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新
潟
県
教
育
界
に
お
け
る
「
学
閥
」
問
題
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第
四
章

「
派
閥
」
に
み
る
教
師
論
・
教
育
観

今
、
教
育
や
教
師
の
あ
り
方
が
鋭
く
問
わ
れ
て
い
る
。
本
連
載
で

は
こ
れ
ま
で
「
派
閥
」
の
利
権
支
配
の
実
態
や
そ
の
「
歴
史
」
に
つ

い
て
概
観
し
て
き
た
。
し
か
し
、
「
派
閥
」
が
新
潟
県
の
教
育
に
与

え
て
い
る
「
影
響
」
の
深
刻
さ
は
、
も
ろ
も
ろ
の
利
権
支
配
を
通
じ

て
教
師
の
心
を
統
制
し
、
そ
の
教
師
論
・
教
育
観
を
統
制
し
、
さ
ら

に
は
「
教
育
実
践
の
形
式
」
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

と
乙
ろ
に
あ
る
。
今
回
は
こ
の
よ
う
な
「
派
閥
」
の
教
師
論
・
教
育

観
の
特
質
に
ふ
れ
る
。

午
後
八
時
退
校
が
「
常
態
」
と
な
っ
て
い
る
学
校
も

｜
｜
過
密
・
長
時
間
労
働
と
進
行
す
る
教
師
の
健
康
破
壇
ー
ー

（
第
八
回
）

に
い
が
た
県
民
教
育
研
究
所
「
学
閥
」
研
究
会

教
師
は
今
、
極
め
て
忙
し
い
。
ま
た
、
そ
の
蔭
で
健
康
破
境
と
権

利
の
「
空
調
化
」
が
進
ん
で
い
る
。
小
学
校
で
は
給
食
指
導
の
た
め

に
昼
休
み
も
ゆ
っ
く
り
休
め
ず
、
ま
た
昼
休
み
に
も
会
合
が
も
た
れ

る
乙
と
が
あ
る
。
そ
し
て
放
課
後
に
な
る
と
明
日
の
授
業
の
準
備
の

た
め
に
時
間
が
と
れ
れ
ば
ま
だ
よ
い
方
で
、
い
ろ
ん
な
会
合
を
は
じ

め
、
子
ど
も
か
ら
集
め
た
諸
費
用
の
整
理
、
種
々
の
書
類

e

つ
く
り
、
学

校
の
雑
務
、
対
外
コ
ン
ク
ー
ル
の
準
備
な
ど
に
追
い
ま
く
ら
れ
る
。

学
期
末
と
も
な
る
と
成
績
の
整
理
や
通
信
簿
・
指
導
要
録
の
作
製
な

ど
で
家
庭
に
仕
事
を
も
ち
帰
り
、
翌
日
の
出
勤
を
気
に
し
な
が
ら
、

真
夜
中
す
ぎ
ま
で
昼
間
疲
れ
た
か
ら
だ
に
鞭
う
っ
て
仕
事
を
乙
な

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
学
校
で
は
さ
ら
に
放
課
後
、
部
活
の
指

導
が
加
わ
り
、
夜
七
時
、
八
時
と
学
校
に
居
残
る
と
と
に
な
る
。
官

製
の
「
研
究
指
定
校
」
な
ど
を
ひ
き
・
つ
け
て
い
る
場
合
な
ど
は
、
そ
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の
た
め
に
な
お
多
忙
化
に
拍
車
が
か
か
る
ロ
共
働
き
の
場
合
に
は
、

わ
が
子
の
子
育
て
に
充
分
心
く
ば
り
が
で
き
な
い
乙
と
や
保
育
園
の

送
り
迎
え
を
気
に
し
な
が
ら
の
勤
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
忙
化

の
中
で
労
働
基
準
法
や
「
職
員
の
勤
務
時
間
は
一
週
間
に
つ
い
て
四

十
四
時
間
と
す
る
」
（
新
潟
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
l
四
号
）
と
い
う

定
め
は
「
空
洞
化
」
し
、
「
年
次
休
暇
は
、
職
員
が
請
求
し
た
時
季

に
与
え
る
」
（
向
上
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
年
間
二
十
日
の
年
休
の

権
利
を
完
全
に
行
使
す
る
乙
と
は
「
夢
物
語
」
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
多
忙
化
の
中
で
、
教
師
は
毎
日
心
身
を
す
り
へ
ら
し
、

健
康
破
壊
が
進
ん
で
い
る
。
新
潟
県
教
組
養
護
教
員
部
に
よ
る
一
九

八
一
年
度
の
調
査
で
も
一
一
一
六
六
人
の
う
ち
「
健
康
で
あ
る
」
と

答
え
た
人
は
全
体
の
四
十
銘
に
す
ぎ
ず
、
六
割
の
人
が
肩
乙
り
、
眼

の
つ
か
れ
、
腰
痛
な
ど
何
ら
か
の
症
状
を
訴
え
て
い
る
。
ま
た
薬
を

常
用
し
て
い
る
人
は
十
三
路
、
通
院
中
の
人
が
十
一
筋
も
い
た
。
こ

の
よ
う
な
教
師
の
健
康
破
壊
は
現
在
で
は
一
層
深
刻
に
な
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
少
々
風
邪
を
ひ
い
て
も
学
校
や
同
僚
に
気
が
ね
し

て
無
理
を
押
し
て
出
勤
す
る
。
「
声
枯
れ
」
に
な
っ
て
も
無
理
に
声

を
出
し
て
悪
化
さ
せ
る
u

ス
ト
レ
ス
関
係
の
病
気
も
増
加
し
て
い
る
。

「
無
気
力
状
態
」
は
も
と
よ
り
宵
か
い
よ
う
や
十
二
指
腸
か
い
よ
う

も
教
師
に
は
多
い
。
気
を
ま
ぎ
ら
わ
す
た
め
に
つ
い
「
飲
み
」
す
ぎ

て
肝
臓
を
悪
く
す
る
。

教
師
の
多
忙
化
・
健
康
破
壊
は
子
ど
も
の
教
育
に
も
影
響
を
与
え

て
い
る
。
一
人
一
人
の
子
ど
も
に
ゆ
き
と
ど
い
た
教
育
を
、
と
恩
っ
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て
も
、
な
か
な
か
手
が
ま
わ
ら
な
い
。
ま
し
て
教
師
自
身
が
明
日
の

英
気
の
た
め
に
ゆ
っ
く
り
休
息
を
と
り
、
ま
た
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
活

動
な
ど
を
楽
し
む
と
い
う
「
ゆ
と
り
」
は
な
か
な
か
得
ら
れ
な
い
u

こ
の
よ
う
な
多
忙
化
を
解
消
し
、
ま
た
教
師
が
健
康
に
働
き
つ
づ

け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
教
師
の
増
員
や
学
級
定
数

の
減
少
な
ど
教
育
条
件
の
整
備
、
そ
れ
に
管
理
主
義
・
形
式
主
義
の

も
と
で
あ
ま
り
に
も
煩
雑
化
し
た
雑
務
の
排
除
な
ど
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
あ
わ
せ
て
教
師
自
身
が
休
息
の
権
利
を
含
め
て
は
た
ら
く
者
の

