
学
ん
で
い
く
「
省
察
的
実
践
家
」
で
あ
る
と
す
る
と
、

教
職
員
の
学
び
（
教
職
員
研
修
）
の
大
事
な
役
割
は
、

省
察
が
深
ま
る
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
だ
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
理
論
を
正
確
に
伝
え
、
理
解
さ
せ
、
持

ち
帰
ら
せ
る
、
従
来
型
の
研
修
の
イ
メ
ー
ジ
と
大
き

く
異
な
り
ま
す
。

知
識
の
扱
い

　

教
職
員
研
修
の
大
事
な
役
割
が
、
省
察
が
深
ま
る

環
境
の
提
供
に
あ
る
と
し
た
場
合
、
研
修
の
中
で
知

識
を
扱
う
こ
と
に
価
値
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
か
と
考
え
を
巡
ら
せ
ま
し
た
。

　

こ
の
と
き
思
っ
た
の
は
、知
識
に
触
れ
る
こ
と
は
、

省
察
を
深
め
る
上
で
、
有
用
な
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

例
え
ば
、
教
科
特
有
の
「
見
方
・
考
え
方
」
や
他

の
教
師
の
実
践
に
触
れ
る
こ
と
は
、
自
ら
の
授
業
実

践
を
振
り
返
る
視
点
を
得
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま

す
。
ま
た
、
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
論
に
触
れ
る

こ
と
は
、
自
身
の
学
校
運
営
に
つ
い
て
捉
え
直
す
契

機
と
な
り
得
ま
す
。
他
の
教
育
者
や
他
国
が
大
事
に

し
て
い
る
教
育
の
姿
に
触
れ
る
こ
と
は
、
自
身
の
子

供
観
や
、
教
育
観
を
振
り
返
る
き
っ
か
け
と
な
り
得

ま
す
。

　

た
だ
、
知
識
を
「
情
報
の
シ
ャ
ワ
ー
」
の
よ
う
に

浴
び
続
け
る
研
修
で
は
、
は
じ
め
は
自
分
の
経
験
に

照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
面
白
く
聞
い
て
く
れ
て
も
、

徐
々
に
、
自
身
の
経
験
を
振
り
返
り
な
が
ら
知
識
を

咀
嚼
す
る
余
裕
も
意
欲
も
失
わ
れ
て
い
き
、
研
修
の

時
間
が
苦
痛
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
思
い
ま
す
２
。

　

大
切
な
の
は
、
知
識
の
習
得
そ
れ
自
体
を
目
的
に

知
識
を
提
供
す
る
の
で
は
な
く
、
学
び
が
そ
れ
ぞ
れ

の
実
践
と
紐
づ
け
ら
れ
、
省
察
が
深
ま
っ
て
い
く
よ

う
、
そ
の
契
機
と
し
て
知
識
を
提
供
す
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

学
び
を
完
結
さ
せ
よ
う
と
し
な
い
こ
と

　

研
修
の
場
が
、
日
常
の
実
践
と
紐
づ
き
な
が
ら
、

省
察
が
深
ま
っ
て
い
く
場
だ
と
捉
え
た
と
き
、
研
修

を
実
施
す
る
際
に
大
事
な
こ
と
は
、「
研
修
の
中
で
、

学
び
が
完
結
す
る
よ
う
に
」
と
「
思
わ
な
い
」
こ
と

で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ま
し
た
。

　

日
々
、
研
修
の
仕
事
を
し
て
い
る
と
、「
研
修
は

と
っ
て
も
大
事
だ
症
候
群
」に
陥
り
、「
こ
の
研
修
で
、

こ
う
い
っ
た
力
を
付
け
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
！
」
と

肩
に
力
が
入
り
が
ち
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に

思
え
ば
思
う
ほ
ど
、「
し
っ
か
り
学
ん
で
も
ら
っ
た
」

と
い
う
気
持
ち
を
持
ち
や
す
い
、
知
識
伝
達
型
の
手

法
を
取
り
た
く
な
り
ま
す
。

　

