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ɉɇɈɏ�ɍáɈɍÖ 

Ì�Ìŗ}�ǿ�·ȓǶǠȇ³x�ċȼĬķ� 

³xÇ'ȿ¸®Œz��ɑǁÿưĄɀ 

 

s

 

ǗÌŖźĴǿ;źĴŸ�ǽǶǜǸǿÌ�Ìŗ���lȕȻȝȽȩǘǡç���Ʀfǹ�l�ǽɉɇɈɏ�Ɍá

ɌÖ�ǹȲȽȷƕ,ǪȐǓ�ÕǪȐȅǫǲȿō>ɑɌáɈɌÖǓǰǿ©Ǔ ƦǪȐǸɌáɉɏÖɀǔǰǿȕȻȝȽȩƸĥ

ǿǝǴǓǜȒȋȏǗƈǫ.ȎmƻǘǿƪǭȏŇëǽĖǽēĒQǫǸxiǜǲǫȅǭǔ 

Ǘƈǫ.ȎmƻǘǺȀǓǗ��îǓǀĻ�îǿ×ǗÌıǽƪǭȏıĥǘǽǶǜǸȀǓ��ıůőıĥȓř�ı

ıĥǺǫǸTÎȿǿł?ɀȅǹ3ǸȏǨǺǡŸȈȍȐǸǜȏȿÌŖźĴŸ�wđɋɄɊȿɉɀǓɋɄɋȿɉɀɀǡǓǨǿĒ

ǽƪǫǸǓǗ��ıȿA �ıɀǹůőǪȐǸǜȏıĥȓř�ıȿB �ıɀǿıĥǺǫǸĠŽǭȏƮǓA �ıǡÌŖ

źĴǿıĥǺǫǸĠŽǭȏydǽȀǓB�ıǿıĥǺǫǸ ǰǿıĥȓǗ.ȎǸǤȏǨǺǘȀŸȈȍȐǼǜǘǺǜǝū

ơǡÐıĨǺǿ�EħżȿşËÂ�ɀǿyǹĮǪȐǲȿ��ǡǛȏɀǘǺǜǝmƻȓÂǫȅǭǔ 

 

ǍqļÎɒɍɋ� 

Ǎq\ęɑǅǃǄ ȫȽȣȻȩȿɍɋ�ɆɈɇɉɇ�ɀǂ

ǆ�lÎɑɈɈɎɏfǓȲȽȷƕ,�ÎɑɈɇɉɇ�ȿ6ƕ,�ÎɈɇɋɊ�ǓǝǴɉɊ�ȀșȵȽɀǇǂ

Ǎqļŕ¼�:űǂ

tĹ��ǂ ɈɊ�ȿɉɇɅɊȾɀǆǝǴɉ�Ȁe���¼�Ǉǂ

7Ĺ��ǂ ǂ ɋ�ȿǂ ɍɅɊȾɀǂ

İĹ��ǂ ɋɌ�ȿɎɇɅɊȾɀǂ

ǰǿ�ǂ ǂ ǂ ǂ ɉ�ȿǂ ɊɅɈȾɀǂ

ǂ

Ǘƈǫ.Ȏmƻǘǽƪǭȏůmǽ�ǭȏqļȀ��ǿƖȎǹǭȿǒȀcůmɀǔǼǟǓřğŮƓqļ�ǹĖǽ

ĈĥǭȄǢǳǺ°ȒȐȏľ¼ǽ�Ōȓ¢Ǣȅǫǲǔǂ

ǂ

m P i m c S a

S b ae

 �Î 

ȿ6�Îɑɍɋɀ 

Ⱦ 

ȿɈɀĜǬǸǜǼǜ Ɋɉ ɌɇɅɇ 

ȿɉɀĜǬǲ Ɉɏ ɉɏɅɈ 

ȿɊɀ�Ú ɋ ɍɅɊ 

ȿɋɀŵ¤ǫǼǜ Ɉɇ ɈɌɅɍ 

	 mP m

i j ae
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 �Î 

ȿ6�ÎɑɈɏɀ 

Ⱦ 

ȿɈɀǼǠǵǲ ɍ ɊɊɅɊ 

ȿɉɀǛǵǲ Ɉɉ ɍɍɅɎ 

 

m jP P m e

ǌÂÈǽ�ǭȏ�®ȓǯǮǽÇ<ȿɊ�ɆɈɉ�ɀ 

ǐİĹ A�� 

�EħżǿyǽǟǜǸ^ƺǹÂÈǪȐǲǔ¤ŵǿÂÈǽ�®ǭȏǽȀ�DÉþĻǡťǺǼȏǲȈǓĠŽ

Ç<äƫȅǹǽƩǽdȒǼǜǺAÒǫǓÂÈǽ�®ǯǮǽÇ<ǫǲǔȅǲǓ�íƛĴǹ�®ǡĂȈȍȐǲy

dǽ1ǞǸǓ�:6#ǹmƻȓ8âǫǓƗȊǠǽ�DÉþĻǡşȒȐȏȌǝǼđ1ȓÏǞǲǔ 

ǐİĹ B�� 

ǖÂÈ:�ǽǶǜǸǔç�ÌŖźĴǽƪǭȏ�l�ǹxiǪȐǲ:�ȓǓǰǿȅȅƐŮǫȅǭǔ 

Ìıǽƪǭȏ�ƧĤ�Ƹǿıĥǿ�ǹǓ��ıǹÌıǽƪǭȏ�ƧĤ�ƸǿıĥǺǫǸƨůǫǸǜȏıĥ

ȓǰǿȅȅř�ıǿƞ¿ıĥǺǫǸ8ƖƨůǫǸǜȏ�&ǡÍŦǪȐȏǔ8ƖƨůǿµsǭȏǺǨȑȀǓ�

�ıƨůıĥǹǛǵǸȉǓǰǿ�ıǿÌıǽƪǭȏ�ƧĤ�ƸǿıĥǺǫǸƨůǫǸǼǜıĥǓǛȏǜȀ8

Ɩıĥȓř�ıǽǟǜǸƨůǭȏǨǺȓ_ŘǺǭȏȉǿǹǛȏǔ���ǹȉǓƇ��ǿȌǝǼƨů�&Ȁ�

ÎȆȍȐȏǲȈǓ�qȀǨǿȅȅÇ<ǪȐǸȉöȒǼǜǡǓ�ƦäĤǽȀÉþȓòŭǫǸǜǲǳǢǲǜǔ 

ǖ�®ǽǶǜǸǔÂÈǽªǜǓ�qȀǰǿȅȅÇ<ǫǸǜȅǭǔ 

ǐİĹ C�� 

ƛ��ȿ�»ɉɍȼɉɎȼɉɐ��ɀǿźĴŸ�ǽǟǜǸɃƈǫ.ȎȓşǵǲǝǞǹźĴŸ�ĠŽȓşǜɃŸ�ȓ

]ǦǲņŎǡǛȏǲȈɃ�ǼǤǺȉ;źĴŸ�ǽǶǜǸȀɃŸȈǸǜǲǳǠǼǦȐȁůőǽ*ȏ�şėĆ

ȿɔɖɀǽȉ¦Ʒǡ<ȏǨǺȓ�Eħżǿyǹ�Ǟǲǔ 

4Ű*ǹòŭǜǲǳǢɃ;źĴŸ�ǽǶǜǸȀɃƈǫ.Ȏȓşǵǲė·ǹĠŽǫǸȉöȒǼǜǺǿqļȓ«

ǲǔǲǳǫɃŸ�ƖĪàǽǟǜǸÉnǽ*ȏÂÈȓşǝ_Ř²ǡǛȏØǽǶǜǸŹÚǡǼǪȐǲǔ 

ǼǟɃ;źĴŸ�ǺeÜäǽşǵǲƖ�ǿźĴŸ�ǽǶǜǸȀɃƈǫ.Ȏȓǫǲė·ǹĠŽǭȏǨǺȀǹǢ

ǼǜǺÚŬǪȐǲǲȈɃ±ƟɃ.Ȏȏ��ǿıĥȓř�ıƨůǽ}ßǫɃ�DȓÉþǭȏǼǻǫǸ�®ǫǲǔ 

 

ǌÂÈǽ�ǫǸ$ȍǠǿ�®ȓǫǸÇ<ȿɐ�ɆɈɉ�ɀ 

ǐİĹ D�� 

ǙÂÈ:�ǚ 

ɕ�ıǽƪǭȏĠŽàƽ÷¡ĺɉaȿÓ×�Ĕšɀǿ�-ÔćĻûǽǗɔ�ıƨůıĥǘǺŮƑǫǲţÎǿ

ıĥǽǶǜǸǓɔ�ıǺe�ǿıĥǹǛȏǠĭŸǪȐǲǔ 

ɔ�ıǽǟǜǸȉÌŖźĴıĥǺǫǸĠŽǭȏıĥǹǛǵǲǲȈǓýǿǺǟȎÂÈǪȐǲǔ 

ǂ ȼ�ııĥȀÌŖźĴıĥǽǼǵǸǜȏǺƈǯǼǜǲȈǓɔ�ıǽǟǜǸÌŖźĴǿıĥǺǫǸĠŽǭȏ

ıĥȓɕ�ıǿÌŖźĴıĥǽ3ǸȏǨǺȀǹǢǼǜǔ 

ȼţÎǿ�ıĻǽǟǜǸǓÌıǽƪǭȏ�ƧĤ�Ƹȓ8ƖƨůǹǢȏĖ&ǡǼǜǔ��ıǽǟǜǸÌŖź

ĴǽőǜǸǜǼǜıĥǹǛȐȁǓƨůǡ_Řǔ 
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Ǚç�ǿ�®ǚ 

ǂ ÂÈȓ]ǦǲţÎǿıĥȓǓɔ�ıǿȆǽƨůǭȏıĥǓɔ�ıǠȍɕ�ıǽƈǫ<ǭıĥǽÏěǫǲǔ

JǞǸǓɔ�ıƨůıĥǿǝǴÌŖźĴıĥǹȀǼǜıĥȓÓǲǽɕ�ıǽƈǫ<ǭǨǺǺǫǲǔ 

ǐt7Ĺ A�� 

ªéǠȍǓǑ�ƠǑ�ıȼ��ĵ4(į�)ǿźĴǺǖ�Ơǖ�ıȼ��ĵ4(į�)ǿźĴǿƩǹǓǗÖç

`ȼ~t`ǘǗvě�(vŷȓhȇ)ǘǺǗć¨�ǓËĄ�ǘǗį��Ǔņď�ǘǽǶǜǸħǽǗƈǫ.ȎǘȓǫǸ

ǜǲǿǹǓ�qȉǰȐȓƏŤǭȏ��ǹǛǵǲǔǫǠǫÐƠı�Ĩȃǿ�Eħż(2 á 23 Ö)ǿ��Ǔǰǿ

Ǘƈǫ.ȎȀŸȈȍȐǼǜǘǺǿÂ�ȓ]ǦǲǔǨȐȓ]ǦǸǓ±ƟǗƈǫ.ȎǘǿǼǜȌǝǽ-þǫǲǔ 

ǐt7Ĺ B�� 

�Ůǿ�&Ǻe÷ǿÂÈǡǛȎɃ��ııĥǹÌŖźĴǽĠŽǫǸǜǼǜıĥǽǫǸ�®ǫǲǔ 

ǐt7Ĺ C�� 

ç�ȀǓņď�ıǺņp�ıǠȍǼǵǸǜȅǭǔǜǮȐǿ�ıȉTÎ��ȓ�śÌƾıĥȓ.Ȏȏ¥ǹƙ

ȈǸZȎȅǫǲǔǰǿĒȓ�EħżǹȀǓÂÈǪȐȅǫǲǔ 

�:ǹȀ÷ǕǼµŦǡ<ǪȐȅǫǲǡǓ��ǿŧ�ȓÉþǭȏ¥ǹǓǰȐǱȐǿ�ııĥǺǭȏǨǺǽȌǵ

Ǹ�®ǜǲǫȅǫǲǔ 

ǐİĹ E�� 

ƛYǽɔ�ıǿǗÌıǽƪǭȏıĥǘǺǫǸźĴŸ�ȓ]ǦǸǜȏıĥȓɕ�ıǽǗ.Ȏǲė·ǘǹĠŽȓǫǸ

Ÿ�ȓ]ǦǸǜȏǡǓǨǿ�ȉe÷ǹȌǜǠǺǿƊmȓǫǲǺǨȑǓǗÌıǽƪǭȏıĥǘǹŸ�ȓ]ǦǸǜȏ

ıĥȓ.ȎǸéǸȉŜǜǺǜǝć�ǡǼǜǿǹǹǢǼǜǺǿƍØǿqļǡǛȎǓqļǿƖȎǺǭȐȁ�Ơ=ǿ

��ǽ�ǢǼ¦ƷǡǛȏǿǹȀǼǜǠǺǪȍǽƊmǭȏǺǓǗǨȐȅǹÞÛǹǛǵǲǨǺȉǛȎ�Ǥǿ��ǹe

÷ǿǨǺǡƋǨǵǸǜȏǡǨǿ�ǠȍÉȈǸȉȍǝȌǝǽKŬǫǸǜȏǔǘǺǜǝƍØǿqļǡǛȎȅǫǲǔ 

ç�ǿ�®ǺǫǸȀǓɕ�ı�DǽǨȐȅǹ.ȎǸǜǲıĥǺeǬıĥȓƔJǫǗ8ƖƨůǘǺǯǮǽc�ı

ǽƨůǫǸǜȏė·ǹĠŽǫȅǫǲǔ 

ǐt7Ĺ D�� 

ǨȐȅǹǓÌŖǿıĥǺǫǸů�ǫǸǜǲȉǿǽCƫǡ�ǜǲǔ 

ǐİĹ F�� 

�ƠĘřǿıĥȓů�ǫǲǔ 

ǐİĹ G�� 

¬ŻÏȓşǵǲȿ9#ĤǽȀǓBšɈǿıĥǽǟǜǸ�ıƩǿƢţȓūčǫǲɀ 

ǐİĹ H�� 

�:ǿ�³ǽȌȎŶńȀǟ®ǞǹǢȅǯȔǔ��çƠȓņğǫǸǓ6�Ơǽ�®ǫǲ�ǹĠŽǭȏȌǝƖƜ

ǡ<ǪȐȅǫǲǔ�®ȀǓc�ƠǹĢǼȏǺ°ǜȅǭǔ 

 

( P ae m e

ǌǗƈǫ.ȎmƻǘǡĜǬǲ��ɈɏîǿǝǴɈîǡǗȿɈɀÂÈǪȐǲǘǺqļȿ ǫǓǨǿqļǽǶǜǸȀǓ��ǿ

ƪƘƸĥǽ�ǭȏqļǠȍǓǗƈǫ.Ȏmƻǘǽ�ǭȏ�EǿÂÈǹȀǼǜǺÄ�ǪȐȏǔɀ 

( 3	 o iae

( 4	 m jP P m e

ǐİĹ H�� 
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5-1-(a)ɑɉɎ�� 

5-1-(b)ɑÀ¤ŕǿĬķóŏǺÀ¤ıĥǺǿ�®ƪ*ǓǟȌȂıĥfĲǽǶǜǸǿÂÈǔ 

 

ǌǗƈǫ.ȎmƻǘĜǬǸǜǼǜ��ɊɉîǿǝǴɋîǡǗȿɈɀÂÈǪȐǲǘǺqļ 

( 3	 o iae

( 4	 m jP P m e

ǐİĹ I�� 

5-1-(a)ɑ�Ú 

5-1-(b)ɑ�Ú 

ǐİĹ J�� 

5-1-(a)ɑ�Ú 

5-1-(b)ɑÌŖȓ�ƧǺǭȏȣȻȤȽǡǛȎǓȣȻȤȽǡ�®ǫǲǔ 

ǐİĹ K�� 

5-1-(a)ɑ2015 

5-1-(b)ɑÓŧźĴŸ�ǽǟǜǸɃÀ¤Ìlȿ��ȼƴ�PɀǿĬķóŏ�ƎɃȠȵȪȢǺǿÏd²ǽǶǜǸ

ǿÂÈȓ]ǦǸɃ�ƠÀ¤Ìlǿ}ß�®ȓşǵǲǔ 

ǐİĹ L�� 

5-1-(a)ɑ2013 

5-1-(b)ɑ�ıǩǺǽıĥȓů�ǫǲǔ&ǂ ƶôǿěūȿǑ�ıĝɀǓƶôǿěūȿǖ�ıĝɀ 

 