権
利
を
ま
も
り
、
充
実
さ
せ
る
乙
と
に
自
覚
を
も
ち
、
意
を
そ
そ
ぐ

こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
滅
私
奉
公
」
！
l
「
派
閥
」
の
労
働
観
｜
｜

ー
ー
は
た
ら
く
者
の
権
利
に
は
無
知
・
敵
視
｜
｜

め
っ
し
陪
4
C－q

「
派
閥
」
の
労
働
観
は
一
言
で
い
え
ば
「
滅
私
奉
公
」
で
あ
る
。

「
上
か
ら
」
与
え
ら
れ
た
仕
事
に
は
、
文
句
を
言
わ
ず
「
己
れ
を
空

し
う
し
て
そ
れ
に
打
ち
込
む
」
乙
と
が
「
美
徳
」
と
さ
れ
る
臼
「
派

閥
」
の
内
部
で
は
、
校
長
に
対
し
て
は
「
お
仕
え
す
る
」
と
い
う
言

葉
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
労
働
の
意
味
は
「
上
司
」

や
国
家
権
力
な
ど
「
上
位
の
も
の
」
と
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、

「
子
ど
も
の
立
場
を
最
優
先
さ
せ
る
」
と
い
う
教
育
の
大
原
則
が
忘

れ
ら
れ
て
い
る
。
臨
教
審
路
線
に
は
「
忠
実
」
で
あ
っ
て
も
教
育
条

件
の
整
備
に
は
冷
淡
な
乙
と
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。



戸

昨
年
（
一
九
八
七
年
）
春
の
年
度
初
め
に
、
四
十
人
学
級
ど
こ
ろ
か

四
十
六
人
学
級
が
新
潟
市
内
な
ど
で
十
五
学
級
発
生
し
た
。
乙
の
問

題
は
新
潟
県
統
一
労
組
懇
な
ど
に
よ
る
「
く
ら
し
と
雇
用
を
ま
も
る

春
の
総
行
動
」
の
一
環
と
し
て
の
県
教
育
委
員
会
交
渉
の
場
で
も
と

り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
後
六
学
級
に
減
っ
た
。
乙
の
学
級
の
あ
る
担
任

〈
『
と
き
わ
会
』
）
は
四
十
六
人
学
級
を
担
当
す
る
感
想
を
聞
か
れ

て
「
仕
事
で
す
か
ら
。
」
と
答
え
て
い
る
。
子
ど
も
の
教
育
条
件
を
少

し
で
も
よ
く
し
よ
う
と
い
う
観
点
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

教
師
に
対
す
る
労
働
強
化
は
「
使
命
感
」
の
強
調
を
テ
コ
に
し
て

行
わ
れ
る
。
教
育
に
た
ず
さ
わ
る
者
に
と
っ
て
「
使
命
感
」
は
重

要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
の
「
使
命
感
」
が
教
師
の
自
律
的

な
意
志
に
も
と
づ
く
も
の
か
、
あ
る
い
は
「
上
か
ら
」
強
制
さ
れ
た

も
の
か
、
ま
た
「
使
命
感
」
の
実
現
の
た
め
の
種
々
の
教
育
・
労
働

条
件
の
「
整
備
」
に
配
慮
が
払
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点

に
あ
る
。
精
神
主
義
的
で
一
面
的
な
「
上
か
ら
」
の
「
使
命
感
」
の

強
制
は
単
に
上
位
の
教
育
権
力
の
政
策
の
貫
徹
と
教
師
の
労
働
強
化

・
権
利
の
切
り
く
ず
し
の
道
具
で
し
か
な
い
。
朝
、
誰
よ
り
も
早
く

学
校
に
行
く
乙
と
を
「
使
命
」
と
し
て
い
る
校
長
や
教
頭
も
い
る
。

「
使
命
感
」
を
さ
か
ん
に
強
調
す
る
む
き
は
給
料
が
安
い
乙
と
な
ど

に
は
え
て
し
て
「
鈍
感
」
で
あ
る
。

「
派
閥
」
会
員
に
あ
っ
て
は
、
多
忙
化
し
た
教
師
の
仕
事
に
加
え

て
「
閥
」
の
「
仕
事
」
も
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
使

命
感
」
の
「
強
い
」
彼
等
は
休
日
も
返
上
し
て
し
か
も
、
「
お
金
」
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を
払
っ
て
ま
で
「
閥
務
」
に
打
ち
込
ん
で
い
る
。
乙
れ
ら
の
「
閥
務
」

は
「
研
修
会
」
で
あ
っ
て
も
「
寄
附
あ
つ
め
」
で
あ
っ
て
も
基
本
的

に
は
「
上
か
ら
」
の
「
割
り
当
て
」
制
で
あ
る
が
、
彼
等
は
そ
の
「
使

命
感
」
と
「
忠
誠
度
」
を
多
忙
化
の
な
か
で
も
競
っ
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
「
派
閥
」
の
幹
部
は
し
ば
し
ば
昼
間
か
ら
学
校
を
ぬ
け
出
し

て
「
派
関
」
が
ら
み
の
会
合
を
重
ね
て
お
り
、
夜
に
は
、
時
に
は
芸

者
を
あ
げ
て
、
「
酒
宴
」
に
興
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

憲
法
・
教
育
基
本
法
は
念
頭
に
な
し

｜
｜
意
識
調
査
に
み
る
校
長
の
『
教
育
観
」
｜
｜

さ
て
、
実
際
の
教
育
現
場
で
、
校
長
や
教
員
は
教
育
に
対
し
て
ど

の
よ
う
な
意
識
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
く
に
「
派
閥
」

に
お
け
る
「
閥
内
競
争
」
を
く
ぐ
り
ぬ
け
た
校
長
は
そ
の
長
年
に
わ

た
る
「
競
争
」
と
「
研
修
」
の
帰
結
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
「
教
育

観
」
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
乙
乙
に
新
潟
県
内
の
校
長
・

教
員
の
意
識
調
査
の
結
果
を
紹
介
し
よ
う
。

新
潟
大
学
の
熊
谷
一
乗
氏
（
現
、
創
価
大
学
）
は
「
ゆ
と
り
あ
る
、

し
か
も
充
実
し
た
学
校
生
活
」
の
実
現
を
「
め
ざ
し
た
」
第
五
次
学

習
指
導
要
領
の
学
校
現
場
へ
の
影
響
を
教
育
社
会
学
的
に
調
べ
る
た

め
、
一
九
八
五
年
に
意
識
調
査
を
行
っ
た
。
（
「
教
育
課
程
政
策
の
実

施
と
学
校
現
場
l
新
潟
・
長
岡
・
上
越
三
市
の
小
中
学
校
に
お
け
る
第
五
次

学
習
指
導
要
領
の
影
響
に
つ
い
て
」
、
新
潟
大
学
教
育
学
部
紀
要
第
二
十
七
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校長が教育課程編成の基本方針として重視していること（熊谷，1986)