実
際
に
は
、
教
職
員
研
修
は
、
先
生
方
が
現
場
で

日
々
力
量
を
深
め
て
い
る
日
常
の
中
に
、
僅
か
な
時

間
、
位
置
付
く
も
の
で
あ
り
、
先
生
方
は
、
研
修
を

受
け
な
い
で
も
、
日
々
、
現
場
で
学
び
、
様
々
に
考

え
を
巡
ら
せ
な
が
ら
、
自
ら
力
を
高
め
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
、先
生
方
の
日
々
の
「
探
究
」
が
「
よ

り
」
豊
か
な
も
の
と
な
る
よ
う
支
援
す
る
の
が
研
修

の
役
割
だ
と
捉
え
た
と
き
、
学
び
を
研
修
の
中
で
完

結
さ
せ
よ
う
と
せ
ず
、
少
し
肩
の
力
を
抜
い
て
、
こ

れ
ま
で
の
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
実
践
へ
の
想
像
が

参
加
者
の
中
で
豊
か
に
広
が
っ
て
い
く
、
開
か
れ
た

学
び
に
な
る
よ
う
、
研
修
の
場
を
つ
く
る
こ
と
が
重

要
な
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
に
思
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

コ
ア
研
修
の
性
格
付
け

　

七
月
の
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｓ
戦
略
の
策
定
後
、
夏
の
教
育
委

員
会
行
脚
や
様
々
な
研
修
へ
の
参
加
の
中
で
、
朧
気

な
が
ら
見
え
て
来
て
い
た
も
の
が
、
中
央
研
修
の
吟

味
や
荒
瀬
理
事
長
の
ご
示
唆
、
文
献
の
読
み
込
み
な

ど
を
経
て
徐
々
に
形
を
成
し
、
教
師
の
専
門
性
と
は

何
か
、
教
職
員
研
修
の
役
割
と
は
何
か
、「
探
究
」

と
は
何
か
、「
探
究
型
研
修
」
と
は
ど
う
い
う
も
の

か
と
い
っ
た
こ
と
が
、少
し
ず
つ
見
え
て
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
年
末
、
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｓ
の
研
修
計

画
の
中
で
、
以
下
の
よ
う
に
コ
ア
研
修
を
性
格
付
け

ま
し
た
。

　
「
自
ら
問
い
を
立
て
、
実
践
の
振
り
返
り
や

対
話
、
知
識
の
習
得
を
重
ね
な
が
ら
、
実
践
を

展
開
す
る
こ
と
で
、
自
他
の
価
値
観
を
捉
え
直

し
、
新
た
な
問
い
や
実
践
に
向
か
う
」
持
続
的

な
探
究
プ
ロ
セ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、
教
師
自
身
の
課
題
を
探
究
す
る
力
や
、
探

究
的
な
学
び
を
デ
ザ
イ
ン
し
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

す
る
力
と
い
っ
た
、教
師
に
と
っ
て
中
核
的（
コ

ア
）
に
求
め
ら
れ
て
い
る
力
を
高
め
る
。

　

こ
の
性
格
付
け
に
は
、

●

シ
ョ
ー
ン
の
「
実
践
的
省
察
家
」
の
議
論
を
踏
ま

え
た
「
振
り
返
り
（
省
察
）」

●

夏
の
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
を
踏
ま
え
た
「
対
話
」

●

省
察
を
深
め
る
上
で
の
「
知
識
の
有
用
性
」

ド
ナ
ル
ド
・
シ
ョ
ー
ン

　

こ
の
頃
、
つ
ら
つ
ら
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
、
も

う
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
教
職
員
は
、
ど
の
よ

う
に
力
を
伸
ば
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
中
で
、
最
も
、「
そ

う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
か
」
と
思
っ
た
の
は
、
ド
ナ

ル
ド
・
シ
ョ
ー
ン
が
一
九
八
〇
年
代
に
提
唱
し
た「
省

察
的
実
践
家
」
の
議
論
で
す
。

　