( P m e

ǌɍɋ��ǗȿɈɀÂÈǪȐǲǘȀ��ǿɉ�ǿȆǔǫǠȉǓt7Ĺ E��ȀǗƈǫ.Ȏ_ǘǿÂÈǔ 

( 3	 o iae

( 4	 m jP P m e

ǐt7Ĺ E�� 

5-2-(a)ɑ2013 

5-2-(b)ɑǑ�ƠǑ�ıǺǖ�ıǹ��îį�ȼǀĻ�î7ĀǿÌıǽƪǭȏıĥǓǌ�ƠǍ�ıȼǎ�

ıȼǏ�ıǹěıǿÌıǽƪǭȏıĥǿ�ƠȓǰȐǱȐ�Ơ8Ɩıĥǿ¥ǹ8ƖǽƨƀǫǸǜǲǺǨȑǓ

2013 �ǿ�vŨ�ǿƮǽǓ�Ơ8ƖıĥȀ�_ǹǓ�Ôǿ�ıǹǓřEǹťǼıĥȓƨƀǭȏǨǺǺǫ

ǶǶǓT=��Ȁ��ııĥȓ�-ǭȏǨǺǽǫǸȌǜȿƈǫ.Ȏ_ɀǺÂÈǪȐǓǰǿÂ�ǽªǵǲǔǰǿȅ

ȅ;źĴŸ�ĠŽȓşǵǲǡǓ�EħżǹȀ$ȉŬȒȐǸǜǼǜǔ 

ǐİĹ K�� 

5-2-(a)ɑ2013 

5-2-(b)ɑÌŖźĴȚȶțȴȵȱǟȌȂÂ�ŅŐ#Cǿ�1ǽǶǜǸǿÂÈȓ]ǦǲǔÌŗŖl4Űćǽą

ǵǸɃ�:Â�#CȼŅŐǿŦĦǫɃ�ƠÀ¤Ìlǿ}ß�®ȓşǵǲǔ 

ǒ5-3.ǂ �Ů�~ǿú�ǽÂÈǪȐǲǔ 

Ɂɍɋ��ǗȿɈɀÂÈǪȐǲǘȀɇ�ǔ 

�� 
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j S

 

ǂ �» 29�ÌŗŖl4ŰćÕşŧDÉ�ǽ�ǵǸc��ǡǗ;źĴŸ�ǘǿĠŽȓşǝƛĴǹǓ÷ǕǼmƻ

ǡšƵQǫǲǔ�qǿÉ�Ȁ�» 11�ǿǗ;źĴŸ�ǘ�éǿ��ǼÌŖźĴǿ}ßȓƒȏȉǿǹǛȎǓÌŖ

źĴȓƚpǭȏ��ǿ¤�ŕǽǺǵǸÌŖźĴǿǛȎÔȊǰǿµŒȓǛȍǲȈǸmǜĦǭú�ǺǼǵǲǔǺȎ

ȒǦǓƨÊCȓÆǧȏÖçǿ��ǽǟǦȏÌlƾ»ȀǓ�|źĴǺÌŖźĴǿ�ĹȓEÇǺǫǸǓ�-ŕǽȌ

ȏ�ŕǿňdĤǼ�-ȓ�sǫǸƚpǪȐǸǢǲǡǓǜȒȋȏǗ�ǤǤȎQǘȊǗȞȕȚȶțȴȵȱǘǿ�5ǼǻǽȆ

ȍȐȏ�qǿËĽMgȀªéǿÌŖźĴǿǛȎÔǺǮǫȉÏdĤǹǛȏǺȀǜǞǮǓ�÷ǼmƻǡƼuQǫ

ǲǺǜǝǿǡ�·ǹǛȑǝǔ 

ǰǨǹǗÌ�ÌŗǘȓǰǿfǽÆǧȏç��ǽǟǜǸǓǗ��ÌŗǽǟǦȏÌlƾ»ǺȀǜǠǼȏȉǿǹǛȏ

ǿǠǓȅǲǓǻǝǛȏȄǢǼǿǠǘǺǜǝÌŖźĴȓòŭǭȏ�ǹǿçƊĤǼȨȽȯǽǶǜǸ�ŠĤǼŦvǠȍ

ĬķȓÄƙǭȏǨǺȀǓÜ�ǽǠǼǵǲȉǿǹǛȏǺǺȉǽǓç��ǿƆNǹǛȏǺŔǞǲǔ�©ǿÌŖźĴǿ

ǛȎÔǽǶǜǸ9#ĤǼÇŬȓşǝǨǺȓȉŨƣǽ5ȐǶǶǓƪƘǭȏĬķȨȽȯȓê<ǓÏěǫǓǰȐȍǿȨ

ȽȯǽǶǜǸ�ŠĤǼȕȬȹȽȦȓĶȆƢǾǓĪŦȓ#łQǭȏǨǺȓƖǫǸǓ�ÖĤǼŨĒǠȍǛȍǲȈǸ

��ǽǟǦȏÌŖźĴǽǶǜǸěžQǭȏǨǺȓĥĤǺǫǸǓĖBźƻĬķǗ��ÌŗǺÌŖźĴǘȓůǦȏǔ 

 

ǂ 2018� 4á 14Öǿě��ǽǟǜǸǓǗ;źĴŸ�ǘǽƪǫǸÐƠı�ĨǺc��ƩǹşȒȐȏ�Eħżǿ

yǹĩƛǹǢǼǜƢ�ǼşËÂ�ȿǜȒȋȏǗƈǫ.ȎmƻǘǿÂÈɀǡǛǵǲǺǜǝŴƻǡÇ'ǪȐǲǔǰȐȓ

�úǺǫǸǓÝ�ĤǼȺȽțȻȜȜȷȽȬȿǀƣ�ƦǓĕĐĬķƠƦǓČĞĬķFƠƦǓk�Ğ�N�ƦǓǁ

ÿě�ɀǡŅŐǪȐǓ�śǿǗ;źĴŸ�ǘǽƪǭȏ³x\ƱȓĥĤǺǫǲȕȻȝȽȩǡ6�lȓ�ƃǺǫǸ 5

áǽ�ÕǪȐǲǔ6 á 16 Öǿ��ě��ǿEǽƨ2ǪȐǲĬķ�ǽǟǜǸǓǰǿȕȻȝȽȩǿ�Ʃxiǡş

ȒȐǲǡǓǰǨǹȀǗ;źĴŸ�ǘǿȆǽmƻȓƫ�ǭȏǿǹȀǼǤǓȇǫȑǓȕȻȝȽȩǿřğŮƓǽŮǪȐǲ

�÷ǼµŦȊmƻÇƋȓƏȅǞǓ��ǺǫǸĬķźƻȓê<ȼÏěǫǓĬķȓĶȆƢǾǸǜǤǨǺǿƢť²ǡ

ĭŸǪȐǲǔǪȍǽǓ7 á 8 ÖǽȀȺȽțȻȜȜȷȽȬǽ�èě�ǡJȒȎǓȕȻȝȽȩǿřğŮƓĻǽǶǜǸ

=êǫǓ�©ǿ�ƨǽǶǜǸòŭǫǲŇëǓĖBźƻĬķǗ��ÌŗǺÌŖźĴǘǿHůȓ 9á�Ùǽƨ2�

�ǿě��ǽÇðǭȏǨǺȓEÇǺǫǸȲȻȪȽðĻȓă�ǫǲǔ��ȓƏȅǞǓ��ǪȐǸǜȏȲȻȪȽǡ 9

á 9ÖǽƱȅȎǓ¤ŵĖBźƻĬķǿHůǽǶǜǸUƂǫǲǔ 

 

�ŞĪ�ǓǁÿưĄǓ�Ğ��Ǔ�å
�ǓġĞ/�Ǔ�èkDȿ��Ǔ�Sƶƹɀ 

ĕĐĎȿĬķƠƦɀǓČĞWÐȿĬķFƠƦɀ 

 

�� 
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m S
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ťȓ��ǽxiǜǲǫȅǭǔ 

ǼǟǓ�qĖǽŻíǿēĒǺǼǵǲǗƈǫ.ȎmƻǘǺȀǓǗ��îǓǀĻ�îǿ×ǗÌıǽƪǭȏıĥǘǽǶ

ǜǸȀǓ��ıůőıĥȓř�ııĥǺǫǸTÎȿǿł?ɀȅǹ3ǸȏǨǺǡŸȈȍȐǸǜȏȿÌŖźĴŸ�w

đɋɄɊȿɉɀǓɋɄɋȿɉɀɀǡǓǨǿĒǽƪǫǸǓǗ��ıȿA�ıɀǹůőǪȐǸǜȏıĥȓř�ıȿB�ıɀǿıĥ

ǺǫǸĠŽǭȏƮǓA �ıǡÌŖźĴǿıĥǺǫǸĠŽǭȏydǽȀǓB �ıǿıĥǺǫǸ ǰǿıĥȓǗ.Ȏ

ǸǤȏǨǺǘȀŸȈȍȐǼǜǘǺǜǝūơǡÐıĨǺǿ�EħżȿşËÂ�ɀǿyǹĮǪȐǲȿ��ǡǛȏɀǘǺǜǝ

mƻȓÂǫȅǭǔ 

 

p

ǍqļÎɒɍɋ� 

Ǎq\ęɑɍǃɊȾȿɍɋ�ɆɈɇɉɇ�ɀǂ

ǆ�lÎɑɈɈɎɏfǓȲȽȷƕ,�ÎɑɈɇɉɇ�ȿ6ƕ,�ÎɈɇɋɊ�ǓǝǴɉɊ�ȀșȵȽɀǇǂ

Ǎqļŕ¼�:űǂ

tĹ��ɑɈɊ�ȿɉɇɅɊȾɀǆǝǴɉ�Ȁe���¼�ǇɆ7Ĺ��ɑɋ�ȿɍɅɊȾɀɆǂ

İĹ��ɑɋɌ�ȿɎɇɅɊȾɀɆǰǿ�ɑɉ�ȿɊɅɈȾɀǂ

ǂ

m P i m c S a

S b ae

ȿɈɀĜǬǸǜǼǜɑɌɇɅɇȾȿɊɉ�ɀɆȿɉɀĜǬǲɉɏɅɈȾȿɈɏ�ɀɆȿɊɀ�ÚɍɅɊȾȿɋ�ɀɆ 

ȿɋɀŵ¤ǫǼǜɈɌɅɍȾȿɈɇ�ɀ 

 

mP

m i j ae

ȿɈɀǼǠǵǲɊɊɅɊȾȿɍ�ɀɆȿɉɀǛǵǲɍɍɅɎȾȿɈɉ�ɀ 

m jP P

m e

ÂÈǽ�ǭȏ�®ȓǯǮǽÇ<ȿɊɆɈɉ�ɀɆÂÈǽ�ǫǸ$ȍǠǿ�®ȓǫǸÇ<ȿɐɆɈɉ�ɀ 
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m

ȼ-ıĥǿ{JǽȌȏ�ĜǿƄÀǡ{ǞȏǨǺǡº¯ǪȐȏǔ 

ȼıĥǿÓůǽȌȏÌlǿƄÀǡ{ǞȏǨǺǡº¯ǪȐȏǔ 

ȼ�ƊĤǽȀƨÊC4ŰC�ǿě¯ȓ½ÊǭȉǿǿȌǝǽ¶ǬȍȐȏǔ 

m

ȼ��ǿÌŗ:�ǡŝǫǤCŃǪȐȏǔ 

ȼȚȶțȴȵȱǿ�Ƨāđȓ�mĤŦvǠȍ+ŲǹǢǼǜXƭ²ǡǛȏǔ 

ȼźĴ6#ǡ#ł²ǓÏd²ǽüǦȏ 

ȼĚ�ĤǼƚĝǡrƳǳǺ°ȒȐȏ:�ȉhȅȐǸǜȏǔ 

ȼńƠȅǹÚŮǭȏǨǺǽǻȐǳǦµjǡǛȏǿǠģmǹǛȏǔ 

ȼȠȵȪȢ:�ǿŻÏǓ�®šǿ%»ǡrƳǹǛǵǲǔ 

m

ȼîĵƩǿ8ƖƨůǿĖ&ǡŸȈȍȐǲǡǓ�©ȀǨǿıĥR=ǿƚĝǽǶǜǸmƻȓÂÈǪȐȏ_Ř²ǡ

Ǜȏǔ 

m

ȼÂÈǽ�ƅ²ǡǼǜǔ 

ȼwđǡǛǜȅǜǹǛȏǔ 

ȼĳşÅőǽǶǜǸǿ�®ǡ�ȅȍǼǜǔ 

ȼà¡ǟȌȂ%»�ǿĈµǡ¥¡ĤúñĤǽƛǣȏǔ 

ȼ��0ǽĠŽǿǲȈǿƛ�ǼƄÀǺLIǡǠǠȏǔ 

ȼ��0ǿđ1äƩǡ�ƎǭȏȌǝǼȢȝȡȴȽȷǳǵǲǔ 

ȼ�:ǿŻÏǡrƳǹǛǵǲǔ 

ȼÌŖźĴǿƚpǡƴ�ǽŁƲǼ��ǽ�ǫǸǿȆ;źĴŸ�ȓǪǯȐȁȌǜǔ 

m

ȼÀ¤ŕȿ��Ǔƴ�Pɀǿĭ+ǡƳǫǜȿţÎqļɀǔ 

ȼÌŖǽŚjǡǼǜ��Ìlǡ�ǤǓǗ���ǘǿŸƁǡȀȂǨǵǸǜȏǔ 
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P a St m P p l a

e ea c

→źĴŸ�ǽƪǫǸǓ�ŮǿȌǝǼmƻǡÂÈǪȐǲǔ 

C�ǿŉŊ²ȼ�ƅ²ɆźĴǿų(ȠȢȨȱǿ�¤²ɆƨÊCǿXúɆźĴǿ�ŠĤïÁɆ��ǿĘř²

ǿ+ƯɆ�Ƨ²ǿāđ"�ȿţÎqļɀɆşËÂ�ǿïÁǡĮǪȐǸǜǼǜɆ�æǹ¥¡ĤǼşËÂ�Ɇ

óŏ�íǿǛȎÔɆǗĚŖņƿǘǿwđǿ�¤²ɆĳşÅőǿmƻȿţÎqļɀɆĠŽà¡Ů5ǿwđǡÞ

ÛɆĠŽǿƄÀȼLIɆC�ȓŀ)Qǭȏť²Ɇ¥¡ĤƚĝǽȌȏĸĉQ 

8Ɩƨůǽƪǭȏƚĝ£QǽȌȏȥȲȽȡȿ�Ƨ²ǿāđ"�ǼǻɀɆ��ı�4ŰǫǠŸȈȍȐǼǤǼȏǨǺ

ȃǿX´Ɇ-{ǓÌlǿƄÀ{ 

ǋ��ǽ�ǫǸǓ�ŮǿȌǝǼµŦǓmƻǿÂÈǓťãǡǛǵǲǔ 

�qǿȕȻȝȽȩǿȨȽȯǡƢťǹǛȏǺǜǝÂÈȿţÎɀɆ6İÌUǺǿ§G=ÀǿǛȎÔɆÌıÌŗǺǜǝ

ŪĒǠȍǿĬķǿť²ɆźĴŸ�ǽƪǭȏ³xǿ\ƱǺÇ'ȿţÎɀɆǗ��ǿŢƤǘǽƪǭȏ³x\ƱǺ

òŲɆşËǽ�ǭȏµŦšÚǓ[žǿť²ɆźĴǿų(ȠȢȨȱȓöĿǭȏť²ɆşËǺǿUƂǿy

ǿť²ɆĬķ�ƉÑǿ7ƨ 
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2019� 1á 13Ö 

Ì�Ìŗ��ǗĖBźƻĬķɉǘȰȽȨȖȻȜȼƉÑ 

ÐƆɑǁÿưĄȿ¸®Œz��ɀ 

 