上 鑓 中館 ド組 全体 小学校 中学校

学狩指導要領Iζ準拠する 75.9% 85.4% 83.1% 82.3% 81. H彰 回.9%乙と

教針育委従員会．がζ示としている 6.9 12.2 16.9 13.1 15.6 8.3 方につ

地峨の実態Iζ即応するζ 20. 7 19.5 15.3 18.5 16. 7 19.4 と

教師一映人一さ人せのる考えとを尊 17.2 4.9 6.8 8.5 7.8 8.3 置し反 乙

父母の要求意見を反映さ 。2.4 1.7 I. 5 I. 1 2.8 せるζと

学校の伝統を噂重するζ 3.4 2.4 。I. 5 1.1 。
と

子どもの実態に即応する 75.9 73.2 76.3 74.6 76. 7 72.2 乙と

憲法・教育基本法 。 。 。 。 。 。
その他 。 。 。 。 。 。

第 1表

「
公
孫
会
」
、
中
学
校
で
は
二
十
九
校
の
う
ち
十
七
校
が
「
と
き
わ

会
」
、
十
校
が
「
新
陽
会
」
で
あ
る
。
ま
た
長
岡
市
（
中
越
）
で
は
小

学
校
三
十
七
校
（
当
時
）
は
「
と
き
わ
会
」
（
十
八
校
）
と
「
公
孫
会
」

（
十
八
校
）
が
折
半
し
、
中
学
校
十
五
校
の
う
ち
「
と
き
わ
会
」
三

校
、
「
公
孫
会
」
六
校
、
「
新
陽
会
」
五
校
、
「
検
友
会
」
一
校
（
岡

南
中
）
で
あ
る
。

第
1
表
は
校
長
に
対
し
て
教
育
課
程
編
成
の
基
本
方
針
と
し
て
特

に
重
視
し
て
い
る
乙
と
を
八
つ
の
選
択
肢
か
ら
二
つ
選
ん
で
回
答
を

求
め
た
結
果
で
あ
る
。
驚
く
べ
き
乙
と
に
「
憲
法
・
教
育
基
本
法
」

と
の
回
答
は
ゼ
ロ
で
あ
る
。
ま
た
熊
谷
氏
は
「
現
場
の
創
意
工
夫
を

重
視
す
る
と
い
う
『
五
次
要
領
』
の
趣
旨
か
ら
『
教
師
一
人
一
人
の

考
え
方
を
尊
重
し
反
映
さ
せ
る
こ
と
』
が
多
く
な
る
か
も
知
れ
な
い

と
予
想
し
て
い
た
が
八
・
五
Mm
に
と
ど
ま
っ
た
。
」
と
述
べ
、
「
校
長

た
ち
は
、
概
し
て
、
学
習
指
導
要
領
の
総
則
第
一
項
の
規
定
を
忠
実

に
守
る
と
い
う
傾
向
を
み
せ
て
い
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
お

「
教
育
委
員
会
が
示
し
て
い
る
方
針
に
従
う
乙
と
」
が
比
較
的
少
な

い
の
は
、
新
潟
県
の
教
育
界
に
お
い
て
は
、
「
教
育
委
員
会
」
と
校

長
と
は
「
派
閥
」
を
通
じ
て
「
ツ
l
カ
l
」
の
関
係
で
あ
り
、
そ
の

「
方
針
」
は
校
長
に
と
っ
て
は
「
空
気
の
存
在
」
の
よ
う
に
「
自
明
」

の
乙
と
で
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
「
意
識
」
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

第
1
図
は
「
授
業
時
数
の
削
減
は
『
ゆ
と
り
と
充
実
』
を
も
た
－
り

し
た
か
」
と
い
う
聞
に
対
す
る
校
長
と
一
般
教
員
の
回
答
で
あ
る
が
、
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両
者
で
極
だ
っ
た
相
違
を
み
せ
て
い
る
。
「
あ
る
程
度
も
た
・
り
し
た

と
思
う
。
」
と
回
答
し
た
校
長
は
中
学
校
合
一
八
・
八
ぎ
に
く
ら
べ
て

・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－・・・・・・・・・・・・．．．．．．・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

第2図現状における飢意工夫の

困難性（熊谷，1986)

第 1図授業時数の削減は

「ゆとりと充実」をもたらしたか

（熊谷，rn邸〉
% 罰百
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小
学
校
（
五
三
・
五
銘
）
で
と
く
に
多
い
。
ま
た
第
2
図
の
「
現
状
に

お
け
る
創
意
工
夫
の
困
難
性
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
、

「
現
状
で
も
あ
る
程
度
創
意
工
夫
が
可
能
」
と
す
る
校
長
は
中
学
校

（
五
八
・
三
掲
）
に
く
ら
べ
て
小
学
校
（
七
二
・
三
店
）
で
よ
り
多
い
ロ

ま
た
「
難
し
い
」
、
「
不
可
能
に
近
い
」
と
答
え
た
校
長
・
教
員
は

そ
の
理
由
（
選
択
肢
よ
り
二
つ
回
答
〉
に
つ
い
て
、
校
長
で
は
「
日
常

の
授
業
・
生
徒
指
導
に
追
わ
れ
、
時
間
的
に
余
裕
が
な
い
か
ら
」

（
六
一
・
八
錨
）
が
最
も
多
く
、
「
指
導
計
画
の
消
化
に
精
一
杯
で
あ

る
か
ら
」
（
五
OMm）
、
「
ま
だ
教
師
側
に
創
意
工
夫
を
乙
ら
す
力

量
が
充
分
に
育
っ
て
い
な
い
か
ら
」
（
三
八
・
ニ
箔
）
、
「
学
習
指
導

要
領
を
は
じ
め
多
く
の
規
則
に
し
ば
ら
れ
て
い
る
か
ら
」
（
一
四
・
七

%
）
と
続
き
、
「
教
師
側
に
創
意
工
夫
の
意
欲
が
少
な
い
か
ら
」
（
一

一
・
八
銘
〉
と
「
雑
務
に
追
わ
れ
、
時
間
的
に
ゆ
と
り
が
な
い
か
ら
」

〈
一
一
・
八
箔
〉
の
順
と
な
っ
て
い
る
。

乙
れ
に
対
し
て
一
般
教
員
で
は
「
雑
務
に
追
わ
れ
、
時
間
的
に
ゆ

と
り
が
な
い
か
ら
」
（
五
五
・
九
第
）
が
第
一
位
で
あ
り
、
「
日
常
の

授
業
・
生
活
指
導
に
追
わ
れ
、
時
間
的
に
ゆ
と
り
が
な
い
か
ら
」
（
五

0
・
三
郷
）
が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。
乙
の
よ
う
に
「
実
情
の
認
識
」

に
お
い
て
も
校
長
の
「
意
識
」
は
、
一
般
教
員
の
そ
れ
と
は
か
な
り

ズ
レ
て
い
る
乙
と
を
う
か
が
い
知
る
乙
と
が
で
き
る
。

自
立
し
た
専
門
職
に
ふ
さ
わ
し
い
自
主
研
修
の
保
障
を

｜
｜
「
研
修
」
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て

l
l
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研
修
（
研
究
と
修
養
〉
は
教
師
の
「
い
の
ち
」
と
も
言
わ
れ
、
各

「
派
閥
」
も
ま
た
「
研
修
」
を
「
売
り
物
」
に
し
て
い
る
。
公
務
員

の
研
修
に
関
し
て
は
一
般
公
務
員
に
つ
い
て
は
「
職
員
に
は
、
そ
の

勤
務
能
率
の
発
揮
及
び
増
進
の
た
め
に
、
研
修
を
受
け
る
機
会
が
与

え
ら
れ
な
れ
ば
な
ら
な
い
」
お
よ
び
「
前
項
の
研
修
は
、
任
命
権
者

が
行
な
う
も
の
と
す
る
。
」
（
「
地
方
公
務
員
法
」
第
三
九
条
）
と
そ
の

目
的
と
「
行
政
研
修
」
と
し
て
の
性
格
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
、
教
員
の
研
修
に
つ
い
て
は
「
教
育
公
務
員
は
、
そ
の
職
責