シ
ョ
ー
ン
は
、
広
範
な
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
を

も
と
に
、
私
た
ち
が
一
般
に
抱
く
専
門
職
像
に
再
考

を
迫
っ
た
学
者
で
す
。
教
師
教
育
の
世
界
に
、
最
も

影
響
を
与
え
た
学
者
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

一
般
に
専
門
職
（professional

）
と
い
う
と
、

科
学
的
理
論
を
厳
密
に
適
用
す
る
人
た
ち
の
こ
と
が

想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
が
医
師
を
思
い
浮

か
べ
る
と
き
に
想
像
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
が
、
こ
れ
に

近
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
で

の
専
門
職
の
問
題
解
決
は
、
ち
ょ
う
ど
医
師
が
科
学

的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
診
断
し
薬
を
処
方
す
る
よ
う

に
、「
科
学
理
論
を
適
用
す
る
」
こ
と
で
行
わ
れ
ま

す
１
。

　

こ
の
専
門
職
像
に
従
う
と
、
専
門
職
が
力
を
伸
ば

す
た
め
に
必
要
な
の
は
、
科
学
的
で
体
系
化
さ
れ
た

理
論
を
習
得
し
、
知
識
を
更
新
し
続
け
る
こ
と
だ
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
、
シ
ョ
ー
ン
は
、
教
師
を
含
む
現
場

で
実
践
す
る
専
門
職
に
は
、
異
な
る
専
門
性
が
あ
る

と
し
ま
す
。
現
場
に
は
、
複
雑
、
不
確
実
で
、
価
値

観
が
衝
突
す
る
状
況
が
常
に
立
ち
現
れ
ま
す
。
そ
う

い
っ
た
中
で
は
、
机
上
で
学
ん
だ
専
門
的
な
理
論
を

そ
の
ま
ま
適
用
す
れ
ば
そ
れ
で
う
ま
く
い
く
と
い
う

こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
こ
う
い
っ
た

専
門
職
に
と
っ
て
は
、
科
学
的
で
体
系
化
さ
れ
た
理

論
を
習
得
し
て
い
る
こ
と
が
、
専
門
性
が
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
と
は
言
え
な
い
と
す
る
の
で
す
。

教
師
の
専
門
性
と
力
量
形
成

　

そ
れ
で
は
、
現
場
で
実
践
す
る
専
門
職
の
専
門
性

は
、
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
実
践
の

中
で
知
を
生
成
す
る
過
程
の
中
に
存
在
す
る
と
さ
れ

ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
遭
遇
し
て
こ
な
か
っ
た
実
践
的
な
問
題

に
直
面
し
た
と
き
、
現
場
で
実
践
す
る
専
門
職
の
中

に
は
、
驚
き
や
葛
藤
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

れ
ま
で
の
経
験
を
振
り
返
り
、自
分
の
中
に
あ
る「
わ

ざ
」
を
総
動
員
し
て
、
問
題
に
対
応
し
よ
う
と
し
ま

す
。
そ
し
て
、
な
ん
と
か
問
題
を
し
の
い
だ
後
に
、

そ
こ
で
起
き
た
こ
と
を
改
め
て
振
り
返
り
、
自
分
な

り
の
教
訓
を
導
き
出
し
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
、
実
践

の
「
中
で
」
振
り
返
っ
た
り
、
実
践
に
「
つ
い
て
」

振
り
返
っ
た
り
す
る
省
察
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
ら
学
び
、
解
決
策
を
身
に
付
け
、
成
長
し
て

い
く
、
こ
れ
が
シ
ョ
ー
ン
の
提
示
す
る
「
省
察
的
実

践
家
」
モ
デ
ル
で
す
。

　