j S

m

 

i

ǖ2018� 4á 14Öɑě��ǽǸǗƈǫ.Ȏmƻǘȿ�ıȓƌǞǲıĥǿĊĝǿCƫɀǽƪǭȏşËÂ�ǡǛǵ

ǲǨǺǿxiǋĩƛǹǢǼǜmƻǺǫǸȺȽțȻȜȜȷȽȬȿǀƣǓĕĐǓČĞǓk�ĞǓǁÿɀȓŅŐ 

ǖ2018� 5áǂ ;źĴŸ�ǽƪǭȏ³x\ƱȓĥĤǺǫǲŋ±ȕȻȝȽȩǿ�Õ 

ǖ2018� 6á 16Öɑě��EǿĬķ�ǽǸȕȻȝȽȩ�ƩxiǋǗ;źĴŸ�ǘǿȆǼȍǮǓÌŖźĴǿǛ

ȎÔǽƪǫǸ��ǺǫǸĬķźƻȓê<ǓÏěǫǓĬķȓÄƙǭȏǨǺǿƢť²ȓĭŸ 

ǖ2018� 7á 8ÖɑWGƨ2ȿɂ�èɀǉȕȻȝȽȩŇëȿ	ǽřğŮƓɀǿ=êǋĖBźƻĬķɉǗ��Ìŗ

ǺÌŖźĴǘǿÓůǿÇðȃ 

ǖ2018� 9á 9Öɑ��ȲȻȪȽǡƱȅȎǓě��ǽgǦǲUƂ 

ǖ2018� 9á 28Öɑě��ǽǸźƻĬķÓůă�ȿɂ�ŞǓ�ĞǓ�åǓġĞɀ 

ǖ2018� 11á 25Öɑ7ƨȠȻȮȡȘȱȿǗ�Ǔ;źĴŸ�ȓ;Ŕǭȏǘǉb�ɑĕĐǓŴƻÇ'ɑǁÿȼ�èǓ

Â�ŭžɑġĞɀƨ2ǓĬķƠ¾ǴdȒǯȿ�©ǿÔƥĻǿUƂɀǓě��ɑȲȻȪȽƔJă�ȿɂOƣǓø^ɀ 

Ǒ2019� 3á 9Öɑ7ƨĬķ� 

 

ǨȐȅǹǿņŎȓƏȅǞǓžĒÏěȓşǜǓ�©ǿĬķĊMǽǶǜǸ9#QǭȏǔǰǿƮǓīäĤźƻǺ�

äĤźƻȓµƁǭȏǔ 

 

m

ǌźĴŸ�ȓȈǥȏmƻɑ	ǽīäĤźƻǺǫǸǗÉnǽgǦǲÇŬǘȓĥÂǭǔ 

ǐǗƊ+Ųǘȓmǝ 

ǍŸ�şËȿÐƠı�ĨǽȌȏŸ�ɀǽƪǭȏmƻ 

źĴǿìŅȆȊ:�ǿmƻɑ&ǞȁǓǗ�ǤǤȎǘǿ�¤² 

ȞȕȼȚȶțȴȵȱǿþ¤²Ǔ�¤²ɑoŋǿmƻǺǫǸÌıǿ�Ƨ²ȿǗÌıȞȕȚȶǘɀ 

�ıV!ǿĠŽǿ�¤² 

�íȬȹȣȢǿſmƻ 

Ǎwđů�Ǻ�íȼŸ�ǿ	#ȓȈǥȏmƻɑBŅŐǽȌȏŸ�ǿ_Ř² 

 

ǌ��ÌŗǽǟǦȏÌŖźĴǿmƻɑ	ǽ�äĤźƻǺǫǸǗǛȎÔǘǿÇŬȓĥÂǭǔ 

ǐǗ��ǽǟǦȏÌlƾ»ǘȓmǝǊ�|źĴȿ�!ȬȹȜȵȱɀǺÌŖźĴǿ�ĹǺǜǝĚė 

ǍƨÊCǿų(Ǻźƻ 

��ǿĘř²Ǻ�÷²ɑ&ǞȁǓtĹÌlƾ»ł�ƠɆ�ś��ǓƖ�CɆƖ,CǼǻ 
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ǍÌŖȚȶțȴȵȱǿ;Ŕɑ��ǹǫǠǹǢǼǜÌŗ:�Ȁɓ 

Ìŗ�ǺÌŖźĴǿƪ*ɑũ�mǺǫǸǿÌŗ�ɓǓÌıÌŗ�ǿ!őǷǦǼǻ 

Ìıǽƪǭȏıĥǿ:�Ǻāđɑ8Ɩıĥǿ�¤² 
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Ⅰ−１−①外国語（英語）コアカリキュラム［髙橋］

外国語(英語)コアカリキュラム―
2019年度以降の英語科教員養成

明星大学教育学部
髙橋和子

TAKAHASHI Kazuko, 
Meisei University

はじめに―発表者の立場

|教育上の立場
・小・中・高等学校教員養成課程，

英語関連科目担当
・勤務校＝小・中高１種免許取得可能
|研究上の立場
・英語科教材・指導法研究
→特に20世紀イギリス文学研究
→文学教材の英語教育への活用研究

1

2

Ⅰ
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Ⅰ−１−①外国語（英語）コアカリキュラム［髙橋］

はじめに―発表の

１ 語 英語 リ

語 英語 リ
の

能 育成
目指 英語科教育

3

( )
―

|小学校教員養成

語 英語 指導可能 材育成

・2020 語 英語 教科 ，

語活

|中・高教員養成

の 能 育成の に
，指導 養成

4

Ⅰ

4― ―
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Ⅰ−１−①外国語（英語）コアカリキュラム［髙橋］

1 外国語(英語)コアカリキュラム

学 大学

英語教員の英語 ・指導

の の 研究

z 20
語 英語  リ

z 20
語 英語 リ

( )
|20 学 大学，文科

英語教員の英語 ・指導
の の 研究

| 教員養成・教員研 の
課 明 に

学 大学 20

Ⅰ

5― ―

27



Ⅰ−１−①外国語（英語）コアカリキュラム［髙橋］

( )

| 教科に関 科目

英語

英語学

文 ・文学

| 英 文学 文

文学 文 の 取
文学 に文 学

高

場, 20

( )
| リ

学 大学 20

z大学教員 成2 中・高等学校 語 英
語 １種免許の課程 課程の 英語
科教育法 担当 の担当 場 ，

員に ，

z指導 の教育 員 の指導 2
に の担当 場 ， 員に

， 162

Ⅰ

6― ―
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Ⅰ−１−①外国語（英語）コアカリキュラム［髙橋］

( )

y 20 英語教員の英語 ・

指導 の の 研究

， リ

y 20 リ に
英語科教員養成

( )
| 英語科に関

上 ， に

z 英語

z 英語学

z 英語文学

z 文

1

Ⅰ

7― ―
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Ⅰ−１−①外国語（英語）コアカリキュラム［髙橋］

( )
| 英語科の指導法 上

z 勤務校の

・ 英語科教育法１ 2
・ の 教員 担当

2 2 英語科に
の

|英語 中学校 高等学校
に ， の の程 に

英語 の英語 用能 に

|英語学 中学校 高等学校に

語科の に 英語学 に

|英語文学 中学校 高等学校に

語科の に
| 文 中学校 高等学校に

語科の に に

11

12

Ⅰ

8― ―

30



Ⅰ−１−①外国語（英語）コアカリキュラム［髙橋］

2 英語科 科 者の

| ・ ・ ，20
英語教員養成課程 ，

に の中 の指導

の中 ,学 目
に に

3

2 英語科 科 者の

| ・ ・ ，20
・ 学 ・指導 目の

指導 目の 大 に
指導

明

4

1

1

Ⅰ

9― ―
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Ⅰ−１−①外国語（英語）コアカリキュラム［髙橋］

コ ュ
成 英語科教

| 英語科の の 目

に に

への
Cf.

|1989 中学・高校 学 指導

語教育の目

文 ， 場

コ ュ
成 英語科教

|1998 中学・
1999 高校 学 指導

z 語教育の目
能 育成

語の 用場 の ・
語の の 明

1

1

Ⅰ

10― ―
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Ⅰ−１−①外国語（英語）コアカリキュラム［髙橋］

カラ 以 の 教科
NEW CROWN 1 19 の アリ

1

1

Ⅰ

11― ―
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Ⅰ−１−①外国語（英語）コアカリキュラム［髙橋］

カラ の 教科
O EN 1 200 英語

コ ュ の

「実践的
コミュニケーショ

ン能力」

英語の音声や文字を
使って，現実の場面
で，実際にコミュニ
ケーションを図るこ
とができる能力

実用的
例：電話の会話，
買い物，道案内

本来の意味

1

2

Ⅰ

12― ―
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Ⅰ−１−①外国語（英語）コアカリキュラム［髙橋］

コ ュ
の

「実践的
コミュニケー
ション能力」

実用的

例：電話での会話，
買い物，道案内的

に―
の英語科教 教員養成

１ 語 英語 リ

語 英語 リ
の

能 育成
目指 英語科教育

21

22

Ⅰ

13― ―
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Ⅰ−１−①外国語（英語）コアカリキュラム［髙橋］

に―
の英語科教 教員養成

|教 課程 に 得
・能

教 課程の の ・ 上

取 の 研究 20
法 大学 大学 研究

教 課程の の ・ 上 取 の
研究部 教 課程の の ・ 上 取
の 研究部 3

に―
の英語科教 教員養成

Ho  to o uni ate 
at to o uni ateへ

4

2

2

Ⅰ

14― ―
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TAKAHASHI Kazuko 1 
 

 2019 6 15 ン  
 

本 会 本 会  
 

シン 「 を い 」 1 コ ュ の を  
「 語 英語 コ ュ 2019 の英語 」 

 
 

(TAKAHASHI Kazuko, Meisei University) 
 

に 
 
 

「 語 英語 コ ュ 」 と実  
 

「英語 の英語力 力 の の 」  
「 語 英語 コ ュ 案」と「 語 英語 コ ュ 」 
 
Cf. , 2016 , 2016 , 2016 , 2016  
 
Cf. , 2017 , 2017 , 2017 場, 2017  

 
と「 語 英語 コ ュ 」 文 , 2018  

 
 
 

「 語 英語 コ ュ 」の  
 

 「英語 に る 的 」 20 と「英語 の 」 8 の -  
 

 「英語 に る 的 」の  
「英語の に 的 を ことが で る」 , 2017: 38  

 
Cf. 「英語 に る 的 」の ， 文  
「英語コミュニケーション」：「 に いて， の の に 英語で を

の英語 用能力を に る 」 
「英語 」：「 に る 語 の に る英語 的 を に る 」

「英語文 」：「 に る 語 の に ことができる 」 
「 文 」：「 に る 語 の に る を に る 」 

 
 英語 の , 2019  

 
 
 

コミュニケーション能力 を 英語  
 

「 語の使用場面の例」と「 語の きの例」* 
*1998 ，1999  
 
Cf. 2017 面の で を ， を てい

「 語」 内 語 語の きに る 語の きに る

語の使用場面の例

の に る場面

での での や の

の 現が 使 る場面

買物 道案内 電話での や電 ー のや

15― ―
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TAKAHASHI Kazuko 2 
 

語の きの例

コミュニケーションを に る

話 る を き

を る

を を る る る

実 を る

る る る る

や意図を る

る る 意 を る る る る る

の を

る る る る

「実践的コミュニケーション能力」 の

図 「実践的コミュニケーション能力」の本来の意味

文 1999 語 文 1999 語 英語

： に き，図 に る 図 と 2015: 16

図 「実践的コミュニケーション能力」の 的

 
に AI の英語 と  

 
 
 

「実践的コミ

ュニケーショ

ン能力」 

英語の音声や文字を使っ

て，現実の場面で，実際

にコミュニケーションを

図ることができる能力  

実用的 
例：電話での会話，

買い物，道案内 

本来の意味 

「実践的コミ

ュニケーショ

ン能力」 

 
実用的 

 
例：電話での会話，買い物，

道案内 
 
 

的  
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文

る

2019 「 コ ュ の実

の 」. JACET-KANTO Journal Vol. 6: 23-41. 
2017 「 の コ ュ の 」

英語 Vol. 66.No.3: 37-38. 
2016 .「 の に るコ ュ 」. 英語 Vol.65.No.3: 

32-34. 
. 2017 .「 の コ ュ 」. 英語 Vol.66.No.3:35-36. 

英 . 2016 .「 語 や 英語に る ， 用， に る の

」. 英語 Vol.65.No.3:38-39. 
. 2015 . 本の英語 に る文 の 能 . 
. 2016 .「 の に るコ ュ 」. 英語

Vol.65.No.3:35-37. 
. 2016 . 文 「英語 の英語力 力 の の 」

27 available at: 
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2019 6 8 . 
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28 available at: 
http://www.u-gakugei.ac.jp/~estudy/28file/report28_all.pdf 
2019 6 8  

場 2017 「 コ ュ の と の 」 英語 Vol. 
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文 2018 の き 31 用 available 
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http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/01/16/1399047.pdf  
2019 6 8  

 
の ， の ， を  
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Ⅰ−１− コアカリキュラム［ ］

日本教師教育学会・日本教育学会東京地区

公開シンポジウム
教師教育改革を問い直す

第１部 教科コアカリキュラムの在り方を問う

明治大学駿河台キャンパス

②理科コアカリキュラム
山口大学教育学部
和 泉 研二

2019年6月15日（土）

我が国の教員養成は開放制の下で、一般学部に
おける教員養成が、特に中等学校教員養成に大き
な役割を果たしています。
Q１）そのような教員養成の体制の中に、教科のコ
アカリキュラムを導入することの意味はどこにあ
るのか、また、問題・課題はどこにあるのか。
Q２）大学における親学問（理学、化学等）の学士
課程教育のレベルの低下につながらないか。
Q３）他方、理科の学習指導要領を十分理解して教
師になることの必要性も当然あります。具体的に
理科教育において、コアカリキュラムをどう考え
ていけばよいのか。

頂いた宿題（理科教育の立場から）

1

2

Ⅰ
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Ⅰ−１− コアカリキュラム［ ］

考える上での視点と範囲
・高校における理科の履修と入試
・理科の教職課程
・中学校理科，高校理科教員の採用試験
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・医学教育コアカリキュラム
・英語の教科専門のコアカリキュラム
・文部科学省委託事業の報告
・，，，