を
遂
行
す
る
た
め
に
、
絶
え
ず
研
究
と
修
養
に
務
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
自
主
的
に
研
修
に
努
め
る
必
要
が
明
文
化
さ
れ
、
「
教
育
公

務
員
の
任
命
権
者
は
、
教
育
公
務
員
の
研
修
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
要

す
る
施
設
、
研
修
を
奨
励
す
る
た
め
の
方
途
そ
の
他
研
修
に
関
す
る

計
画
を
樹
立
し
、
そ
の
実
施
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
「
教
育

公
務
員
特
例
法
」
第
一
九
条
）
と
自
主
研
修
の
奨
励
と
条
件
整
備
に
つ

い
て
の
任
命
権
者
の
義
務
を
定
め
て
い
る
。
乙
れ
は
教
育
基
本
法
第

一
O
条
「
教
育
は
、
不
当
な
支
配
に
服
す
る
乙
と
な
く
、
国
民
全
体

に
対
し
直
接
に
責
任
を
負
っ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
と

い
う
教
育
に
お
け
る
不
当
支
配
の
排
除
と
自
主
性
の
確
立
、
お
よ
び

「
教
育
行
政
は
、
乙
の
自
覚
の
も
と
に
、
教
育
の
目
的
を
遂
行
す
る

に
必
要
な
諸
条
件
の
整
備
確
立
を
目
標
と
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
教
育
行
政
の
条
件
整
備
機
能
（
教
育
内
容
に
介
入
す

る
機
能
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
乙
と
に
注
意
さ
れ
た
い
〉
に
根
ざ
し
て
い

る。
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と
こ
ろ
で
現
今
で
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
反
し
て
自
主
的
研
修
の

た
め
の
時
間
や
経
費
の
保
障
を
は
じ
め
、
条
件
整
備
は
お
ろ
そ
か
に

さ
れ
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
管
理
強
化
の
た
め
の
「
命
令
研
修
」
が
ひ
ん

ぱ
ん
に
、
「
体
系
的
」
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
「
初

任
者
研
修
」
は
教
育
公
務
員
特
例
法
に
規
定
さ
れ
た
研
修
の
あ
り
方

に
反
し
、
ま
た
そ
の
「
試
行
」
段
階
で
多
く
の
問
題
が
あ
る
乙
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
現
在
六
ヶ
月
の
「
条
件
付

採
用
期
間
」
を
一
年
に
延
長
す
る
乙
と
と
セ
ッ
ト
に
し
て
強
行
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
。
「
条
件
付
採
用
期
間
」
と
い
う
考
え
方
自
身
が
労

働
基
準
法
の
精
神
に
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
る
が
「
初
任
者
研
修
」

は
こ
の
よ
う
に
雇
用
の
問
題
を
「
脅
し
」
に
使
い
な
が
ら
行
お
う
と

す
る
も
の
で
、
本
来
の
研
修
の
あ
り
方
か
ら
著
し
く
は
ず
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
「
教
育
職
員
免
許
法
」
の
改
悪
が
強
行
さ
れ
、
「
免
許

状
」
が
「
学
歴
差
」
に
も
と
ず
い
て
「
専
修
」
、
「
一
種
」
、
「
二

種
」
免
許
状
に
再
編
さ
れ
れ
ば
、
「
上
位
」
の
免
許
状
を
取
得
さ
せ

る
乙
と
を
テ
コ
に
し
て
「
官
製
研
修
」
が
強
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
乙

と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
「
研
修
」
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
教
育
基
本
法

．
教
育
公
務
員
特
例
法
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
教
員
の
自
主
的
な

研
修
を
大
切
に
し
、
教
育
行
政
が
そ
の
条
件
整
備
に
努
め
る
と
い
う

本
来
の
教
員
の
研
修
の
あ
り
方
が
、
臨
教
審
路
線
に
あ
か
ら
さ
ま
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
「
雇
用
」
や
「
免
許
状
」
、
あ
る
い
は
「
管
理
職

へ
の
登
用
」
な
ど
を
テ
コ
に
し
て
教
員
の
管
理
・
統
制
を
主
な
ね
ら
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い
と
し
た
命
令
的
な
研
修
に
変
質
さ
せ
ら
れ
て
き
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
研
修
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
教
師
の
あ
り
方
、

教
師
論
そ
の
も
の
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
教
育
基
本
法
の
立

場
は
教
師
を
自
立
し
た
専
門
職
と
し
て
そ
の
地
位
と
職
賓
の
遂
行
を

保
障
す
る
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
管
理
主
義
教
育
路
線
・
臨
教

審
路
線
の
立
場
は
教
師
を
上
下
の
管
理
系
統
で
拘
束
し
、
国
家
の
教

育
方
針
に
そ
っ
て
子
ど
も
の
教
育
を
遂
行
す
る
「
兵
隊
」
と
み
な
す

立
場
に
立
っ
て
い
る
。
教
育
基
本
法
の
立
場
は
国
際
的
に
み
て
も
ユ

ネ
ス
コ
の
「
教
員
の
地
位
に
関
す
る
勧
告
」
（
一
九
六
六
年
）
の
立
場

に
も
合
致
す
る
。
ユ
ネ
ス
コ
の
「
勧
告
」
で
は
ま
ず
「
指
導
的
諸
原

則
」
と
し
て
「
教
育
の
仕
事
は
専
門
職
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
」
「
教
員
の
労
働
条
件
は
、
効
果
的
な
学
習
を
最
も
よ
く
促
進
し
、

教
員
が
そ
の
職
業
的
任
務
に
専
念
す
る
乙
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
」
乙
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
、
「
教
育
の
権
利

と
責
任
（
職
業
の
自
由
）
」
の
な
か
で
「
教
育
職
は
専
門
職
と
し
て
の

職
務
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
学
問
上
の
自
由
を
享
受
す
べ
き
で
あ
る
。

教
員
は
生
徒
に
最
も
適
し
た
教
材
お
よ
び
方
法
を
判
断
す
る
た
め
の

格
別
の
資
格
を
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
承
認
さ
れ
た
計
画

の
枠
内
で
、
教
育
当
局
の
援
助
を
受
け
て
教
材
の
選
択
と
採
用
、
教

科
書
の
選
択
、
教
育
方
法
の
適
用
な
ど
に
つ
い
て
不
可
欠
な
役
割
り

を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
、
教
師
の
「
不
可
欠
の
役
割
」
を

明
記
し
て
い
る
。
蛇
足
な
が
ら
「
派
閥
」
が
い
ず
れ
の
教
師
論
の
立

場
に
立
っ
て
い
る
か
は
自
明
の
乙
と
で
あ
ろ
う
。
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「
教
育
団
体
と
し
て
の
と
き
わ
会
」