シ
ョ
ー
ン
の
こ
の
提
示
は
と
て
も
パ
ワ
フ
ル
で
、

考
え
て
み
れ
ば
、
私
自
身
、
複
雑
に
絡
む
人
間
関
係
、

利
害
関
係
の
中
で
、
ど
う
に
か
こ
う
に
か
施
策
の
立

案
・
実
施
を
成
り
立
た
せ
て
い
く
、
現
場
で
実
践
す

る
専
門
職
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
と
い
え
ば
、
確
固
と
し
た
理
論
が
先
に
あ

り
、そ
れ
を
適
用
す
る
職
だ
と
い
う
、あ
る
種
の
「
権

威
性
」
を
帯
び
た
見
方
に
毒
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
気

付
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

教
職
の
本
質
が
、
実
践
経
験
を
振
り
返
る
こ
と
で

教
職
員
は
ど
の
よ
う
に
力
を
伸
ば
す
の
か

教
職
員
は
ど
の
よ
う
に
力
を
伸
ば
す
の
か  

連
載　
「
研
修
観
の
転
換
」に
向
け
た
教
職
員
支
援
機
構
の
挑
戦　
　
〝
研
修
を
、面
白
く
〞　

第
８
回

独
立
行
政
法
人
教
職
員
支
援
機
構　

審
議
役　

佐
野　

壽
則 
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●

「
総
合
的
な
探
究
の
時
間
」
の
目
標
を
踏
ま
え
た

「
自
他
の
価
値
観
の
捉
え
直
し
」

●

「
研
修
の
中
で
学
び
を
完
結
さ
せ
な
い
」
発
想
を

踏
ま
え
た
「
持
続
的
な
探
究
プ
ロ
セ
ス
」

と
い
う
、
こ
の
間
、
様
々
に
考
え
、
見
え
て
き
た
こ

と
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
既
存
の
中
央
研
修
」の
改
善

　

ま
た
、
こ
の
間
考
え
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、

「
既
存
の
中
央
研
修
」
の
改
善
に
も
、
で
き
る
範
囲

で
取
り
組
み
ま
し
た
。「
既
存
の
中
央
研
修
」
が
、

知
識
や
技
能
を
新
し
く
知
る
こ
と
に
か
な
り
の
重
点

を
置
く
こ
と
は
そ
の
ま
ま
に
す
る
と
し
て
も
、
学
ん

だ
知
識
も
活
用
し
な
が
ら
、
自
身
の
こ
と
を
振
り
返

る
時
間
を
で
き
る
限
り
確
保
し
、
研
修
と
実
践
が
紐

づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
よ
う
と
考
え
、
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｓ
の

中
で
、
公
式
、
非
公
式
の
打
合
せ
を
積
み
重
ね
ま
し

た
。

　

そ
の
結
果
、
令
和
五
年
度
（
二
〇
二
三
）
の
中
央

研
修
で
は
、
大
き
く
五
つ
の
改
善
を
加
え
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

一
つ
目
は
、
講
師
の
各
コ
マ
の
時
間
を
三
〇
分
ず

つ
短
縮
し
、
毎
日
の
日
程
の
中
に
、
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｓ
職
員

の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
ト
の
も
と
、
参
加
者
が
内
省
す
る

時
間
や
振
り
返
る
時
間
を
位
置
づ
け
た
こ
と
で
す
。

具
体
的
に
は
、
参
加
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
課
題

を
考
え
た
上
で
研
修
に
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し

た
り
、
毎
日
朝
一
に
約
三
〇
分
間
の
「
イ
ン
ト
ロ
ダ

ク
シ
ョ
ン
」
の
時
間
を
取
り
、
そ
の
日
の
各
コ
マ
で

ど
う
い
う
こ
と
を
知
り
た
い
か
、
書
い
て
も
ら
う
こ

と
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
毎
日
の
終
わ
り
に
は
、「
リ

フ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
の
時
間
を
一
時
間
取
り
、
そ
の
日

の
研
修
を
四
人
程
度
で
振
り
返
る
対
話
の
時
間
を
設

け
ま
し
た
。

　