これらを総合的に考え合わせ，理科のコア
カリ に対する宿題を「教科に関する専門
的事項」の範囲で，大局的に考える。

高等学校における理科の科目構成・単位数
・物理領域，化学領域，生物領域，地学領域のうち，
複数を全く履修しなくても卒業可。

Ⅰ
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Ⅰ−１− コアカリキュラム［ ］

国立の理学部および教育学部のセンター試験受験科目の傾向
・半分の領域を利用せずに，理学部や教育学部の理科に進学可能
（個別試験では，１科目のところが多い）

中学校理科一種免許状
それぞれ一単位以上，

計二十単位（＋指導法八単位）

高等学校理科普通免許状
それぞれ一単位以上，

計二十単位（＋指導法四単位）

理科の教職課程の教科に関する専門的事項

各区分には一般的包括的内容を含む科目が必要

Ⅰ
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Ⅰ−１− コアカリキュラム［ ］

自学科の科目を厚くし，自学科以外の科目を薄くする例（学生の負担は軽減）

理学部 物理学科のカリキュラムの例（中学校理）

・自学科に厚く, 他は少ない（貸借問題）
・高校理科では, 自学科以外の実験は選択

教育学部 中学校理科のカリキュラムの例

・どの領域の科目も
満遍なく（広く浅
く）。

・大学教員の削減が
進行しており，科目
数は減少傾向。
・各領域での専門性
の獲得は，ますます
不十分になってきて
いる。

Ⅰ
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Ⅰ−１− コアカリキュラム［ ］

の例 の例

ン の 道 電

と の 道

と の の 物 の

電 の 道と と

の電

の電

電 と

の と 力 的 と の

の 力 的 とと の

の と と

物の と の

の 物と

と の と の 用

と

の と と と

「化学概論」（一般的包括的内容を含む科目）のシラバス例
・高校の範囲外もかなり扱っている例（理学部の例）

前もって化学科以外の学生は，共通教育等で高校の範囲を中心とする化学の科
目を学習したうえで履修。化学科の学生はその科目を省略し，他の概論を履修。

・高校の範囲を中心に扱っている例（教育学部の例）

＊赤字は高校の範囲外。他の項目は大学レベルでも高校レベルでも講義可能

理科のコアカリのターゲット及び教科専門の意義
～入学前の状況，教職課程の現状，採用試験を考慮して～

高校の内容＋α
共通教育や初期専門科目（一般的包
括的内容を含む科目等として）によ
り，高校での未履修状態を解消。

・高校までの内容を学問的・系
統的に俯瞰できる力の育成
（理科の学習指導のみならず，
理数探求や科学クラブなどの
指導，教材研究には不可欠）

ここが理科のコアカリの
ターゲットと考える

1

Ⅰ
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Ⅰ−１− コアカリキュラム［ ］

・国家試験出題基準との整合
性も考慮して作成

・大学での専門科目の具体的
内容を包括的に提示（７割
程度）

・広く活用されることを期待

物理，化学，生物も含まれる。
高校＋大学初期教育レベルの内容。
共通教育や初期専門科目により，
高校での未履修状態を解消

「医学教育モデル・コア・カリキュラム―教育内容」
（文部科学省：平成 13 , 19 ,22 ,28年）

＊理科の専門科目に相当す
る部分も国家試験に出題

◯理科のコアカリの内容は，高校までの学習内容＋α程度とする。
＊導入を考える上での前提
ー＞教科専門のコアカリの単位数や取扱いは，英語と同様。

英語のコアカリ は２０単位を想定して作成されているが，
課程認定では単位数は問われていない。
（「英語学」,「英語文学」,「英語コミュニケーション」,「異文
化理解」の科目区分ごとに一般的包括的科目が１単位以上のみ。

◯高校での履修の偏り
・制度的に履修の偏りが許されており，実際に偏ったまま卒業

◯大学における高校での履修の偏りの解消の不完全性
・共通教育の科目や「一般的包括的な内容を含む科目＊」等を通し
て，高校での履修の偏りの解消を図っている大学は多いと思わ
れるが，内容や範囲に保証はない。
＊「学習指導要領も参考にして，学習内容に偏りがないかどうかを確
認すること（学習内容を中学校及び高等学校レベルに合わせるとい
うことではなく，分野の目安として参考にすること）」

（文部科学省「教職課程認定申請の手引き」より）

現状における理科の課題

現状に即した理科のコアカリとは

11

12
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Ⅰ−１− コアカリキュラム［ ］

Q１）我が国の教員養成は開放制の下で、一般学部における教員養成
が、特に中等学校教員養成に大きな役割を果たしています。その
ような教員養成の体制の中に、教科のコアカリキュラムを導入する
ことの意味どこにあるのか、また、問題・課題はどこにあるのか。

◯内容の明確化と共通理解の促進により，物化生地の全領域にわたる
最低限の知識・技能，基礎的理解の獲得が保証される。

学 学
数 学 学

数 設 学 ⼤ 数

学 学
数 学

学

回答

回答

Q２）：大学における親学問（理学、化学等）の学士
課程教育のレベルの低下につながらないか？

回答
◯先の前提に立てば，教職課程の科目編成やシラバスを工夫
することで，親学問（理学、化学等）の学士課程教育のレ
ベルの低下を招かないようにすることは可能。

・例えば，「物理」,「化学」,「生物」,「地学」の科目区分
ごとに，少ない単位数の一般的包括的科目でコアカリの全
部または大部分を満たすようにする。

・複数の専門科目でコアカリ を満たすようにしたとしても，
理科で扱う項目や現象は，小中高大とレベルを上げながら
繰り返して出てくるものが多く，項目や現象自体が高校と
一緒でも，大学に相応しいレベルで取り扱うことが可能。

1

1
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Ⅰ−１− コアカリキュラム［ ］

Q３）他方、理科の学習指導要領を十分理解して教師になることの
必要性も当然あります。具体的に理科教育において、コアカ
リキュラムをどう考えていけばよいのか。

回答：理科の学習指導要領を十分理解して教師になることの必要性
◯教科専門のコアカリ 導入により，不十分な履修領域の解消が期待。
理解の促進や授業力の向上には，コアカリの主体となる一般的包
括的科目と指導法の連動や，指導法そのもの充実が不可欠。

回答：具体的に理科教育において、コアカリキュラムをどう考えて
いけばよいのか。

◯学習項目や内容（コンテンツ）は，主に中学校・高等学校の学習
指導要における分野・科目の内容を基準として整理。

◯到達目標や一般目標（コンピテンシー）は，主に中学校・高等学
校の学習指導要領における分野・科目の到達目標等を基準に整理。
（小学校教科コアカリの先行研究と同様の方向性でよいのではないか）

◯コアカリが実施された場合，一般的包括的な科目と他の共通
教育や専門科目の内容の整理や履修のさせ方が課題に。さらに，
教職課程の基準改定によっては，大きく影響を受ける可能性も。

Q：理科のコアカリ が，高校までの教科書や学習導
要領で謳われている内容に準拠した程度のものにな
るならば，果たして，わざわざ手間暇かけて導入す
るだけの価値があるのだろうか？

Q：「大学教育の分野別質保証のための教育課程編成
上の参照基準」（日本学術会議）のように，参照す
べき基準として示すだけとし，課程認定では「一般
的包括的な内容を含む科目」として十分であるかと
いう従来のやり方に留め，「教職課程コアカリキュ
ラム対応表」（丸つけ表）の提出を求めるようなこ
とまではしなくても良いのではないか？

Q：すでに学習指導要領や高校までの教科書が「参照
基準」に相当すると考えると，理科ではコアカリや
参照基準として示し直す必要もないのではないか？

残った疑問

1

1
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Ⅰ−１− コアカリキュラム［ ］

Q：一般的包括的科目は「その科目の学問領域をおおまかに網
羅するもの」とされていることから，理科のコアカリ におい
ては，高校までの学習指導要領で扱われていない学問領域上
の重要な概念の導入や系統性の再構築も必要ではないか。
（すると「参照基準」との整合性も必要になると思われる）

Q：そうであるならば，理科のコアカリの作成では，物化生地
を専門とする教員や関連学会の関係者を混じえて協議するこ
とが必須であろう。

理科のコアカリの内容を，「高校までの学習内容＋α程
度」とし，教科専門のコアカリの単位数や取扱いが英語のコ
アカリと同様であるならば，開放制の下で、特に中等学校教
員養成に大きな役割を果たしている一般学部における理科の
教員養成に，親学問（理学、化学等）の学士課程教育のレベ
ルの低下につながるような大きな影響はないのではないか。

まとめ

1
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Ⅰ−１− コアカリキュラム［ ］

教 教育改⾰を い す

教科コアカリキュラムの在り⽅を
コアカリキュラム

［ ］
（ ）国 （

）
（ ）国語
（ ）

1

2
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Ⅰ−１− コアカリキュラム［ ］
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教職課程の内部質保証の在り⽅と
外部質保証の可能性

―JUAA⼤学評価研究所・教職課程の質の保証・向上を図る取組の
推進調査研究部会『[2018年度⽂部科学省・教員の養成・採⽤・

研修の⼀体的改⾰推進事業]教職課程の質の保証・向上を図る取組
の推進調査研究報告書』より―

ム

（ キ
リ

（ ）

報告の構成
１

（ ）
ム

国 ア
（１）
（ ）ア （ ）
（ ）ア

（１）
（ ）
（ ）
（ ） （ ）

外
（１）外
（ ） 外

（ ） 外

1

2

－１－①教員養成評価機構［川手］ －１－②大学基準協会［早田］
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¾ 外
外

¾ ラム
ム （ラ

ア カム）

¾ （ラ ア カム） コ
ラム ラ

ア カム ア リ
¾

¾ ラム

27・12中教 教員の 質能 の向上（ ）
に る教職課程質保証 ムに る

（
）

－１－②大学基準協会［早田］
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ア 国
外
ア

国

外 国 ア
コ ア

ム

ア （
）

設置種別 回答⼤学数 回答率 対象⼤学数

国

⼤学基 会による 国⼤学・教職課程 のア 調査
(1) 実 ⽅法と

(2)ア 調査の （⼀部 ）
① 教員養成教育の質の向上に る取組の

－１－②大学基準協会［早田］－１－②大学基準協会［早田］
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② 内部質保証体 の構

③ 学 成 （ラ ・ア カム） に する学 の
成度を 定・評価する の 定

－１－②大学基準協会［早田］
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④ 研究成 教育実 の成 を教育の内 ・⽅法に
る 置

の内

1

－１－②大学基準協会［早田］－１－②大学基準協会［早田］
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教育内 ・⽅法と現 の を ない めの

教職課程の を する事 の能 開発の
実

11

12

－１－②大学基準協会［早田］
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教職課程の ⽤に な⼈ 確保に 課題

教職課程の質保証と改 ・改⾰を する 組 と て
の 第三者評価 の在り⽅

数

1

1

－１－②大学基準協会［早田］－１－②大学基準協会［早田］

83― ―
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(3) ア 調査 を て て 課題

¾

¾

¾

教職課程の 内部質保証
(1) 意義
�

�
（ラ ア カム

�

�

�

1

1

－１－②大学基準協会［早田］
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(2)構成
�

�

� （ラ ア カム）

�

�

�

� 外 外

(3) 内部質保証の 的な 組

目的の明確化とこれ
に対応する教育プロ

グラムの構築

教育プログラムの運
用

(teaching/learning

目的に準拠させた学
習成果の検証

目的・教育プログラ
ムの改訂・改革

（
）

⾃
⼤
学
の
教
員
養

成
教
育
⽬
標
や
他

機
関
設
定
の
資
質

能
⼒
⼀
覧
、
評
価

基
準
・
項
⽬
等
を

参
照

⾃
⼤
学
の
教
員
養

成
教
育
⽬
標
や
他

機
関
設
定
の
資
質

能
⼒
⼀
覧
、
評
価

基
準･

項
⽬
等
を

参
照

（
ラム

）

教育目的･目標･｢養
成を目指す教職像｣

（
）

1

1

－１－②大学基準協会［早田］－１－②大学基準協会［早田］
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( ) 内部質保証の ⽬（ ）

（ ）
（

）

カリキュラム

外
キ リア

ラ
ア

教職課程の 外部質保証
① 外部質保証の可能性と の位置づけ

（外 ）

カリキュラム

（外 ）
外

外
（ ）

外

1

2
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② ⼤学機関 認証評価 を じ外部質保証の と て 定 る

（
）

☆

い
ず
れ
も
「
内
部
質
保
証
」
と
親
和
性
が
⾼
い
項
⽬

③教職課程の外部質保証に ける ⼤学機関 認証評価 の課題
１

ラム
（

）
国

カリキュラム

外

外

21

22

－１－②大学基準協会［早田］

87― ―

106



は、 の⽂部科学省[教員の養
成・採⽤・研修の⼀体的改⾰推進事業]に る
⼤学基 会報告書を基に、発 者の に
いて 成 の ある

（ ）
（

（ ）
（

）

あり と い
7856 16

2

2
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第１節 研究の主題と成果目標研究の主題

・ 中央教育審議会答申

様々な組織形態の私立大学では質保証評価をどのような原理・方法

東京学芸大学、教員養成評価機構等

実施可能で、公正かつ質保証・向上に結果する評価の在り方

教員育成指標の活用、「教職課程コアカリキュラム

質保証評価は有効性が高い

先行事例 評価に係る費用が高過ぎ参加する事例は出てきそうもない

先行事例

開放制の私立大学の質保証評価に用いると、養成の事実が正しく反映されない可能性高い。

私立大学が取り組み可能な質保証評価の原則と方法、運営組織について明らかにすべき時期

実現可能な評価枠組みを構築するための基礎的研究を行うことが本調査研究の目的

〇成果目標

次の６点

第４節 回収結果とデータの扱い方

◎ 回答校数（回収率）：348 校／420 校（82.9%）

第５節 Ｑ１ 教職課程の質保証について自己点検・評価の取り組み状況

７割の大学は 質保証に向けての

取り組みの意識は、一定程度醸成されてきている

大学全体の自己点検評価の一環として実施しているとの回答があり、開放制の大学の特徴

－１－③全国私立大学教職課程協会［田中］
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Ｑ の教職課程 い の て
に いて の 点 点検・評価 行 と いと

1 東京学芸大学の 成した「教員養成教育

定基

教員養成教育に する理 の 有

教職課程のカリキュラム 成の

教職課程 ／教職 学 の な と指

指 を る組織体制 ムの 実

課題 ・課題 方 の

学校現 の理 と教育実 の 実

の ・ の に

Ｑ の結果
◎ 開放制の教職課程が い私立大学の特 性 特 を て、

「 教職 学 の な と指 （ .3%） 、「 カリキュラム
成の （ 4. %） 、「 組織体制 ムの 実 （ . %）

〇 の 目 教 成教育の
の教職課程 回りに い の 目

Ｑ４ の点検評価に り 果 事

「教職課程 教員の意識の向上が られる （44. %）、「教職課程の 的
性・評価が高 る （42.8%）、一方、「カリキュラムの 実 （28.2%）

的な意 を 出すもの
点検・評価の 果 の

－１－③全国私立大学教職課程協会［田中］－１－③全国私立大学教職課程協会［田中］
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〇 事 の事 の に い

〇 の 自 評価 点 の

に い に い

に い

◎ 評価の効果を める 事 の 事 の

に い の

点検・評価 に とについての

の ・ の と

の 教職課程の の

「 （ 8.9%）、「ア （ 3.4%）が過 数

「 . （ .2%）

費 が 一の意 と ていない大学

「全私教 の期 、 教 点検・評価 との課題

に 答 い

◎ 全私教 に期 するとの回答は か たが、 「その の意 に

ついても に しなけれ ならない。

2

1 2

1 2

－１－③全国私立大学教職課程協会［田中］
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の ・ 教 事 の ・ の