公
孫
会
」

ー

l

『
派
閥
」
の
論
弁
と
強
弁
｜
｜

・
「
良
鵠
あ
る
研
修
団
体
l

「
と
き
わ
会
」
の
正
規
の
会
合
で
は
ま
ず
「
と
き
わ
会
歌
」
（
「
松

は
緑
に
」
）
が
斉
唱
さ
れ
、
「
と
き
わ
会
本
旨
」
な
る
も
の
が
朗
読

さ
れ
る
「
後
景
」
に
は
「
日
の
丸
」
が
飾
ら
れ
る
。
（
「
公
孫
会
」
は

一
九
八
二
年
に
新
公
孫
会
歌
「
青
雲
仰
ぎ
」
を
定
め
、
レ
コ
ー
ド
に
し
て
会

員
に
頒
布
し
た
〉
こ
の
よ
う
な
「
儀
式
」
は
会
員
の
「
帰
属
意
識
」
を

「
高
め
」
、
ま
た
「
派
閥
」
の
本
質
を
「
美
辞
麗
句
」
で
と
り
つ
く

ろ
う
「
詑
弁
の
道
具
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

「
と
き
わ
会
本
旨
」
な
る
も
の
を
資
料
ー
に
示
し
た
。
「
と
き
わ

会
本
旨
」
制
定
の
過
程
で
は
「
元
来
同
胞
と
し
て
以
心
伝
心
の
感
応

に
よ
る
結
合
を
成
文
化
す
は
困
難
」
、
「
表
現
が
固
い
、
文
が
長
い
、

独
自
性
が
な
い
」
な
ど
の
意
見
が
あ
っ
た
が
最
後
は
「
文
章
は
い
ま

問
題
で
は
な
い
」
と
い
う
乙
と
で
一
九
六
六
（
昭
四
一
〉
年
に
「
制

定
」
と
相
成
っ
た
（
「
と
き
わ
会
報
」
第
五
十
号
、
一
九
七
O
年
三
ち
な

み
に
「
本
旨
」
と
い
う
言
葉
は
戦
前
に
は
「
国
体
の
本
旨
」
と
か
「
皇

国
勤
労
の
本
旨
」
と
か
さ
か
ん
に
使
わ
れ
た
。

さ
て
「
派
閥
」
は
自
ら
を
「
教
育
団
体
」
と
称
し
て
い
る
。
「
公

孫
会
」
は
わ
ざ
わ
ざ
「
良
識
あ
る
」
と
い
う
形
容
句
を
冠
し
て
「
良

識
あ
る
教
育
研
修
団
体
」
と
自
称
し
て
い
る
。
ま
た
「
公
明
正
大
」

と
い
う
言
葉
も
「
公
孫
会
」
が
「
好
ん
で
」
使
う
言
葉
の
一
つ
で
あ
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る
。
と
こ
ろ
で
「
派
閥
」
は
ど
の
よ
う
な
「
意
味
」
で
自
ら
を
「
教

育
団
体
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
き
わ
会
会
長
片
野
二
郎
氏
は
「
『
教
育
団
体
』
と
し
て
の
と
き

新潟県教育界における「学閥j問題（第8回）77 

資料 1
「ときわ会本旨」 (1966年制定）

（ときわ会会員名簿，1985による）

ときわ会本旨

1. われらは人格の形成者として社会的責任と自覚を堅持し

て進む者のつどいである。

人の子の師である教師は、無限の可能性を包蔵する子どもの人

格を形成するものである。

しかも、教育の盛衰は国家民族の隆替にかかわるだけでなく、

世界の平和と進展に日本国民が大なる役割をはたすことができる

か否かに通ずるものである。

乙のような教育の道に志し、それに努めるわれらは、乙の社会

的責任の重大さに深く思いをいたし、使命感に燃えなければなら

ない。

わ
会
」
と
題
し
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
（
「
と
き
わ
会
報
」
第
七

一
号
、
一
九
七
五
年
）
。

「
昨
昭
和
四
十
九
年
、

2. われらはつねに厳しくみずから鍛え、相互に錬磨しあう者

のつどいである。

教師lL.課せられた厳しい責任と使命を自覚する者は、まず、み

ずからの人生観、世界観の確立を期して、はげしくおのれを鍛え

ようとする。

そのために、われらはつねに先人の業を尋ね、同行の友と睦み、

次代に期待しつつ相互に教示し錬磨の道を歩む。

と
き
わ
会
一

O
一
年
の
発
足
に
あ
た
り
、

運
営
検
討
委
員
会

か
ら
と
き
わ
会
の

あ
る
べ
き
姿
、
ビ

ジ
ョ
ン
に
つ
い
て

答
申
を
い
た
だ
い

た。
答
申
に
よ
る
と

き
わ
会
の
将
来
の

あ
る
べ
き
姿
は

，
新
潟
県
教
育
を

リ
ー
ド
す
る
明
る

く
強
力
な
教
育
団

体
で
あ
る
’
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。

乙
の
教
育
団
体
と

い
う
乙
と
ば
に
つ

い
て
、
そ
れ
が
妥

当
な
用
語
で
あ
る

か
ど
う
か
い
ろ
い

ろ
意
見
が
出
さ
れ

3. われらは不朽の理想実現のために結集し、生々発展する者

のつどいである。

教育は国家百年の大計であり、個人を超えた永遠の生命である。

したがって、教師たるものは時速にまどわず、歴史を省み、将来

をおもんばかり、みずからの生命も生々躍動し、前進するもので

なくてはならない。

われらは終生この本旨を堅持し、崇高な理想を追求しようと

する者の総力を結集し、もって教育の進展に寄与しようとする

ものである。
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た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
私
見
を
の
べ
て
み
た
い
。
」
と
切
り
出
し
つ
教

育
団
体
と
し
て
の
と
き
わ
会
’
の
意
味
」
と
し
て
ご
般
に
教
育

団
体
と
い
う
場
合
、
教
育
作
用
を
営
む
団
体
を
い
う
。
社
会
教
育
法

第
十
条
に
社
会
教
育
諸
団
体
の
定
義
が
あ
る
が
、
乙
れ
を
借
り
て
表

現
す
れ
ば
、
，
公
の
支
配
に
属
し
な
い
団
体
で
、
教
育
に
関
す
る
事

業
を
行
な
う
乙
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
団
体
’
と
い
う
乙
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
乙
れ
を
と
き
わ
会
に
あ
て
は
め
て
み
た
場
合
ど
の
よ

う
に
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
き
わ
会
が
行
な
う
教
育
に
関

す
る
事
業
の
主
た
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
」

そ
し
て
と
き
わ
会
の
「
事
業
」
と
し
て
一
、
会
員
相
互
の
練
磨
に

よ
る
会
員
み
ず
か
ら
の
教
育
二
、
教
育
に
対
す
る
関
心
、
尊
重
の

風
潮
の
高
揚
三
、
前
二
者
に
関
連
し
て
な
さ
れ
て
い
る
そ
の
他
の

事
業
、
を
あ
げ
て
い
る
。

「
と
き
わ
会
」
は
「
論
弁
」
を
得
意
と
し
、
「
公
孫
会
」
は
「
強

弁
」
を
得
意
と
す
る
。
し
か
し
「
と
き
わ
会
会
長
」
の
上
記
の
文
章

に
は
論
弁
を
弄
し
き
れ
な
い
「
苦
労
」
が
に
じ
み
出
て
い
る
。
事
実

に
て
ら
せ
ば
「
派
閥
」
は
「
公
の
支
配
に
属
し
な
い
団
体
」
で
は
な

く
公
を
支
配
し
て
い
る
団
体
で
あ
り
、
「
教
育
に
関
す
る
事
業
の
主

た
る
も
の
」
は
校
長
・
教
頭
・
教
育
委
員
会
な
ど
の
ポ
ス
ト
支
配
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
言
え
な
い
故
に
「
派
閥
」