二
つ
目
は
、初
日
を
、「
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
」

答
申
か
ら
の
気
付
き
を
得
る
日
と
し
た
こ
と
で
す
。

具
体
的
に
は
、
午
前
中
は
、「
令
和
の
日
本
型
学
校

教
育
」
を
テ
ー
マ
に
、
荒
瀬
理
事
長
の
デ
ザ
イ
ン
の

も
と
、
講
義
、
内
省
、
対
話
を
繰
り
返
し
、
午
後
は
、

約
四
五
分
、
各
自
で
同
答
申
を
じ
っ
く
り
読
ん
で
考

え
を
ま
と
め
、
そ
の
後
、
一
時
間
半
程
度
、
四
人
程

度
で
対
話
し
た
り
、
今
後
に
向
け
て
問
い
を
立
て
た

り
す
る
時
間
と
し
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
一
日
目
を

過
ご
す
こ
と
に
よ
り
、
参
加
者
は
、
同
答
申
か
ら
視

点
を
得
つ
つ
、
自
身
の
経
験
を
振
り
返
っ
た
り
、
自

身
の
問
題
意
識
に
向
き
合
っ
た
り
す
る
時
間
を
、
ふ

ん
だ
ん
に
持
つ
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

三
つ
目
は
、
最
終
五
日
目
に
、
研
修
で
の
学
び
を

踏
ま
え
て
今
後
ど
の
よ
う
な
実
践
を
行
う
か
、
研
修

担
当
者
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
ト
の
も
と
、
学
校
改
善
計

画
を
練
る
時
間
を
設
け
た
こ
と
で
す
。

　

四
つ
目
は
、
理
事
や
審
議
役
な
ど
が
「
終
わ
り
の

挨
拶
」を
し
て
い
た
閉
講
式
を
廃
止
し
た
こ
と
で
す
。

参
加
者
に
と
っ
て
、
研
修
は
、
今
後
の
実
践
の
発
展

に
向
け
た
「
始
ま
り
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

む
し
ろ
、「
終
わ
っ
た
」
感
が
出
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
る
か
ら
で
す
。
代
わ
り
に
、
五
日
間
、
参
加
者
の

学
び
に
伴
走
し
て
き
た
研
修
担
当
者
が
、
今
後
に
向

け
た
言
葉
を
送
り
、
参
加
者
を
「
元
気
付
け
」
て
、

送
り
出
す
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

五
つ
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
階
の
最
初
の
回
を
、

イ
ン
タ
ー
バ
ル
型
（
期
間
を
開
け
て
、
研
修
を
複
数

回
開
催
す
る
こ
と
）
と
し
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で

は
つ
く
ば
で
の
五
日
間
の
対
面
研
修
で
終
わ
り
だ
っ

た
の
が
、
そ
の
約
半
年
後
に
、
改
め
て
オ
ン
ラ
イ
ン

で
四
人
程
度
で
集
ま
り
、
最
終
日
に
作
成
し
た
学
校

改
善
計
画
の
進
捗
や
、
イ
ン
タ
ー
バ
ル
期
間
中
の
実

践
の
中
で
気
付
い
た
こ
と
を
、
じ
っ
く
り
話
し
合
う

機
会
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
変
化
の
結
果
、こ
れ
ま
で
「
講
師
任
せ
」

の
感
が
非
常
に
強
か
っ
た
中
央
研
修
が
、
令
和
五
年

度
（
二
〇
二
三
）
か
ら
は
、
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｓ
の
職
員
が
研

修
を
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
ト
す
る
時
間
が
増
え
、
Ｎ
Ｉ
Ｔ

Ｓ
と
し
て
研
修
づ
く
り
を
行
う
感
覚
が
前
面
に
出
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