点検・評価 の の 保 てい

に の と 結果

の に い に の

成 に て に

全私教 が実施する の形態・方法

1
2

1

（83. %）、「 （39. %）

に の 方 て

の い

1

1

－１－③全国私立大学教職課程協会［田中］－１－③全国私立大学教職課程協会［田中］

93― ―

112



2
「  に 回 （40. %） 1 1 2 1 2

に１回 と 「ア 形 であれ

でも

教 い い

教 のい

い とい と り

とに 員の 保という 点からも する

評価 に 教 の研

11

2 21 2 1 1 2
の

の回答 い 2 1

教 に 運用上のあり方 、 等の意

が く

期 は現れている 課題 との い

て の自主

これらの意 を 、全私教 として 、課 に向けて していく

1

12

11

12
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ア.「質保証の 性を 識 （ ）：32 校

の ・ 自 ・ の Ｑ１ Ｑ５

・ 点 の の Ｑ Ｑ

.「加 校 の 有・ 体制の構築を （ 0）：  校

. 「基 ・ の が 「評価基 の （ ）：  校

て に に Ｑ１ Ｑ５

評価自 の ・ Ｑ Ｑ

ア.「全私教 としての取り組みを （ ６） 校

教 と ての取り組み Ｑ

課程 ・ との ・ Ｑ Ｑ ５

教職 の の の 題 の Ｑ１ Ｑ４ ５

との ・ の の Ｑ１ Ｑ４

この課 の私立大学の の高さ
1

質保証の

質保証に向けての取り組み

の意識は一定程度醸成 1

評価 について

「学 の指 、カリキュラム、理 の 有、指 を る組織体制、実
と、「教員養成教育の 的な活 とそれを る が

1
養成 か開放制かによら

、 されるべき

証評価の目的をどこに くか

と ての自 と タ ・教育課程の
の 題 り 行 と

に い 目と てい

、開放制の教職課程が い私立大学
、全私教 で検 を めていくべき 1

1

1
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質保証としての 評価の効果は めていた

事 の事 の に い

点検・評価の ・ の 評価 の

教職課程の り の 自 ・ に評価
の の の

の 果 の い評
価と の ー

 私立大学の特 である 自性・ 様性 開放制、 大学の の い等の を
し、 ・ の の も に いた評価基 を構築していく

1

５ 教 果 と課題

「 の機構より私学の実態をし かりと できて り、 な評価が
期 できる

の の ・
教 事 の ・ と ・

の 題

の タ に い に て
い 教 評価 と て い 評価

の の 点検・評価に の
の に 検

大学の などの
をは め、 々の すべき課 について、 、研究を め、 体的な
制度 に ていくことが れる。

1

1

1
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・方

1 「評価基 目 、 出 の 点 ・ では 8 割
上 1

・ 評価 目の の 点 ・

1 1

・「ア 形 による自己点検評価などであれ でも実施可能

教

1
教 い い とい の

評価 の 保とい 点 の

大学全体 の 証評価で実施されているものよりも、 が
れて り、 大学での 実な いが れて り、このことを 課 として取り組 で行きたい。

1

1

と と 課題

1

の

の に と

1

1

1
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第 節 と

性は 識
事 事 の 開放制の教職課程の

い私立大学の 様性・特 が な れない点検・評価
大学 の

期 する意 の
に 課程 の 証評価との み

とい

全私教
として検 すべき 点 目

これらの意 本研究での成果を て、 体的な制度 に結 つ
けて行きたい。

1

有り う い した。

2

1

2
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−（ ） ［ ］

質保証の課題
2 1 1 ム

2
リ 111
（ ）

⼤学に ける教員養成 の

国

2 1 1 （ ）

カリキュラム

2

1

2
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−（ ） ［ ］

の教員養成と質保証
現 と の 質

2 1 1 （ ）

政策的要請（概括）

⼤学間連合に
よる質の
維持・向上

全国的な
カリキュラム
の標準化

教員養成の量的拡⼤・多様性の拡⼤

コア
カリキュラム

ア ュ

ム
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−（ ） ［ ］

あり⽅ の
カリキュラム

（
）

国

2 1 1 （ ）

⼤学と教員養成 ⼆つの
（⾼野2015、 ⽥2015 ）

（ ） （ ）

ラム ラム

ラム

ラム

2 1 1 （ ）
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−（ ） ［ ］

開 の 中
（ ⽥201 ）

中国（本土 2 ）

（

（ ）

（ 11 ）

（

2 1 1 （ ）

⼀般⼤学・学部 の 性

（
）

（ ）

（国 ）

2 1 1 （ ）

－１－④質保証の課題［岩田］

102― ―

121



−（ ） ［ ］

国の教員養成評価
（ 2015）

（
）

（
）

2 1 1 （ ）

（ 国
）
1 カ リ

（
）

1

2 1 （ ）

対
数

設

対

対 2011

・中・ の政 による 理

2 1 1 （ ） 1

1
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−（ ） ［ ］

の教員養成と質保証
の課題・

質保証 と の い⼿

2 1 1 （ ） 12

外

（ ）

コ

ア
ュ （ ）

11

12
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−（ ） ［ ］

教員養成の 体性
ラム

ラム カリキュラム

（ ）
（ ）
ラム

ラム

コ ュ

2 1 1 （ ） 1

⼤学に る と
⼤学 に る と

（ ）

2 1 1 （ ） 1

1

1
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−（ ） ［ ］

ア ュ の

（ ） （
）

（ ）
（ ）

（ ）

2 1 1 （ ） 1

の

2 1 1 （ ） 1

1

1
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Curriculum Center for Teachers 

Tokyo Gakugei University 

4-1-1, Nukui-Kitamachi, Koganei, Tokyo 184-8501, Japan 
Phone: +81-42-329 -7776    Fax: +81-42-329-7786 

JSSTE 公開シンポジウム「教師教育改革を問い直す」：第 2 部「教職課程の質保証を考える」 

話題提供④「質保証の課題」 

2019/06/15 於：明治大学 岩田康之（東京学芸大学教授） 

 
１．政策動向のオーバービュー 

 

(1) 発端としての「在り方懇」（2001.11.22 報告1：下線岩田） 

①．教員養成カリキュラムの標準化（カリキュラムコンテンツ、評価基準、「出口管理」） 
②．大学間連合による質の維持・向上（ピア・レビュー、アクレディテーション） 
 
(2) 日本教育大学協会（教大協）／東京学芸大学の取り組み 
○ 教大協「モデル・コア・カリキュラム」研究プロジェクト2 

  2001.09.07 第一回会合→2003.4.30 中間まとめ→2004.03.31「答申」→2006.03.31「報告」（「答申」

以降の各大学の取り組みのフォローアップ）→2007.03.31「報告」（到達目標・確認指標） 
 ※「答申」（2004・『会報』88 号所収） 
  教員養成カリキュラムのコンセプトとしての「教員養成コア科目群」（〈体験〉－〈省

察〉の往還）を基軸とし、構成員の「協働」によるカリキュラムづくりを提案 
  → 具体的なカリキュラムコンテンツや単位数は各大学・学部の主体性に委ねた 
    〔①：ネーションワイドな指標（特にコンテンツの目安）が乏しい〕 
  → 教大協の会員である「国立教員養成系大学・学部」のカリキュラムに傾斜 
    〔②：「開放制」全体を視野に収めることに難儀。一般大学の状況に即さず〕 

教員養成における体系的なカリキュラムは、教員養成に携わる教員の間において必ずしも確立してい

るとはいえない状況にある。教員養成に関する共通的な認識を醸成し、教員の質を高めていくために

は関係者においてモデル的な教員養成カリキュラムを作成することが効果的と思われる。 

教員養成学部についても、日本教育大学協会を中心として速やかに教員養成のモデル的なカリキュラ

ムを作成し、各大学はそれらを参考にしながら、自らの学部における特色ある教員養成カリキュラム

を作成していくことが求められる。 

各教員養成学部は、モデル的な教員養成カリキュラムを参考にしつつ、学部自らの判断に基づいた教

員養成カリキュラムを編成していくことが求められるが、その際、特に次のような項目について、教

員によって区々にならないよう一定の指標を共有することが望ましい。   
・   授業の内容（目的・目標、範囲、レベル）及び方法  
・   学生が修得すべき知識・技術の内容  
・   成績評価の基準と方法   
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Curriculum Center for Teachers 

Tokyo Gakugei University 

4-1-1, Nukui-Kitamachi, Koganei, Tokyo 184-8501, Japan 
Phone: +81-42-329 -7776    Fax: +81-42-329-7786 

○ 教大協「学部教員養成教育の到達目標」プロジェクト 

 2007.06.18 評 員会にて 定→2008.03.31「報告」→200 .03「学部（学 課程） の教員

養成教育の組 ・カリキュラムの在り方について 理 」 
 ※ 理 （2009・『会報』98 号所収） 
   学 課程 （ 職 の 間）の教員養成カリキュラムを する際の基本的な方

向性、および に を する を「カリキュラム」「組 体制」の から 理 
→ 大学が「一定レベル以上の教員を安定的に する体制」を持 うるか かと

いう から ： 業 （ 状取得 ）において、一定程 の知識・技 の

準を確保すること／ ： 業 （ 状取得 ）において、その の教員と

してのさらなる 成の基 となる を確保することの を軸としている。 
→ 各 編としては、教育課程・教育内容（全体／教養教育／教職 ／教科

／教科教育／ ・ 関連科目）および大学の教育・ 体制（ 学者 ・

学 保証／ 修指 体制／評価・質保証の体制／組 ・ 体制）な 。 
→ 「 に向けての 課 」として、「教員養成系大学・学部」と「一般大学・

学部」の区 を した 一的 の 性を指 。 
 
○ 東京学芸大学が した教員養成評価（アクレディテーション）関連プロジェクト 

2009・2010 的大学改革 委 「課程認定大学における評価 体と連 した教員養成に

関するモデルカリキュラムの作成に関する 研究」3→2010 2013 「教員養成教育の評価

に関する 研究」4→2014 2016 「日本 教員養成教育アクレディテーション・シ テムの

開発研究」5〔→教員養成評価 構による「教員養成教育認定評価」〕 
※ 「大学における教員養成」の評価 の は、高 教育全般における認証評価制

（2004 から ）の教員養成 という と、教員 質に関する維持向上 として

の教員養成 関の 準管理という との つがある6。 
※ 中教 な 、 においては一 して 性が指 され けている。「教職課程

における教育 準の向上を るため、 き き、各大学における自 ・評価や、そ

の 果に する学 者による 証を していくことが必 である」（2006.07.11 答申）

「 評価に関し（中 ）、教員養成教育の評価シ テムや大学間コン ーシアムを

した 評価シ テムの取組 たな 評価シ テムの構 を する」

（2012.08.28 答申）8 「国立大学法 東京学芸大学では の国公 立大学や教育委

員会・学 関係者 の協 を得ながら 開発研究プロジェクトを立 上 （中 ）評価

を開 している」「このような取組が の一般 法 教員養成評価 構な の評

価 体 に き がれ（中 ）教員養成の質保証シ テムが確立されることは が国

の教員養成に有 であり 各大学の 的な参 が望まれる」（2015.12.21 答申）9 
→ 教員養成 関を評価する「基準」の在り方と、その「基準」に基づいた評価の

際の 、さらにはそうした評価を する「組 」や評価者の在り方を 。 
→ 「開放制」の に即したネーションワイドなアクレディテーション（ピア・

レビューを とした 認証→教員養成を う大学コ ュ ティの 成）を 。 
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(3) その の 開 
①．教員養成のカリキュラムコンテンツについては、 が直 に「教職課程コアカリキ

ュラムの在り方に関する 会」を組 し、「教職課程コアカリキュラム」を取りまとめて

提 （2017.11.17） 課程認定 と連 。さらに「教科」に関するコンテンツに関して

も が 。 
②．教員養成の評価を う 体の育成については、2018 部科学省「教員の養成・

・研修の一体的改革 業」10において「テー 7」（ 次公 ）に「教職課程の質の

保証・向上を る取組の 」が 定され、教員養成評価 構の か、全国 立大学教職

課程協会・大学基準協会の 者が 。 
 

． の の の  

 
(1) 「開放制」の大 かつ な 開 
○ 制の師範学 を に さ た「教員養成系大学・学部」（ ）以 に、それ以

の 数の高 教育 関が「一般大学・学部」（ ）が、教職プロ ラムを提 。「開放制」

的教員養成シ テムを る は にもあるが、日本の 合（ ）の の高さが際立つ11。

しかも（ なくとも中 学 教員の養成に関しては）、（ ）の方が も もあり、高

教育 関の中でも テイ の高い大学を く 。 
 ※「教員養成系大学・学部」が教員養成 関の ジョリティではない。 
  野 認証評価が教員養成評価としての 効性を持 にくい。 

 「教員養成系大学・学部」（ 状取得が ）と「一般大学・学部」（ くの

合、 状取得は プション） 方の構成 理の い。 
 中 学 教員養成（ 基は 制の 験 定指定学 ・ 学 制 ）におい

ては 制 下から 質的に「開放制」。それが 1970 からの高 教育の大 化

に って大 に 開。 
 
(2) 〔(1)の 提としての〕「大学」 の  
○ そもそもの「教育学部」「学芸学部」（ 「学芸大学」）の出発 からしてのディシプリ

ンの 在。いわ る「ポツ ム学部」としての 。 たつの「教育学部」。 
 この 、教員養成 関を 合して成立した高 教育 関の「大学」 に際し

てディシプリンのありようが しく問われた の 12な と をなす。 
 1960 の目的性 化・学部 （学芸学部・学芸大学 教育学部・教

育大学）も教育学に内在する によるものではない。 
 大学 基準の大 化（1991 ）以降、ディシプリンと学部（ ）の

に 化が生 ているが、「教育学部」「学芸学部」はそうした 化を 取りした

とも える。 
 

－１－④質保証の課題［岩田］－１－④質保証の課題［岩田］

109― ―

128



       
CCT        
                 
 
 

4 
 

Curriculum Center for Teachers 

Tokyo Gakugei University 

4-1-1, Nukui-Kitamachi, Koganei, Tokyo 184-8501, Japan 
Phone: +81-42-329 -7776    Fax: +81-42-329-7786 

(3) 〔(1)(2)に えて〕「 」（ ）13の教員養成プロ ラム 
○ 教員養成・中 教員養成とも、学位プロ ラムと教職プロ ラムが 的に提

される。 
 「 み上 」（ 学位プロ ラム修 に教職プロ ラムが 中

的に提 される）が主 となっている の が参 しにくい（ し 、「

」を主体に な教員養成 関が 在する中、 イプ の 関評価を定 的に

っている 国の 14な が参考になる）。 
 「教員養成プロ ラム」に づけた評価が 難になる。 

 
(4) 〔(1)(2)の 果としての〕「教員養成 関」の 一的 の 難 
○ 課程認定の単位は「学部・学科 」。 際には「課程」「コー 」 の教育組 や、 数

の教育組 を 断する「教職課程セン ー」的組 もあり、それ れの や 思 定シ

テムも なる（ 教員養成評価 構の「 」）。 
○ 一方、「 教 は 学 教 の教職課程は、教員養成を主たる目的とする学科

でなけれ 認定を けることができない」（課程認定基準 （ ））ため、 とつの学部内

でも組 的な 立性が高い ー も い。 
 たとえ 、東京の大 学でも、 大学（教職課程セン ーを ）・

明治大学（教職を 課程の 教員は 学部に所 ）・日本大学（学部 と

に教職課程を ）な 、 に な組 がある。 
 教員養成系大学・学部においても、いわ る「5,000 」（1998 2000
）以降、 数の教員養成プロ ラムを とつの課程として る「 合 」が

生まれ、また の「 課程」の な 、教育組 のあり方は 化してき

ている。 
 

． の  

 
(1) 教師の「質」をめ る日本的  
○ 「知識」「技 」 けではない「 性」 の がある（ 「東アジア 」教師 ）。 
 ※ 日本においては、「大学における教員養成」が とされながら、 際には大学が

い得ない（あるいは うべきでない）「質保証」の部 がある。 
 としては、「教職 」 に る （もともとは 制

の 。 授 に 性を判断する 組みとして されたが、中教

での の中で「「教員として 必 な 質 の全体」が についたか か

を確認するとともに「必 に て している知識や技 を い、その定

を る」15ものとなった）16。 
 状では「 視」（特に「コ ュ ーション 」）の 験、および

その の 者研修に、「 性」の めが委ねられている。 
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(2) 「質保証」 の国 の関  
○ 日本においては課程認定 による 発的かつ 項的な ェックが イン。教師となる

者の 々の「知識」「技 」（さらには「学識」） 、 際に につけているものを ェック

したり、教員養成プロ ラムの 制をしたりという、公 の関わりは 的 い。 
 （ ）全国 の教員 認定 験 
 全国 の教員 験 

教員養成プロ ラムの 制 
 教員養成 関評価と連 した ・定員のコントロール 

※ 日本の が っている質保証の 質な は、 一「課程認定」。 
 のアク ー（大学、 方 教育委員会 ） の り、特に「教員養

成系大学・学部」 の たりの さ（ 的コントロールのしやすさ） 

. 「国立教員養成大学・学部、大学 、 学 の改革に関する有識者会 」報告

（2017.08.29）「教員 の における教員養成・研修 の 化に向けて 国立教

員養成大学・学部、大学 、 学 の改革に関する有識者会 報告 」17（下線 ） 

 
(3) 日本的「開放制」の「持 」を き出す 
○ 教員養成プロ ラムを提 する 関（プロ イ ）の 性 

 教員の識 の かさ・ さを確保する（ 教員 会の かさ） 
※ 々の教員養成 関・ 々の教師ではなく としての質の確保を考える 

 教員 望 、教員 職 をリ アに える うさ（ 働 の中から「教

職を び取る」 は か ） 
. 「有識者会 」報告 （下線 ） 

いずれも日本では

われていない 

有識者会 アン ートによると、 学 から 業（修 ） までの、 的な学生の 識・

を っている大学は 35 大学（79.5 ）であり、 成 28 に 識・ の 果を生かして科

目の やシラ の改 を った授業がある大学は 11 大学（25.0 ）であるな 、教員養成カリキ

ュラムについて、 的な 証を まえた質保証の取組が とは えない。 

国立教員養成大学・学部は、教員 望が高い学生あるいは教員となることが される な 験や

高い を持つ学生を、 を通 て確認して け れ、さらに学部 の を まえて質の高

い教員として 出することにより、確 にその目的を達成するべきである。この具体的な指標の一つ

である教員 職 は、大学・ により があることに が必 であるが、 は全体の教員

数が してきたにもかかわらず、国立教員養成大学・学部の教員 職 は 60 程 のままで

びていない状況は、 が国の教員養成において中心的な を果たすべき国立教員養成大学・学部と

しては改 が必 であり、各大学が 的かつ確 にこれを高めるべきである。有識者会 アン ー

トによると、 学 から 業（修 ） までの、 的な学生の 識・ を っている大学

は 35 大学（79.5 ）であり、 成 28 に 識・ の 果を生かして科目の やシラ

の改 を った授業がある大学は 11 大学（25.0 ）であるな 、教員養成カリキュラムについて、

的な 証を まえた質保証の取組が とは えない。 
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．  

 
○ の 開に関わる課 、あるいは  

教員養成を う 質な大学群による大学間連合の構  
としての 、自 作 、 性とそれ れの「持 」の共有 

ピア・レビューの 質化 
 
                                                   
1 国立の教員養成系大学学部の在り方に関する懇 会（報告）「 の国立の教員養成系大学学部の在り

方について」（ 成 13 11 22 日） 
// . . . / / / / /005/ /011106.  