が
い
く
ら
「
教
育
団
体
」
を
自
称
し
よ
う
と
も
説
得
力
に
欠
け
る
の

で
あ
る
。
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形
式
主
義
化
す
る
「
派
閥
」
の
「
教
育
実
践
」

l
l
「
教
育
実
践
」
そ
の
も
の
よ
り
「
実
践
報
告
」
が
大
切

l
l

「
閥
内
競
争
」
に
勝
ち
抜
く
に
は
「
教
育
実
践
」
を
「
か
た
ち
」

に
し
な
け
ば
な
ら
な
い
。
「
何
で
も
刷
り
物
に
す
る
」
と
い
う
の
が

そ
の
「
極
意
」
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
教
育
実
践
そ
の
も

の
よ
り
も
「
実
践
報
告
」
の
方
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「
派
閥
」
の
「
教
育
実
践
報
告
」
の
大
部
分
は
「
教
育
実
践
を
の
も

の
」
の
「
内
容
」
の
割
に
は
「
文
章
」
が
「
餓
舌
」
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
「
報
告
」
の
ス
タ
イ
ル
に
も
一
定
の
「
型
」
が
で
き
上
が
っ
て

い
る
。
附
属
学
校
の
「
教
育
実
銭
報
告
」
は
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な

「
型
」
の
「
原
型
」
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
に
形
式
主
義
化

し
た
「
教
育
実
践
報
告
」
の
「
ス
タ
イ
ル
」
が
逆
に
「
教
育
実
践
そ

の
も
の
」
の
「
ス
タ
イ
ル
」
を
規
定
し
、
「
教
育
実
践
そ
の
も
の
」

を
形
式
主
義
化
さ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
教
育
の
現
実
に
根
ざ
し
た

具
体
的
な
問
題
意
識
に
も
と
。
つ
い
て
「
教
育
実
践
」
が
展
開
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
ま
ず
「
頭
の
中
」
に
「
報
告
書
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ

っ
て
、
そ
れ
に
そ
っ
て
「
教
育
実
践
」
が
「
展
開
」
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
乙
の
「
実
践
」
と
「
報
告
」
の
「
ス
タ
イ
ル
」
は
「
派

閥
」
の
内
部
で
は
「
公
認
」
の
方
法
で
あ
り
、
一
定
の
「
商
品
価
値
」

を
も
っ
て
い
る
。

乙
の
よ
う
な
形
式
主
義
化
し
た
教
育
実
践
報
告
に
「
慣
れ
て
」
し

ま
っ
て
い
る
「
派
閥
」
会
員
に
と
っ
て
、
教
育
実
践
そ
の
も
の
を
悶
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い
直
す
こ
と
は
そ
れ
な
り
に
「
価
値
観
」
の
変
更
を
要
求
し
、
戸
惑

う
。
そ
し
て
単
に
「
目
新
し
い
形
式
主
義
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
が
「
偉

大
な
教
育
実
践
」
に
み
え
た
り
す
る
。

歴
史
的
に
み
る
と
、
「
派
閥
」
に
お
い
て
も
昨
今
の
よ
う
な
形
式

主
義
的
な
「
実
践
」
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
な
り
の
意
欲
的
な
教
育

実
践
の
と
り
く
み
が
行
わ
れ
た
乙
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
「
と

き
わ
会
」
に
お
け
る
附
属
新
潟
小
学
校
の
「
新
潟
プ
ラ
ン
」
（
生
活
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
に
よ
る
実
践
〉
や
「
公
孫
会
」
に
お
け
る
地
域
の
社
会
や

自
然
を
対
象
化
し
た
実
践
な
ど
は
そ
の
よ
う
な
も
の
に
挙
げ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
実
践
は
い
ず
れ
も
戦
後
の
日
本
の
民
主
化
の

「
う
ね
り
」
を
そ
の
背
景
に
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
附
属
新
潟
小
学

校
は
一
九
四
七
（
昭
二
二
）
年
度
の
「
教
育
目
標
」
と
し
て
憲
法
・
教

育
基
本
法
・
学
校
教
育
法
・
学
習
指
導
要
領
の
検
討
を
か
か
げ
、
さ

ら
に
教
育
調
査
の
実
施
と
し
て
地
域
社
会
の
実
態
調
査
（
教
育
の
一
般

目
標
に
対
す
る
検
討
・
自
然
環
境
の
調
査
な
ど
）
お
よ
び
児
童
の
実
態
調

査
（
生
活
活
動
調
査
・
学
習
活
動
調
査
）
を
か
か
げ
て
い
る
。

し
か
し
現
在
で
は
「
派
閥
」
が
「
研
修
」
の
た
め
に
多
大
の
「
人

悶
」
と
「
時
間
」
と
「
労
力
」
を
費
し
て
い
る
割
に
は
、
創
造
的
な

教
育
実
践
を
生
み
だ
す
「
活
力
」
は
萎
え
て
し
ま
っ
て
お
り
、
も
っ

ぱ
ら
形
式
主
義
化
し
た
「
教
育
実
践
」
の
「
堂
々
め
ぐ
り
」
を
し
て

い
る
。
そ
し
て
「
堂
々
め
ぐ
り
」
か
ら
「
脱
却
」
す
る
「
道
」
を
文

部
省
の
「
方
針
」
を
「
先
取
り
」
す
る
乙
と
に
見
出
し
て
い
る
。
「
と

き
わ
会
」
に
お
け
る
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
教
育
」
や
「
公
孫
会
」
に