∧
注
∨

１　

な
お
、
医
師
に
つ
い
て
も
、
実
際
に
は
、「
医
療
現

場
で
は
『
予
想
外
の
こ
と
』『
あ
る
い
は
驚
き
』
に
出

会
う
こ
と
が
多
い
。
予
想
外
の
病
状
の
変
化
、予
期
せ

ぬ
患
者
の
怒
り
、自
分
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
問
題

へ
の
対
処
、
チ
ー
ム
運
営
へ
の
障
害
な
ど
、
そ
れ
ま
で

のzone of m
astery

で
は
自
然
に
対
処
で
き
な
い
よ

う
な
こ
と
に
医
師
は
し
ば
し
ば
出
会
う
」
と
さ
れ
る
。

　
「
省
察
的
実
践
家
（Refl ective Practitioner

）
と
は

何
か
」（
藤
沼
康
樹
氏
）
よ
り

２　

私
自
身
、こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
講
演
の
こ
と
を
思

い
返
す
と
、自
分
の
知
っ
て
い
る
こ
と
を
「
全
て
」
伝

え
た
い
と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。参
加
者

は
、
一
五
分
く
ら
い
は
聞
い
て
く
れ
る
が
、
徐
々
に
飽

き
が
生
じ
、そ
の
様
子
を
見
て
焦
っ
て
声
を
張
り
上
げ

る
、そ
の
よ
う
な
講
演
を
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ

た
よ
う
に
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、私
な
ど
よ
り
ず
っ
と
魅

力
的
な
話
を
さ
れ
る
講
師
は
数
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る

が
、Ｔ
Ｅ
Ｄ
や
落
語
で
さ
え
二
〇
分
程
度
の
尺
で
あ
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
く
ら
い
が
、
参
加
者
に
集
中

し
て
話
を
聞
い
て
も
ら
え
る
時
間
の
限
界
で
は
な
い

か
と
も
思
う
。 

令和５年度　教職員等中央研修【第２回中堅教員研修】
７月24日（月） ７月25日（火） ７月26日（水） ７月27日（木） ７月28日（金）
８：45～９：15

受付
８：45～９：10

イントロダクション
８：45～９：10

イントロダクション
８：45～９：10

イントロダクション
８：45～９：10
イントロダクション

休憩 休憩 休憩 休憩
９：15～９：25
開講式

９：15～12：00
（休憩：15分を含む）

講義・演習
学校組織マネジメント

広島大学
教授

曽余田　浩史

９：15～12：00
（休憩：15分を含む）

講義・演習
インクルーシブ教育
システムの推進

新潟大学
教授

長澤　正樹

９：15～12：00
（休憩：15分を含む）

講義・演習
カリキュラム・
マネジメント

静岡文化芸術大学
教授

倉本　哲男

９：15～12：00
（休憩：15分を含む）

演習・協議
学校改善計画の策定

休憩
９：30～10：50
研修ガイダンス

休憩
11：00～12：00

講義
令和の日本型学校教育
の実現に向けて

教職員支援機構理事長
荒瀬　克己

12：00～13：00
昼休憩

12：00～13：00
昼休憩

12：00～13：00
昼休憩

12：00～13：00
昼休憩

12：00～13：00
昼休憩

13：00～15：45
（休憩：15分を含む）

演習・協議
令和の日本型学校教育
の実現に向けて

13：00～15：45
（休憩：15分を含む）

講義・演習
生徒指導の推進

国立教育政策研究所
総括研究官
宮古　紀宏

13：00～15：45
（休憩：15分を含む）

講義・演習
リスク・マネジメント

多賀城市立
多賀城小学校
講師

身崎　裕司

13：00～15：45
（休憩：15分を含む）

講義・演習
学校ビジョンの構築

沖縄国際大学
准教授

照屋　翔大

13：00～14：30

演習・協議
学校改善計画の策定

休憩
14：45～15：00

連絡

休憩 休憩 休憩 休憩
16：00～17：00
リフレクション

16：00～17：00
リフレクション

16：00～17：00
リフレクション

16：00～17：00
リフレクション

職階別中央研修の様子
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