2 プロジェクトを 各 報告 は教大協ウ イトより ウンロードできる。 
// . . / / .  

3 // . . . / / / / .  
4 // . . . / / 
5 // . . . / / / 
6 教員養成系学部 の 学定員の在り方に関する 研究協 者会 「教員 野に係る大学 の は

収容定員 に関する 制方 の取 いについて（報告）」（ 成 17 3 25 日）の「 制方 の

」に「評価体制の 」として、「教員養成に関しては に質の維持・向上を っていくため

上 の評価（ 関 認証評価－ 者）に え 教員養成に係る 野 評価が われるということも有効

であると考えられることから これを うに さわしい 体が育成されることが される」とある。

// . . . / / / / / / /2015/07/14/1231889 0
02.  
7 中 教育 会「 の教員養成・ 制 の在り方について（答申）」

// . . . / / / / 0/ / /1337006.  
8 中 教育 会「教職生 の全体を通 た教員の 質 の 合的な向上方 について（答申)」

// . . . / / / / 0/ /1325092.  
9 中 教育 会「これからの学 教育を う教員の 質 の向上について 学び合い 高め合う教員

育成コ ュ ティの構 に向けて （答申）」

// . . . / / / / 0/ /1365665.  
10 // . . . / / / /1409693.  
11 一 として、岩田康之「教員養成改革の日本的構 「開放制」 下の質的向上 を考える 」日

本教育学会『教育学研究』第 80 第 4 号、2013 、 .14 26 において、「開放制」の日中 を みて

いる。 
12 岩田康之「日本の「大学における教員養成」の理 的 課   研究的視 から」『東京学芸大学

. 合教育科学系』 .69 .2、2018 、 .499 508 において、東京学芸大学と 教育大学の

を みている。 
// . . . / /2309/148991 

13 「 」（ ）・「 み上 」（ ）については、高野 「イ リ における教

員養成の「質保証」シ テム 改革からの 40 間 」『明治大学 科学研究所 』77、2015 、

.209 242 な に しい。 
// . . . . / / /10291/17631 

14 しくは、 東 「 国の教員養成 関における質保証の取り組みとその発 方案」東アジア教員養

成国際共 研究プロジェクト編『「東アジア的教師」の 』、東京学芸大学出 会、2015 な を参 さ

れたい。 
15 中 教育 会「 の教員養成・ 制 のあり方について（答申）」2006 7 11 日。 

// . . . / / / / 0/ / /1337006.  
16 岩田康之「「東アジア発」の教員養成研究の国際化に向けて」、 14 に 。 
17 // . . . / / / / /077/ .  
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・      

シン って い が の 力で が と シン

道 で文字 の

が の と の を の と

と が に って の を るに の が で っ と や

の に いて 会 の と の で の が てい が ン

ケー でい い 意 を とに い

で コ を「 るの 」とい と て コ ュ とコ コン

ン が 用 て い い と の と ての を が ことに が

い てい の意味で 「 と てコ に こ 」での の

が で このシン て に って る 会と て 意 が っ と

の で の とコ が で 的に る の 例

案でい 「 と る 」 コ の で できるの でき いの を

ることや でに を っている 例を ること と 会 ン ーで

の の い の に いて 的に ること で

で の の が 面に てい が の に いて るこ

と の が てい

の の が てい こと を る際 の い が こと

が で るとの が

を に ることを に て の を語ることの を

の で る を ることが と い

こ に を が の 会 ン ーが の と実践を てい

いと って
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日本教師教育学会 特別課題研究Ⅱ「大学教育と教職課程」  

公開研究会のお知らせ 

現在、わが国の教師教育は大きな改革が行われつつあります。本課題研究は、大学教育

における教職課程の問題について学問的な見地から検討を深めるために設置されました。

これまで、教職課程の再課程認定についての教師教育学会会員アンケートを行うとともに、

その成果をふまえたシンポジウム「今、再課程認定を再考する」を実施しました。  
本年度も、「教職課程を担当する組織や教員の多様化」および「教科のコアカリキュラ

ムと教職課程の質保証」を取り上げ、下記の 2 回にわたり公開研究会を開催します。
どちらか 1 回の参加でも差し支えありませんので、多くの皆様の参加をお待ちいたしま

す。 

1. 開催日時・テーマ：

（1）2019 年 12 月 7 日（土）14:00〜16:00

報告者：浦野東洋一 氏（帝京大学客員教授・東京大学名誉教授）

演題：「教育学部教員の多様化がもたらす波紋について考えてみる

～主としていわゆる実務家教員と研究者教員の並存に関して～」 

（2）2020 年 2 月 11 日（火・祝）14:00〜16:00

報告者：三石初雄 氏（東京学芸大学名誉教授）

演題：「教科関連科目のコアカリキュラムと教師の専門職力量の向上」

2. 会  場（2 回とも）：

東京大学教育学部 109 教室 http://www.p.u-tokyo.ac.jp/cg

3. 参加費・申し込み：

参加費無料。

当日参加も受け付けますが、資料準備の都合上下記宛に事前にご連絡いただけると幸

いです。 

4. 申し込み・問い合わせ先

世話人 樋口直宏（筑波大学） nhiguchi@human.tsukuba.ac.jp

＜資料 ＞
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Ⅱ
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．
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⇒
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換
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．
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．
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習
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あ
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が
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・
・
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近
年
の
大
学
・
学
校
教
育
政
策
の
動
向

2012.8.28
中
教
審
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「
教
職
生
活
の
全
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を
通
じ
た
教
員
の
資
質
能
力
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総
合
的
な
向
上
方
策

に
つ
い
て
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課
程
認
定
の
厳
格
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学
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教
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質
保
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教
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大
学
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国
に
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2013.6
ミ
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教
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け
た
協
力
者
会
議
（
報
告
）

「
大
学
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め
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て
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懇
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習
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幼
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校
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中
学
校
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等
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校
の

学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
及
び
必
要
な
方
策
等
に
つ
い
て
」

2017.3.
2018.3

幼
小
中
特
支
並
び
に
高
校
学
習
指
導
要
領
の
告
示

：
大
学
の
機
能
分
化
・再
編

：
大
学
で
の
教
員
養
成
機
能

再
編

：
（
教
員
養
成
へ
の
特
化
・
再
編

≠
教
育
者
の
養
成
）

：
（
高
度
専
門
職
業
人
養
成
）

（
教
職
大
学
院
科
目
で
教
科
領
域
内
容
の
導
入
）

：
学
校
教
育
再
編

3

2017.7
一
部
教
免
法
の
改
訂
に
伴
う

対
応
（
再
課
程
認
定
対
応
、2019.4

入
学
者
か
ら
適
用
）

2017.2
「教
育
学
分
野
の
参
照
基
準
検
討

分
科
会
」設
置

2018.11
中
教
審

答
申
『2040 年

に
向
け
た
⾼
等
教

育
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
』
「
分
野
別

評
価
に
つ
い
て
は
、
認
証
評
価
制
度
の

持
続
性
や
学
問
体
系
を
重
視
す
る
観
点

か
ら
細
分
化
せ
ず
。
⽇
本
学
術
会
議
の

分
野
別
参
照
基
準
の
活
⽤
。

Ⅰ
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近
年
の
大
学
・
学
校
教
育
政
策

2012.8.28
中
教
審
答
申
「
教
職
生
活
の
全
体
を
通
じ
た
教
員
の
資
質
能
力
の
総
合
的
な
向
上
方
策

に
つ
い
て
」

課
程
認
定
の
厳
格
化
、
学
校
教
育
の
質
保
証
、
教
職
大
学
院
制
度
の
発
展
・
拡
充
(全
都
道
府
県
に
）

2013.6
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
再
定
義

2013.10.15
教
員
の
資
質
能
力
向
上
に
係
る
当
面
の
改
善
方
策
の
実
施
に
向
け
た
協
力
者
会
議
（
報
告
）

「
大
学
院
段
階
の
教
員
養
成
の
改
革
と
充
実
等
に
つ
い
て
」

2015.12.21
中
教
審
答
申
「
こ
れ
か
ら
の
学
校
教
育
を
担
う
教
員
の
資
質
能
力
の
向
上
に
つ
い
て
」

2001 国
立
の
教
員
養
成
系
大
学
学
部
の
在
り
方
に
関
す
る
懇
談
会

2006.7.11 中
教
審
答
申
「
今
後
の
教
員
養
成
・
免
許
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
」

2008
教
職
大
学
院
開
設

2009 免
許
許
状
更
新
制
導
入

2010
教
職
実
践
演
習
導
入

2016.12.21
中
教
審
答
申
「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の

学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
及
び
必
要
な
方
策
等
に
つ
い
て
」

2017.3.
2018.3

幼
小
中
特
支
並
び
に
高
校
学
習
指
導
要
領
の
告
示

：
国
立
大
学
の
機
能
分
化

：
大
学
の
教
員
養
成
機
能
強
化

：
（
教
員
養
成
へ
の
特
化

≠
教
育
者
の
養
成
）

：
（
高
度
専
門
職
業
人
養
成
）

：
学
校
教
育
改
革

補
足
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2
0
3
0
年
を
見
て
の
学
校
教
育
改
革
？

教
職
課
程
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成

(2019)
⇒

「
大
学
で
の
教
員
養
成
」
に
直
接
関
与

学
校
教
育
法
で
の
「
学
力
規
定
」
(
2
0
0
7
)

○
A

TC
21S

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
第
一
次
報
告
書
提
出
（2010

）
A

ssessm
ent and Teaching of 21st C

entury S
kills(2012)

〇
国
立
教
育
政
策
研
究
所
『21
世
紀
型
能
力
』（2013.3

）
○

O
E

C
D
／

PISA
か
ら
の
影
響

(特
に

2006.2009.2012)

教
育
職
員
免
許
法
改
正

(一
部
改
正
・2017

）

〇
「
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
を
踏
ま
え

た
教
育
目
標
・
内
容
と
評
価
の
在
り
方
に

関
す
る
検
討
会
「
論
点
整
理
」

(
2
0
1
4
.
3
.
3
1
)

○
中
教
審
教
育
課
程
部
会
企
画
特
別
部

会
「
論
点
整
理
」
（
2
0
1
5
.
8
.
2
6
)

中
教
審

教
育
課
程
部
会

(2016.8.-2017.5
）

○
中
教
審
答
申
「
こ
れ
か
ら
の
学
校
教
育
を

担
う
教
員
の
資
質
能
力
の
向
上
に
つ
い
て
～
学

び
合
い
，
高
め
合
う
教
員
育
成
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

構
築
に
向
け
て
～
(2
0
1
5
.1
2
.2
1
)

教
科
書
改
訂
（2018-）

○
中
教
審
答
申
「
幼
稚
園
、
小
学

校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別

支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の

改
善
及
び
必
要
な
方
策
に
つ
い
て
」

(2
0
1
6
.1
2
.2
1
) 「
学
力
」
の
３
要
素
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教
師
教
育
の
高
度
化
へ
の
指
向

ー
「修
士
レ
ベ
ル
化
」の
推
進
ー

〇
「
修
士
レ
ベ
ル
」
化
は
「
も
は
や
必
然
的
」

・
「
高
度
か
つ
多
様
な
資
質
能
力
」
の
内
容
と
し
て
、
「
得
意
分
野
を
持
つ

個
性
豊
か
な
教
員
の
必
要
性
」

(1997
年
教
育
職
員
養
成
審
議
会
第
一
次
答
申
）

・
「
教
員
養
成
教
育
の
標
準
が
現
行
の
学
部
レ
ベ
ル
の
も
の
か
ら
修
士
レ

ベ
ル
の
も
の
へ
と
徐
々
に
移
行
し
て
い
く
」
こ
と
は
「
も
は
や
必
然
的
な
こ

と
」

（
1998

年
/教
育
職
員
養
成
審
議
会
第
二
次
答
申
）

〇
職
務
や
免
許
状
種
の
差
別
化
と
連
動
？

・
「
そ
れ
ぞ
れ
の
現
職
教
員
の
職
務
内
容
や
免
許
状
の
種
類
に
応
じ
た

教
科
、
教
職
、
特
殊
教
育
又
は
養
護
の
分
野
に
お
け
る
専
門
職
業
人
に

必
要
と
さ
れ
る
よ
り
高
度
の
資
質
能
力
」

(同
上
審
議
会
第
二
次
答
申

)

〇
他
の
専
門
職
、
他
の
国
で
は
ど
う
な
の
か

＊
「
高
度
化
」
施
策
は
「修
士
課
程
」と
「
専
門
職
課
程
」の
選
択
可
能
性

＊
専
門
職
と
し
て
の
医
師
は
、

6
年
制
学
士
課
程
＋
イ
ン
タ
ー
ン
（２
＋
３
）
＋
専
門
医

＊
法
曹
界
は
４
年
制
学
士
課
程
＋
法
科
大
学
院
等
（2-3

年
）
＋
司
法
修
習
生
（
１
年
）

Ⅱ
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専
門
職
の
高
度
化
・
・
・
再
整
備
・
拡
充
検
討

大
学
院
修
士
課
程
で
の
専
門
大
学
院
制
度
と
専
門
職
大
学
院
制
度
（
専

門
職
課
程
）
に
基
づ
く
教
職
大
学
院
構
想
と
の
併
存

専
門
大
学
院
で
な
く
専
門
職
大
学
院
制
度
へ
の
転
換

・
大
学
審
議
会
答
申
で
提
起
さ
れ
た
高
度
専
門
職
業
人
を
養
成
す
る
た

め
に
大
学
院
修
士
課
程
と
し
て
の
専
門
大
学
院
が

1999
年
度
か
ら
制
度

化
さ
れ
（2002

年
度
時
点
で
経
営
管
理
や
公
衆
衛
生
な
ど
の
分
野
で

6
研

究
科
・
専
攻
設
置
）

2018.5現
在

国
立
公
立

私
立

計
定
員

ビ
ジ
ネ
ス

11
3
14
29(株

１
）
2660

会
計

2
1

8
12(株

１
）

660
公
共
政
策

5
0

2
7
370

公
衆
衛
生

3
0

2
5
129

臨
床
心
理

2
0

4
6
130

そ
の
他

1
3
1015 (株

1)/56
4946

法
科
大
学
院

16
2
21

39
2330

教
職
大
学
院

47
0

7
54
1409

そ
の
他
＝
原
子
力
、
助
産
、
知
財
、
教
職
実
践
、
等
）

8685 ？

中
教
審
答
申
で
示
さ
れ

た
大
学
院
専
門
職
課
程

と
し
て
の
専
門
職
大
学
院

が
2003

年
度
以
降
、
ビ
ジ

ネ
ス
ス
ク
ー
ル
（
経
営
系

専
門
職
大
学
院
、

2003
年
度
）
や
ロ
ー
ス
ク
ー
ル

（
法
曹
系
専
門
職
大
学
院
、

2004
年
度
）
と
し
て
発
足

専
門
職
大
学
院
の
設
置
状
況
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海
外
の
教
員
養
成
の
高
度
化
（
中
学
校
２
年
生
の
理
科
教
員
の
最
終
学
歴
）