新潟県教育界における「学閥J問題（第8回）乃

お
け
る
「
合
科
指
導
」
や
「
生
活
科
」
の
「
先
導
的
試
行
実
践
」
な

ど
は
そ
の
例
で
、
乙
れ
ら
は
「
公
孫
会
副
会
長
」
の
在
任
校
で
あ
る

上
越
市
立
大
手
町
小
学
校
な
ど
「
派
関
」
の
「
拠
点
校
」
で
ま
ず
「
試

行
」
さ
れ
る
。
文
部
省
の
「
方
針
」
を
「
先
取
り
」
す
る
乙
と
に
か

け
て
は
「
と
き
わ
会
」
よ
り
「
公
孫
会
」
の
方
が
半
歩
早
い
。

「
ス
ジ
」
を
通
す
よ
り
「
義
理
」
通
せ

1

1
尋
問
」
の
「
世
界
」
は
「
義
理
」
と
「
情
実
」
｜
｜

「
派
閥
」
の
人
間
関
係
に
お
い
て
は
「
義
理
を
通
す
」
乙
と
が
最

も
「
重
視
」
さ
れ
る
。
「
ス
ジ
」
の
通
っ
た
議
論
の
展
開
は
う
と
ん

じ
ら
れ
、
合
理
的
・
民
主
主
義
的
要
求
や
批
判
は
嫌
わ
れ
る
。
「
派

閥
」
の
「
世
界
」
で
は
「
ス
ジ
を
通
す
よ
り
義
理
通
せ
」
と
い
う
乙

と
を
教
え
ら
れ
る
。
「
飲
み
会
」
は
最
も
重
要
な
「
社
交
場
」
で
あ

る
。
「
酒
」
が
進
む
に
つ
れ
て
、
「
昼
間
」
の
「
ま
じ
め
な
」
議
論

な
ど
は
ど
乙
か
に
す
っ
と
ん
で
し
ま
う
。
「
酒
の
つ
ぎ
方
」
の
上
手

・
下
手
が
「
教
員
人
生
」
を
左
右
す
る
。

「
派
閥
」
の
中
で
は
「
親
分
l
子
分
」
関
係
が
で
き
上
が
っ
て
い

る
。
「
親
分
」
に
は
「
盆
」
・
「
暮
」
の
「
つ
け
届
け
」
は
も
と
よ
り
、

言
わ
れ
た
乙
と
に
は
何
か
「
意
見
」
が
あ
っ
て
も
、
言
わ
れ
た
と
お

り
に
す
る
「
ふ
り
」
を
す
る
。
「
上
か
ら
の
指
令
」
に
従
わ
な
い
乙
と
は

「
不
義
理
」
と
さ
れ
る
。
「
親
分
」
の
家
族
の
動
向
に
ま
で
た
え
ず

「
気
配
り
」
が
必
要
で
あ
る
。
「
親
分
」
に
は
「
あ
な
た
の
た
め
な
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ら
ば
：
：
：
。
」
と
歯
の
う
く
よ
う
な
「
ラ
プ
・
コ
ー
ル
」
も
時
に
は
す

る
。
人
目
に
ふ
れ
る
「
印
刷
物
」
の
中
で
「
親
分
」
を
も
ち
上
げ
る

乙
と
も
よ
く
使
う
手
で
あ
る
。
「
親
分
」
の
選
び
方
も
「
教
員
人
生
」

を
左
右
す
る
。
自
分
の
「
親
分
」
が
途
中
で
亡
く
な
っ
た
り
す
る
と

「
教
員
人
生
」
に
「
展
望
」
が
も
て
な
く
な
る
。

「
親
分
」
は
何
人
か
の
「
子
分
」
を
か
か
え
て
い
る
。
「
子
分
」
は

「
親
分
」
に
対
し
て
た
え
ず
「
忠
誠
」
を
競
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
「
親
分
l
子
分
」
関
係
は
総
体
と
し
て
は
一
種
の
「
緊
張
関
係
」

に
あ
る
。
決
定
的
な
場
面
で
「
親
分
」
の
「
判
断
」
が
下
さ
れ
る
。

そ
の
「
判
断
」
が
し
ば
し
ば
「
情
実
的
」
に
な
さ
れ
る
た
め
に
「
敗
れ

た
」
子
分
に
は
不
満
が
う
っ
せ
き
す
る
。

「
派
閥
」
の
「
世
界
」
は
ま
じ
め
な
教
育
者
の
そ
れ
と
は
縁
遠
い

「
義
理
」
と
「
情
実
」
の
「
世
界
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
教
育
の

場
に
お
い
て
も
偽
善
的
「
道
徳
」
の
強
調
や
非
合
理
的
な
「
心
情
的

認
識
」
に
は
「
肌
が
合
っ
」
て
も
「
民
主
主
義
」
や
「
平
和
」
・
「
男

女
同
権
」
な
ど
の
問
題
に
は
「
肌
が
合
わ
」
ず
そ
れ
ら
を
「
語
る
」

乙
と
は
「
タ
ブ
l
視
」
さ
れ
る
。
科
学
的
認
識
の
意
義
や
子
ど
も
の

科
学
的
な
発
達
観
の
理
解
な
ど
も
彼
等
の
「
世
界
」
の
外
に
あ
る
。

「
義
理
」
を
基
軸
と
す
る
彼
等
の
「
道
徳
観
」
は
上
へ
上
へ
と
連
な

っ
て
「
天
皇
」
に
対
す
る
「
義
理
」

H

「
忠
」
に
到
達
す
る
。
「
叙

勲
」
は
「
派
閥
」
の
中
で
は
最
大
の
「
栄
誉
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

る
。
「
天
皇
の
官
吏
」
と
し
て
の
「
教
員
人
生
」
が
乙
乙
に
「
極
ま

る
」
の
で
あ
る
。
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新
潟
県
に
お
け
る
教
員
採
用
の
動
向
と
「
派
閥
」

ー
採
用
差
別
を
な
く
し
、
公
正
で
適
切
な
教
員
採
用
の
実
現
を
1

さ
て
以
上
の
よ
う
な
「
封
建
社
会
」
の
「
造
物
」
と
も
い
う
べ
き

人
間
関
係
を
構
成
し
て
い
る
「
派
閥
」
に
「
新
人
類
」
と
い
わ
れ
る

「
青
年
教
師
」
が
大
し
た
「
疑
問
」
や
「
違
和
感
」
を
も
た
ず
に

「
次
々
と
」
加
入
し
て
い
く
「
現
実
」
を
ど
う
み
た
ら
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。問

題
は
大
学
に
お
け
る
教
員
養
成
、
つ
ぎ
に
教
員
採
用
、
そ
し
て

「
晴
れ
て
」
教
師
に
な
っ
た
「
教
員
社
会
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
横
た
わ

っ
て
い
る
。
教
員
養
成
に
つ
い
て
は
戦
前
の
師
範
学
校
制
度
の
反
省

の
上
に
た
っ
て
、
戦
後
、
「
教
員
養
成
は
大
学
に
お
い
て
行
う
」
と

い
う
大
原
則
が
確
立
さ
れ
た
。
乙
れ
は
自
由
で
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
雰

囲
気
の
も
と
で
科
学
的
・
批
判
的
精
神
と
広
い
教
養
を
身
に
つ
け
た

教
師
の
養
成
を
ね
ら
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
在
で
は

教
職
免
許
法
に
よ
る
単
位
の
拘
束
や
学
生
の
「
学
ぶ
」
姿
勢
の
低
下

な
ど
に
と
も
な
っ
て
そ
の
理
念
は
危
う
く
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
教
員
採
用
試
験
の
あ
り
方
が
教
員
を
志
望
す
る
学
生
の

「
学
ぶ
」
姿
勢
に
重
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
近
年
、
教
師
へ
の

道
が
「
狭
く
な
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
。
第
2
表
お
よ
び
第
3
表
に
新

潟
県
の
小
学
校
お
よ
び
中
学
校
（
教
科
別
）
の
男
女
別
の
採
用
状
況

を
示
し
た
。
十
年
以
上
前
に
く
ら
べ
て
最
近
で
は
小
学
校
は
採
用
率
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が
低
く
、
中
学
校
で
は
逆
に
高
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
乙
乙
で
注
目

す
べ
き
乙
と
は
、
小
学
校
で
は
一
九
八
五
（
昭
六
O
年
）
年
度
採
用
か

ら
最
近
の
三
年
間
は
男
子
の
採
用
率
に
く
ら
べ
て
女
子
の
採
用
率
が

一
貫
し
て
低
い
乙
と
で
あ
る
。
女
子
の
採
用
率
が
男
子
に
く
ら
べ
て

低
い
「
現
象
」
は
ま
た
中
学
校
の
社
会
科
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
一

