っ
て
も

す
ぐ
そ
ば
に
小
高
い
丘
が
見
え
ま
す
。
点
在

す
る
平
野
も
、
多
く
は
江
戸
時
代
以
降
の
う

め
立
て
地
で
あ
る
こ
と
を
４
年
生
で
学
習
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
と
結
び
つ
け
て
わ
た
し

た
ち
の
ま
ち
の
前
方
後
円
墳
が
小
さ
い
わ
け

を
納
得
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
授
業
の
流
れ
を
振
り
返
る
と
、

子
ど
も
た
ち
は
活
発
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

学
習
内
容
は
ど
う
し
て
も
分
か
っ
た
こ
と
、

感
じ
た
こ
と
に
限
ら
れ
、「
な
ぜ
古
墳
の
大
き

さ
が
違
う
の
か
」「
天
皇
の
古
墳
な
の
か
」「
わ

た
し
た
ち
の
ま
ち
に
も
豪
族
は
い
た
の
か
」

と
い
っ
た
疑
問
は
出
て
こ
ず
、
指
導
者
の
発

問
中
心
の
流
れ
と
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
の
後
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
、
若

干
発
言
は
増
え
た
も
の
の
、
こ
の
傾
向
は
変

わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

○
社
会
科
を
教
え
て
み
て
の
反
省
と
展
望

　

最
後
に
、
郷
土
の
歴
史
事
象
を
と
り
上
げ

る
意
味
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
深
く
考
察
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
点
目
は
、
郷
土
の

歴
史
は
中
央
の
そ
れ
と
無
縁
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
互
い
に
影
響
し
合
い
関
わ
り

合
っ
て
い
ま
す
の
で
、
日
本
の
歴
史
に
は
ス

ム
ー
ズ
に
つ
な
が
る
は
ず
で
す
。　

　

二
点
目
は
手
近
と
身
近
と
い
う
テ
ー
マ
で

す
。
奈
良
時
代
な
ら
、
大
仏
を
と
り
上
げ
る

の
が
普
通
で
し
ょ
う
。
教
科
書
に
も
資
料
集

た
ち
の
目
が
輝
き
、
強
い
興
味
関
心
を
示
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
考
え
合
う
段
階
に
な
る

と
活
躍
す
る
子
は
や
は
り
一
部
に
限
ら
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

　
○
授
業
実
践
の
様
子

　

そ
れ
で
は
と
り
上
げ
た
身
近
な
歴
史
事
象

に
つ
い
て
、
古
墳
時
代
を
例
に
ふ
り
返
っ
て

み
ま
し
ょ
う
。

　

わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
に
は
全
長
約
30
メ
ー

ト
ル
の
前
方
後
円
墳
が
あ
り
ま
す
。
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
石
碑
と
発
掘
時
の

写
真
を
使
っ
て
導
入
と
し
ま
し
た
。
知
識
が

豊
富
な
子
ど
も
た
ち
は
す
べ
て
近
畿
地
方
に

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
か
ら
、「
え
え
っ
！ 

わ

た
し
た
ち
の
ま
ち
に
も
あ
る
の
!?
」
と
驚
き

の
声
を
上
げ
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
規
模
を

知
る
と
、
今
度
は
そ
の
小
さ
さ
に
が
っ
か
り

し
て
い
ま
し
た
。
今
は
住
宅
に
な
っ
て
い
る

と
知
る
と
、「
な
ん
で
保
存
し
な
か
っ
た
の
」

と
不
満
そ
う
な
声
が
上
が
り
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
に
自
分
た
ち
の
地
域
な
ら
で
は
の
切
実

な
思
い
、
驚
き
が
あ
り
ま
し
た
。

　

教
科
書
に
載
っ
て
い
る
大
仙
古
墳
と
比
較

し
な
が
ら
学
習
を
進
め
ま
し
た
。
古
墳
の
規

模
の
違
い
は
権
力
の
強
さ
の
違
い
、
そ
し
て

当
時
は
米
が
富
の
象
徴
で
し
た
か
ら
、
田
ん

ぼ
の
広
が
り
が
権
力
の
強
さ
を
現
し
、
そ
れ

は
広
い
平
野
が
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
る
と

い
う
こ
と
を
と
ら
え
て
い
き
ま
し
た
。

に
も
出
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
調
べ
や

す
い
し
、
具
体
的
な
歴
史
事
象
で
す
か
ら
、

そ
れ
こ
そ
思
考
を
め
ぐ
ら
せ
る
う
え
で
活
発

な
活
動
が
期
待
で
き
そ
う
で
す
。
し
か
し
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
子
ど
も
に
と
っ
て
手
近
な

の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
身
近
な
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
に
対
し
、
郷
土
の
歴
史
事
象
は
多
分

に
足
を
使
っ
た
探
索
を
伴
い
ま
す
。
実
際
に

見
た
り
確
か
め
た
り
し
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
こ
に
は
学
び
方
に
と
ど
ま
ら
ず
、

生
き
方
に
も
迫
る
学
力
の
形
成
が
あ
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
で
き
る
限
り
身
近
な
学
習
を

大
事
に
し
た
い
と
思
い
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。
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