2007.6.22
日
本
学
術
会
議
「
要
望

こ
れ
か
ら
の
教
師
の
科
学
的
教
養
と
教
員
養
成
の
在
り
方
に
つ
い
て
」

国
名

大
卒
以
上
（
標
準
偏
差
）

大
卒

専
門
学
校

高
卒

高
卒
以
下

ロ
シ
ア

89(1.0)
8(1.1)

3(0.5)
1(0.3)

0(0.0)
ア
ル
メ
ニ
ア

82(2.1)
16(2.0)

1(0.4)
1(0.3)

0(0.0)
チ
ュ
ニ
ジ
ア

81(3.6)
17(3.4)

1(0.7)
1(0.0)

0(0.0)
ブ
ル
ガ
リ
ア

67(3.0)
24(2.5)

9(1.5)
0(0.0)

0(0.0)
リ
ト
ア
ニ
ア

62(2.2)
35(2.1)

2(0.7)
1(0.3)

0(0.0)
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

59(3.0)
41(3.0)

0(0.0)
0(0.0)

0(0.0
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

56(3.5)
38(3.7)

2(1.5)
0(0.1)

0(0.0)
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

51(4.8)
43(5.2)

6(3.0)
0(0.0)

0(0.0)
オ
ラ
ン
ダ

30(3.1)
--

66(3.0)
5(1.5)

0(0.0)
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

30(3.2)
63(3.4)

4(1.2)
4(1.2)

0(0.0)
ハ
ン
ガ
リ
ー

28(2.1)
72(2.1)

0(0.2)
0(0.0)

0(0.0)
台
北

27(3.6)
70(3.7)

2(1.5)
0(0.0)

0(0.0)
韓
国

25(2.9)
75(2.9)

0(0.0)
0(0.0)

0(0.0)
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

24(2.6)
76(2.6)

0(0.0)
0(0.0)

0(0.0)
エ
ス
ト
ニ
ア

23(2.2)
61(2.6)

12(1.6)
3(1.1)

0(0.0)
国
際
平
均

22(0.4)
57(0.4)

18(0.3)
3(0.2)

0(0.0)
香
港

17(3.3)
66(4.2)

17(3.2)
0(0.0)

0(0.0)
ノ
ル
ウ
ェ
ー

12(2.6)
72(4.0)

14(2.9)
1(0.8)

1(1.0)

日
本

9(2.6)
90(2.7)

1(0.9)
0(0.0)

0(0.0)
エ
ジ
プ
ト

8(2.3)
92(2.3)

0(0.0)
0(0.0)

0(0.0) 8

補
足
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大
学
卒
業
時
と
就
業
後
の
省
察
・
自
己
啓
発
を

担
保
で
き
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築

ⅰ
）
「
卒
業
時
の
一
定
の
知
識
・
技
能
の
水
準
を
確
保
」

（
「
採
用
当
初
か
ら
教
科
指
導
、
生
徒
指
導
等
の
職
務
を

著
し
い
支
障
が
生
じ
る
こ
と
な
く
実
践
で
き
る
資
質
能

力
」
（
教
養
審
第
一
次
答
申

1997）
ⅱ
）
「
そ
の
後
の
教
員
と
し
て
の
さ
ら
な
る
力
量
形
成
の

基
礎
と
な
る
力
量
」
（
「
生
涯
に
わ
た
り
資
質
能
力
の
向
上
を
図
る
」

同
上
）

ⅲ
）
中
堅
教
員
の
段
階
・
・
・
「
広
い
視
野
に
立
っ
た
力

量
の
向
上
が
必
要
」
（
若
手
教
員
へ
の
助
言
・
援
助
、
企
画
立
案
、
事

務
処
理
等
、
教
養
審
第
三
次
答
申
1999）

ⅳ
）
管
理
職
教
員
・
・
・
目
標
提
示
、
教
職
員
の
意
欲
を

引
き
出
す
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
学
校
運
営
全
体
を
視
野
に

入
れ
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
等
（
同
上
）

9
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教
職
大
学
院
の
設
置
目
的
(2
0
0
8
発
足
)

〇
新
人
教
員
と
中
核
的
中
堅
教
員
の
養
成

①
学
部
段
階
で
の
資
質
能
力
を
修
得
し
た
者
の
中
か
ら
、
さ
ら

に
よ
り
実
践
的
な
指
導
力
・
展
開
力
を
備
え
、
新
し
い
学
校
づ
く

り
の
有
力
な
一
員
と
な
り
得
る
新
人
教
員
の
養
成

②
現
職
教
員
を
対
象
に
、
地
域
や
学
校
に
お
け
る
指
導
的
役
割

を
果
た
し
得
る
教
員
等
と
し
て
不
可
欠
な
確
か
な
指
導
理
論
と
優

れ
た
実
践
力
・
応
用
力
を
備
え
た
ス
ク
ー
ル
リ
ー
ダ
ー
（
中
核
的

中
堅
教
員
）
の
養
成

〇
実
践
的
指
導
力
育
成
の
モ
デ
ル
づ
く
り

「
実
践
的
指
導
力
の
育
成
に
特
化
し
た
教
育
内
容
、
事
例
研
究
や

模
擬
授
業
な
ど
効
果
的
な
教
育
方
法
、
こ
れ
ら
の
指
導
を
行
う
に

ふ
さ
わ
し
い
指
導
体
制
な
ど
、
力
量
あ
る
教
員
の
養
成
の
た
め
の

モ
デ
ル
を
制
度
的
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
学
部
段
階
及
び
修

士
課
程
な
ど
他
の
教
職
課
程
に
対
し
て
よ
り
効
果
的
な
教
員
養
成

の
た
め
の
取
組
を
促
す
こ
と
」

(中
教
審
答
申
）

10
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専
門
職
大
学
院
制
度
の
概
要

（
１
）
標
準
修
業
年
限
・
２
年
（
法
科
大
学
院
は
３
年
）

（
２
）
修
了
要
件
・
3
0
単
位
以
上

＊
法
科
大
学
院
は
9
3
単
位
以
上
、
教
職
大
学
院
は
4
5
単
位
以
上
が
基
本

＊
一
般
の
修
士
課
程
と
異
な
り
、
論
文
作
成
を
必
須
と
し
な
い

（
３
）
教
員
組
織
・
必
要
専
任
教
員
中
の
３
割
以
上
は
実
務
家
教
員

＊
法
科
大
学
院
は
２
割
以
上
、
教
職
大
学
院
は
４
割
以
上

（
４
）
教
育
内
容
・
理
論
と
実
務
を
架
橋
す
る
実
践
的
な
教
育
を
実
施

・
事
例
研
究
や
現
地
調
査
を
中
心
に
、
双
方
向
・
多
方
向
に
行
わ
れ
る

討
論
や
質
疑
応
答
等
が
授
業
の
基
本

（
５
）
学
位
・
○
○
修
士
（
専
門
職
）

（
例
）
教
職
修
士
(専
門
職
)、
経
営
管
理
修
士
（
専
門
職
）
、
会
計
修
士
（
専
門
職
）

（
６
）
認
証
評
価
・
教
育
課
程
や
教
員
組
織
等
の
教
育
研
究
活
動
の
状
況
に
つ

い
て
、
文
部
科
学
大
臣
よ
り
認
証
を
受
け
た
認
証
評
価
団
体
の
評
価
を
５
年
以

内
ご
と
に
受
審
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
教
育
の
質
保
証
を
図
る
仕
組
み
を
担

保
。

（
７
）
修
士
課
程
で
は
、
「
研
究
者
の
養
成
」
「
高
度
専
門
職
業
人
の
養
成
」

11
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教
職
大
学
院
の

典
型
イ
メ
ー
ジ
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教
職

大
学

院
の

設
置

形
態

（
一

定
の

多
様

さ
）

〇
専
攻
名
に
重
点
を
表
現

・
高
度
教
職
実
践
専
攻
、
・
高
度
学
校
教
育
実
践
専
攻
、
・
教
育
実
践
高
度
化

専
攻
、
・
教
職
リ
ー
ダ
ー
専
攻
、
・
教
育
実
践
創
成
専
攻
、
・
教
職
開
発
専
攻
、

・
教
職
実
践
開
発
専
攻
、
・
教
職
専
攻
、
・
初
等
教
育
高
度
実
践
専
攻

等

〇
設
置
形
態
の
違
い

・
大
学
院
連
携
型
、
教
科
教
育
型
、
初
等
・
中
等
養
成
型
、

職
層
配
慮
型

〇
学
校
実
習
形
態
の
違
い

・
２
～
３
ヶ
月
の
や
や
長
い
集
中
的
な
授
業
等
実
習

・
週
１
日
の
学
校
教
育
実
習
を
２
－
３
ヶ
月
行
い
、
そ
の
後
集

中
し
て
１
－
３
ヶ
月
の
学
校
教
育
実
習
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
）

・
１
年
間
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
（
週
に
１
－
２
回
）

13
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教
育
実
践
研
究
・支
援
の

様
々
な
試
み

北
海
道
教
育
大
学

・
へ
き
地
教
育
実
践
研
究
・
双
方
向
遠
隔
授
業

・
平
日
夜
間
・
土
曜
日
開
講

・
ク
オ
ー
タ
ー
制
で
の
二
時
間
連
続
授
業

弘
前
大
学

・
毎
週
水
曜
実
習
（
毎
週
）

・
「
共
通
科
目
」(教

科
等
に
関
す
る
実
践
的
指
導
方
法
に
関
す
る
領
域
）内
に
「教

科
領
域
指
導
研
究
」
の
設
置

・
環
境
教
育
と
健
康
教
育
へ
の
期
待

福
井
大
学

・
拠
点
校
方
式
で
の
実
習
校
で
の
出
前
授
業
の
向
上
化

愛
知
教
育
大
学

・
月
水
木
＝
勤
務
、
火
金
＝
大
学
授
業
・
個
別
指
導

岐
阜
大
学

・
（
科
共
通
＋
専
攻
共
通
）14C

r.
＋

コ
ー
ス
共
通
6C
r..

・
（
例
）
授
業
研
究
基
礎
論
＋
授
業
研
究
開
発
論
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15

〇
ビ
ジ
ネ
ス

と
教
職
大
学

院
の
定
員

は
増
加

（
2019

教
職

大
学
院
は

2054
人
）

〇
法
科
大
学

院
「
不
適

合
」
判
定

20
数
大
学
院
。

2011
年
司
法

試
験
予
備
試

験
を
実
施
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2
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1
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・

H
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専
門
職
大
学
院
・
社
会
人
割
合

ビ
ジ
ネ
ス
・M

O
T

会
計

公
共
政
策

公
衆
衛
生

知
的
財
産

臨
床
心
理

法
科
大
学
院

教
職
大
学
院

そ
の
他

合
計

修
士
課
程

50%
弱

の
高
率
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教
職
大
学
院
の
定
員
充
足
率
の
推
移

17
文
部
科
学
省
「Society5.0

時
代
に
対
応
し
た
教
員
養
成
を
先
導
す
る
教
員
養
成
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
大
学
の
在
り
方
に
つ
い
て

(最
終
報
告
）
」
基
礎
資
料
集
よ
り

17
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2054

18

161



19
文
部
科
学
省
「Society5.0

時
代
に
対
応
し
た
教
員
養
成
を
先
導
す
る
教
員
養
成
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
大
学
の
在
り
方
に
つ
い
て

(最
終
報
告
）
」
基
礎
資
料
集
よ
り

19

＜
修
士
課
程
と
し
て
開
設
＞

⇒
心
理
・
臨
床
、
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育

/国
際
教

育
、

I T/A
I教
育
、
学
校
教
育
専
攻
（
教
育
学
・

心
理
学
の
２
コ
ー
ス
）
＋
特
別
支
援
教
育
専

攻
、
臨
床
心
理
学
専
攻
＋
教
科
教
育
専
攻
等
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(特
定
）
教
科
指
導
領
域
設
置
の
有
無

教
科
内
容
に
関
す
る
学
習
要
求
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追
加
カ
リ
へ
の
要
求
＝
教
科
・
保
護
者
対
応
・
カ
リ
マ
ネ
・
特
支
教
育
が
多
い
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22

②
宮
下
・倉
本
「教
職
大
学
院
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
関
す
る
研
究
」

『
順
天
堂
グ
ロ
ー
バ
ル
教
養
論
集
』
第
一
巻
（2016

）59–69 頁
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こ
の
1
0
年
の
教
職
大
学
院
で

改
め
て
問
わ
れ
て
き
た
こ
と

〇
即
実
践
的
指
導
力
と
は

学
卒
院
生
に
、
学
卒
現
職
教
員
と
同
じ
授
業
力
を
期
待
で
き

る
の
か
？

〇
学
習
指
導
力
は
身
に
つ
い
た
の
か
？

〇
学
校
実
習
校
で
の
実
習
経
験
の
違
い

(学
校
実
習
の
在
り
方
研
究
が
必
要

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
習
と
は
何
な
の
か
？

〇
学
校
運
営
の
中
核
教
員
と
し
て
の
マ
ネ
ジ
能
力
の
育
成
は
？

〇
学
卒
院
生
と
現
職
教
員
院
生
の
育
成
目
標
と
実
践
知
・

学
習
意
識
の
相
違
へ
の
配
慮

〇
大
学
院
な
ら
で
は
の

“
理
論
と
実
践
の
往
還
・
融
合
・
統

合
”
の
在
り
方
は
？

子
ど
も
理
解
力
・
教
材
開
発
力
・
研
究
推
進
力
力
は
？

カ
リ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
は
？

近
未
来
の
学
校
な
ら
で
は
の
改
革
構

想
を
実
現
す
る
デ
ザ
イ
ン
力
は
？

現
場
と
の
教
師
育
成
の
た
め

の
協
働
の
在
り
方
の
探
究

現
職
院
生
の
学
習
意
欲
へ
の
対
応
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①
「
教
員
養
成
教
育
の
標
準
が
現
行
の
学
部
レ
ベ
ル
の
も
の
か
ら
修
士

レ
ベ
ル
の
も
の
へ
と
徐
々
に
移
行
し
て
い
く
」
と
予
想
し
「
も
は
や
必
然
的

な
こ
と
」
と
明
記
（
教
養
審
第
二
次
答
申
、

1998
）

②
「
高
度
か
つ
多
様
な
資
質
能
力
」
の
内
容
と
し
て
、
全
教
員
に
育
成
さ

れ
る
べ
き
全
体
像
を
示
す
と
同
時
に
、
個
々
の
教
員
に
「
得
意
分
野
を
持

つ
個
性
豊
か
な
教
員
の
必
要
性
」
を
提
示
（
教
養
審
第
一
次
答
申
、

1997
）

日
本
教
育
大
学
協
会
（
教
育
政
策
特
別
委
員
会
教
員
養
成
制
度
部
会
）
は
、
「6
年
制

は
教
員
養
成
の
高
度
化
の
観
点
か
ら
歓
迎
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
単
純