九
七
四
年
度
以
降
の
最
近
一
四
年
聞
を
み
て
も
女
子
の
中
学
校
社
会

科
採
用
者
は
年
四
名
が
最
多
で
あ
る
。

一
方
、
教
員
採
用
に
あ
た
っ
て
は
「
切
捨
御
免
」
の
「
思
想
差
別
」

も
行
わ
れ
て
い
る
。
本
連
載
（
第
五
回
）
に
お
い
て
も
「
派
閥
」
に

よ
る
こ
の
よ
う
な
憲
法
違
反
の
「
思
想
差
別
」
の
実
態
の
一
端
を
明

ら
か
に
し
た
が
、
そ
れ
は
今
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
直
接
採

用
試
験
に
た
ず
さ
わ
る
管
理
主
事
や
指
導
主
事
の
手
を
は
な
れ
て
、

「
超
法
規
的
」
に
「
派
閥
」
の
極
少
数
の
幹
部
が
「
管
理
」
し
て
い

る。
以
上
の
よ
う
な
「
教
員
採
用
」
の
「
不
透
明
」
さ
は
、
教
員
を
志

望
す
る
学
生
に
教
育
界
に
対
す
る
不
信
を
つ
の
ら
せ
る
と
同
時
に

科
学
的
精
神
と
民
主
主
義
的
感
覚
を
マ
ヒ
さ
せ
、
教
員
採
用
試
験
に

「
合
格
」
す
る
乙
と
を
「
第
一
義
」
と
し
て
本
来
自
由
で
あ
る
べ
き

学
問
へ
の
態
度
を
萎
縮
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
、
「
派
閥
」
を
「
受

容
」
す
る
「
伏
線
」
と
も
な
っ
て
い
る
。

教
員
採
用
は
受
験
者
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
。
子
ど
も
・
父
母
・

教
育
現
場
に
も
重
大
な
か
か
わ
り
を
も
っ
、
社
会
的
責
任
の
重
い
「
仕

事
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
試
験
問
題
や
採
用
基
準
が
公
開
さ
れ
、
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ま
た
情
熱
と
資
質
ゆ
た
か
な
青
年
教
師
を
選
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
公
正

で
適
切
な
方
法
で
運
用
さ
れ
る
乙
と
が
切
望
さ
れ
る
。

新潟県の小中学校教員の男女別採用状・況（新潟県教育年報による）

採周年度 男 女 総 Jt 
線用数／受験者数 保1日本 採用数／受験者数 係周:f.I 採用数／受験者数 t柔用率

JS邸（昭63）年度 /1254名
1987（昭62) 144/443名 32.5% 191/764名 25.0% 335/1207名 27.8労

1986（昭61) 136/507 26.8% 159／邸3 19.1% 295/1340 22.0% 

1985（昭60) 143／飽6 20.8% 153/928 16.5% 296/1614 18.3% 

1984（日lJ59) 139/547 25.4% 280/840 33.3% 419/1387 30.2% 

1983（昭58) 277/544 50.9% 295/799 36.9% 572/1343 42.6労

1982（日{.i57) 2凶／5却 39.59ぢ 252/775 32.5% 461/13倒 35.4彪

1981(昭56) 179/516 34.7% 221/曲1 32.5% 400/1197 33.4% 

19卸（昭55) 129／“。 却.3% お4/7お 38.7% 413/1173 35.2% 

1979（昭54) 106/313 33.9~彰 241/632 38.H彰 剖7/945 36.7必

1978（昭53) 84/197 42.6労 2倒／531 49.7% 348/ 728 47.8% 

1977（昭52) 84/139 60.4% 282/4槌 57.8% 366/ 627 国.4%

1976（昭51) 94/139 67.6% 163/369 44.1% 257/ 5佃 50.6鯵

1975（昭50) 52/121 43.0勉 119/301 39.5% 171/ 422 40.5箔

1974Cl!R49) 57/114 50.0% 93/233 39.9$ 時0/347 43.2$ 

第2表
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新潟県の中学校教員の教科別・男女別採用状況（新潟県教育年報による）

男 9: 総計 男 女 総 計

保ffliド度 採用者／受験者 銀問者／受験;tJ・ 平絢採用率 採問者／受験者 保m者／受験者 平均係周囲ド

同 m 社 z玄三、
1蝿7年度 19/49 29/ 93 48/142(34%) 31/2師 2／倒 33/270(12%) 

1曲6年度 16/79 25/I07 41/186(22必〉 32/256 4／回 36/339( 11 % ) 

1曲5年度 13/53 26/106 39/159(25%) 28／幻3 3/101 31/374( 8%) 

数 学 理 科

1987~度 27/46 13/14 40/ 60(67%) 37/ 59 10/18 47/ 77(61%) 

1986年度 21/45 9/19 30/ 64(47%) 28/ 78 5/17 33/ 95(35%) 

1985制定 31/70 4/ 9 35/ 79(44~百｝ 36/103 4/23 40/126(32%) 

正LT ヨ長 ~ 術

1987年度 4/12 25/67 29/ 79(37%) 11/30 12/26 23/ 56(4H初

1986ff;皮 4/14 12／制 16／回（24%) 13/33 6／お 19/ 56(34%) 

1985年度 4/ 9 30/71 34／曲（43%) 12/34 8/25 20/ 59(34%) 

保健体符 t主 術

1987年度 29/1鈎 I0/65 39/195（却%） 16/16 0/0 16/ 16000目的

ω邸年度 28/121 10/60 38/181(21%) 9/16 0/0 9/ 16(56%) 

1985年度 22/ 75 8/57 30/132(239的 12/16 0/0 12/ 16(75~約

家 !ff !If 語

1987年度 0/0 14/ 56 14/ 56(25%) 21/59 24/62 45/121(37%) 

ω邸年度 0/0 13/ 93 13/ 93(14%) 14/79 12/87 26/166(16%) 

1鵠Sfl；度 0/0 8/112 8/112( 7%) 19/82 12/70 31/152(20%) 

中 学 佼 総 A十

男 女 総合計

悶邸~皮 /ll09 

1987年度 195／印7(32.1%) 139/ 465(29. 9%) お4/1072(31. 2箔｝

1986年度 165/721(22.9%) 96/543(17. 7%) 261/1264(20. 6%) 

1985年度 177/715(24. 8%) 103/574(17.9%) 280/1289(21. 7%) 

1984年度 141/671(21. 0%) I05/ 485(21. 6%) 246/ 1156(21. 3%) 

1983年度 142/672(21. 1%) 69/52903. o~的 211/120](17.6%) 

1982年度 211/904(23. 3%) 100/648(15. 4%) 311/1552(20.0%) 

1咽If!'！変 75/68](JJ.0%) 51/臼9(9.3%) 126/1230( JO. 2%) 

1錨0年度 64/656( 9.8%) 25/663( 3.8%) 朗／1319(6. 7%) 

1979年度 31/495( 6.3%) 11/556( 2.0%) 42/1051( 4.0~的

1978年度 44/36901. 9%) 24/427( 5.6労） 68/ 796( 8.5%) 

1977年度 回／410(19.5%) 61/351(17.4%) 141/ 761(18.5形）

1975年度 26/244(10. 7%) 16/219( 7.3%) 42/ 463( 9. 1%) 

第3表
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