6
年
制
」

と
「4
＋

2
＝

6
年
制
」
（
学
士
課
程
卒
業
後
の

2
年
間
養
成
）
の
案
を
提
案
（
２
０
０
３

-１
０
）

名
古
屋
大
学
教
育
発
達
科
学
研
究
科
高
度
専
門
職
業
人
養
成
コ
ー
ス
設

置
（2000

年
）
や
東
京
大
学
教
育
学
研
究
科
で
の
学
校
教
育
高
度
化
専
攻

（2006
年
）
等
の
設
置
。
教
師
教
育
だ
け
で
は
な
く
教
育
行
政
関
係
者
等
の

育
成
を
も
視
野
に
入
れ
た
。
教
職
に
関
す
る
専
門
職
大
学
院
博
士
課
程
へ

社
会
教
育
分
野
に
お
い
て
も
高
度
化
へ
の
志
向

日
本
社
会
教
育
学
会
で
は
、

2006
年
度
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
「
専
門
職

大
学
院
と
社
会
教
育
の
役
割
」
を
進
め
、
看
護
教
育
等
の
領
域
に
目
を
向

け
た
「
知
識
基
盤
社
会
に
お
け
る
質
の
高
い
学
習
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
保

障
し
て
い
く
た
め
の
社
会
教
育
」
の
在
り
方
を
探
り
、
「
学
び
あ
う
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
」
づ
く
り
と
そ
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
育
成

Ⅲ
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「
得
意
分
野
を
持
つ
個
性
豊
か
な
教
員
の
必
要
性
」
の
提
起

「
新
た
な
時
代
に
向
け
た
教
員
養
成
の
改
善
方
策
に
つ
い
て
」
（
教
養
審
第

1
次
答

1997.7
）

1)
い
つ
の
時
代
も
教
員
に
求
め
ら
れ
る
資
質
能
力

教
員
の
資
質
能
力
と
は
、
「
専
門
的
職
業
で
あ
る
『
教
職
』
に
対
す
る
愛
着
、
誇
り
、
一
体
感
に

支
え
ら
れ
た
知
識
、
技
能
等
の
総
体
」
（
昭
和
62
年
12
月
18
日
教
員
の
資
質
能
力
の
向
上
方
策

等
に
つ
い
て
）

2)
今
後
特
に
教
員
に
求
め
ら
れ
る
具
体
的
資
質
能
力

①
地
球
的
視
野
に
立
っ
て
行
動
す
る
た
め
の
資
質
能
力

・
地
球
、
国
家
、
人
間
等
に
関
す
る
適
切
な
理
解
（
例
：
地
球
観
、
国
家
観
、
人
間
観
等
）

・
豊
か
な
人
間
性
（
例
：
人
間
尊
重
・
人
権
尊
重
の
精
神
等
）

・
国
際
社
会
で
必
要
と
さ
れ
る
基
本
的
資
質
能
力
（
例
：
考
え
方
や
立
場
の
相
違
を
受
容
し
多

様
な
価
値
観
を
尊
重
す
る
態
度
、
国
際
社
会
に
貢
献
す
る
態
度
等
）

②
変
化
の
時
代
を
生
き
る
社
会
人
に
求
め
ら
れ
る
資
質
能
力

・
課
題
解
決
能
力
等
に
関
わ
る
も
の
（
例
：
個
性
、
感
性
、
創
造
力
、
応
用
力
等
）

・
人
間
関
係
に
関
わ
る
も
の
（
例
：
社
会
性
、
対
人
関
係
能
力
等
）

・
社
会
の
変
化
に
適
応
す
る
た
め
の
知
識
及
び
技
能
（
例
：
自
己
表
現
能
力
等
）

③
教
員
の
職
務
か
ら
必
然
的
に
求
め
ら
れ
る
資
質
能
力

・
幼
児
・
児
童
・
生
徒
や
教
育
の
在
り
方
に
関
す
る
適
切
な
理
解
（
例
：
幼
児
・
児
童
・
生
徒
観
、

教
育
観
等
）

・
教
職
に
対
す
る
愛
着
、
誇
り
、
一
体
感
（
例
：
教
職
に
対
す
る
情
熱
・
使
命
感
等
）
・
教
科
指

導
、
生
徒
指
導
等
の
た
め
の
知
識
、
技
能
及
び
態
度

3)
得
意
分
野
を
持
つ
個
性
豊
か
な
教
員
の
必
要
性
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「
こ
の
よ
う
に
教
員
に
は
多
様
な
資
質
能
力
が
求
め
ら
れ
、
教
員
一
人
一

人
が
こ
れ
ら
に
つ
い
て
最
小
限
必
要
な
知
識
、
技
能
等
を
備
え
る
こ
と
が

不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
べ
て
の
教
員
が
一
律
に
こ
れ
ら
多

様
な
資
質
能
力
を
高
度
に
身
に
付
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
も
、
そ
れ
は
現

実
的
で
は
な
い
。
」

「
む
し
ろ
学
校
で
は
、
多
様
な
資
質
能
力
を
持
つ
個
性
豊
か
な
人
材
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
教
員
集
団
が
連
携
・
協
働
す
る
こ
と
に
よ
り
、
学
校
と

い
う
組
織
全
体
と
し
て
充
実
し
た
教
育
活
動
を
展
開
す
べ
き
も
の
と
考
え

る
。
ま
た
、
い
じ
め
や
登
校
拒
否
の
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
現
在
の
学
校

を
取
り
巻
く
問
題
の
複
雑
さ
・
困
難
さ
の
中
で
は
、
学
校
と
家
庭
や
地
域

社
会
と
の
協
力
、
教
員
と
そ
れ
以
外
の
専
門
家
（
学
校
医
、
ス
ク
ー
ル
・
カ

ウ
ン
セ
ラ
ー
等
）
と
の
連
携
・
協
働
が
一
層
重
要
な
も
の
と
な
る
こ
と
か
ら
、

専
門
家
に
よ
る
日
常
的
な
指
導
・
助
言
・
援
助
の
体
制
整
備
や
学
校
と
専

門
機
関
と
の
連
携
の
確
保
な
ど
を
今
後
更
に
積
極
的
に
進
め
る
必
要
が

あ
る
。
」
「
一
律
に
」(全

員
に
）
で
は
な
く
、
専
門
を
そ
れ
ぞ
れ
も
っ
て
、

「
連
携
し
て
」
学
校
教
育
に
関
わ
っ
て
い
く
教
師
像

「
得
意
分
野
を
持
つ
個
性
豊
か
な
教
員
」
と
は
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•
教
職
大
学
院
は
こ
の
趨
勢
の
中
で
該
当
専
門
職
と
し
て
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

「
教
職
実
践
演
習
」
「
免
許
更
新
制
」
と
と
も
に
「
教
職
大
学
院
」
構
想
（中
央
教
育
審

議
会
答
申
、

2006
年
。
以
下

2006
年
中
教
審
答
申
と
略
記
）
が
示
さ
れ
、

2008
年
度

か
ら
制
度
化
・
創
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
移
行
過
程
の
中
で
、
「
教
科
」
に
関

し
て
の
位
置
づ
け
が
変
化
し
た
。

〇
教
養
審
第
二
次
答
申
で
「
得
意
分
野
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
「
教
科
、
教
職
、
特
殊

教
育
又
は
養
護
の
分
野
」
の
学
修
領
域
か
ら
「
教
科
」
に
関
す
る
領
域
が
は
ず
れ
た
。

・
教
職
専
門
性
の
制
度
設
計
の
過
程
で
、
教
科
専
門
及
び
教
科
教
育
領
域
が
後
退

（
「
今
後
の
国
立
の
教
員
養
成
系
大
学
学
部
の
在
り
方
に
つ
い
て
―
国
立
の
教
員
養
成
系
大

学
学
部
の
在
り
方
に
関
す
る
懇
談
会
―
」
報
告
（2001

）

「
教
員
養
成
学
部
の
修
士
課
程
で
は
、
学
部
に
も
ま
し
て
教
員
養
成
学
部
と
し
て
独
自

性
の
あ
る
教
育
研
究
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
態
を
み
る
と
、

例
え
ば
内
容
が
明
ら
か
に
理
学
や
文
学
の
修
士
論
文
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
論
文
等
を

も
と
に
「
修
士
（
教
育
学
）
」
を
授
与
し
て
い
る
と
い
う
例
が
見
ら
れ
る
。
」
「
教
員
養
成
学
部

の
大
学
院
で
は
、
他
の
専
門
学
部
と
同
じ
よ
う
な
内
容
の
学
問
を
追
究
す
る
の
で
は
な
く
、

教
員
養
成
の
立
場
か
ら
の
専
門
的
要
素
を
取
り
入
れ
た
、
名
実
と
も
に
「
修
士
（
教
育

学
）
」
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
教
育
研
究
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た

め
に
は
、
教
科
教
育
専
攻
（
専
修
）の
場
合
は
、
教
育
に
関
す
る
研
究
の
副
論
文
を
義

務
付
け
る
こ
と
も
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
」
等
の
指
摘
で
あ
る
。

「
教
科
」
に
関
す
る
領
域
の
削
除
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•
「
共
通
科
目
（
基
本
科
目
）
の
履
修
に
当
た
っ
て
は
、
コ
ー
ス
（
分
野
）
別
選
択
科
目
の
内

容
の
基
礎
と
な
る
理
論
の
修
得
と
と
も
に
、
諸
学
問
の
体
系
性
に
根
ざ
す
単
な
る
「理
論

の
た
め
の
理
論
」
で
は
な
く
、
学
校
に
お
け
る
教
育
課
題
の
把
握
や
教
員
の
実
践
を
裏

付
け
る
と
と
も
に
、
様
々
な
事
例
を
構
造
的
・
体
系
的
に
捉
え
る
も
の
と
す
る
必
要
が
あ

る
。
」
（
「
教
職
大
学
院
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
（
「
今
後
の
教
員
養
成
・
免
許
制
度
の
在
り
方
に
つ

い
て
」
（2006

年
中
教
審
答
申
の
「
教
職
大
学
院
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
（
補
論
）
」
）

•
「
教
員
養
成
に
特
化
し
た
専
門
職
大
学
院
」
で
は
、
「
現
在
の
学
校
現
場
が
直
面
す
る
課

題
に
対
応
し
得
る
実
践
力
・
応
用
力
の
育
成
と
い
う
観
点
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
『
教
科
専

門
』
と
し
て
の
専
門
性
が
教
職
と
し
て
の
高
度
な
専
門
性
の
育
成
に
資
す
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
」
、
し
た
が
っ
て
「
中
等
教
育
の
－
」
「
○
○
科
教
育
の
－
」
等
の
科
目
設
定
は
こ
の

部
分
に
関
し
て
は
行
わ
な
い
」
（
中
教
審
答
申

2006.7.11
の
「
参
考
資
料
」
に
付
さ
れ
た
「
教
職
大
学

院
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
（
第
二
次
試
案
）
」
）

•
「
教
職
大
学
院
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
（
補
論
）」
を
「
実
際
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

と
し
て
実
施
・
運
営
し
て
い
く
こ
と
を
想
定
し
、
各
大
学
に
お
け
る
教
職
大
学
院
の
設
置

検
討
に
当
た
り
考
慮
す
べ
き
点
に
つ
い
て
参
考
と
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

•
具
体
的
に
見
れ
ば
、
「
教
職
大
学
院
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
（
第
二

次
試
案
）
」
で
は
、
「
教
科
等
の
実
践
的
な
指
導
方
法
に
関
す
る
領
域
」で
「
扱
う
内
容
」
と

し
て
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
た
。

教
職
大
学
院
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
イ
メ
ー
ジ
」
で
固
定
化

（
第
二
次
試
案
）」 171



「教
科
等
の
実
践
的
な
指
導
方
法
に

関
す
る
領
域
」で
「扱
う
内
容
」
(限
定
的
）

児
童
生
徒
の
確
か
な
成
長
・
発
達
と
創
造
的
な
学
力
を
保
証
す
る
教
科

等
の
実
践
的
指
導
力
に
関
す
る
内
容
と
す
る
。

•教
科
等
の
意
義
・
目
的
（
教
科
間
の
関
連
指
導
の
工
夫
を
含
む
。
）

•授
業
計
画
（
学
習
指
導
案
の
作
成
）

•教
材
研
究
（
教
材
の
収
集
・
選
択
・
分
析
、
教
材
化
の
工
夫
な
ど
）

•指
導
方
法
（
授
業
構
成
・
授
業
形
態
の
工
夫
（
少
人
数
指
導
や
習
熟

度
別
指
導
な
ど
、
個
に
応
じ
た
指
導
等
）
を
含
む
。
）

•指
導
と
評
価
（
テ
ス
ト
等
の
作
成
、
評
価
の
在
り
方
）
な
ど

本
領
域
に
お
い
て
は
、
学
生
は
自
ら
の
学
校
種
・
担
当
教
科
等
に
お
け

る
指
導
方
法
に
関
す
る
内
容
を
念
頭
に
履
修
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
本
領

域
の
履
修
に
よ
り
修
得
さ
れ
る
資
質
能
力
は
当
該
特
定
教
科
に
お
け
る

指
導
方
法
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
汎
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
広
く
教

科
領
域
一
般
に
お
け
る
指
導
方
法
開
発
に
係
る
内
容
で
あ
る
こ
と
に
留

意
す
る
必
要
が
あ
る
。
」
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「
教
科
専
門
」
と
し
て
の
専
門
性
を

“
教
職
と
し
て
の
高
度
な
専
門
性
”
育
成
へ
と
狭
隘
化
？

•
「
学
校
現
場
に
お
い
て
教
職
と
し
て
の
高
度
の
専
門
性
を
発
揮
す
る
た
め
に

は
、
そ
の
背
景
と
し
て
の
十
分
な
学
問
的
知
識
・
能
力
に
基
づ
く
授
業
の
展

開
力
等
を
伴
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
教
職
大
学
院

制
度
の
創
設
に
当
た
っ
て
、
現
在
の
学
校
現
場
が
直
面
す
る
課
題
に
対
応

し
得
る
実
践
力
・
応
用
力
の
育
成
と
い
う
観
点
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
教
科
専

門
」
と
し
て
の
専
門
性
が
教
職
と
し
て
の
高
度
な
専
門
性
の
育
成
に
資
す
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
」

実
際
に
は
、

•
「
教
科
専
門
」
と
し
て
の
専
門
性
が
「
教
職
と
し
て
の
高
度
な
専
門
性
の
育

成
に
資
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
」
と
い
う
表
現
で
、
「
指
導
方
法
」
に
焦
点

化
・
限
定
化
さ
れ
、
教
科
専
門
（
学
問
・
諸
科
学
・
芸
術
等
文
化
遺
産
）
の
成

果
（
到
達
点
と
課
題
）
を
切
り
離
す
形
で
、
「
「
教
科
専
門
」
と
し
て
の
専
門

性
」
と
の
往
還
の
契
機
を
弱
め
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
イ
メ
ー
ジ
が
導
入
さ
れ
た
。

そ
れ
は
、
教
員
養
成
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
原
理
と
し
て
、
教
育
内
容
学
的

視
点
が
後
退
し
教
授
方
法
的
視
点
に
焦
点
化
・
制
限
さ
れ
る
傾
向
を
強
く
さ

せ
た
と
い
う
こ
と
と
い
え
る
（2006

年
中
教
審
答
申
（
「
今
後
の
教
員
養
成
・
免
許
制
度

の
在
り
方
に
つ
い
て
」
）
で
の
修
士
レ
ベ
ル
で
の
教
員
養
成
へ
の
移
行
促
進
）
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し
か
し
、
教
職
大
学
院
発
足

10
年
の
い
ま
、
「
共
通
５
領
域
の
必
修
単
位

数
の
柔
軟
化
」
措
置
に
よ
り
、
こ
の
教
科
に
関
す
る
部
分
が
条
件
付
き
で
変

更
・
復
活
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
『
教
科
領
域
』
コ
ー
ス
の
設
置
な
ど
、
教

科
領
域
の
内
容
の
導
入
を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
」
を
明
記
し
、
共
通

5
領

域
に
つ
い
て
も
「
教
科
等
の
実
践
的
な
指
導
方
法
に
関
す
る
領
域
」
と
の
重

複
を
考
慮
し
て

16
～

18
単
位
に
削
減
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
（
前
掲
有
識

者
会
議
報
告
書
）
。

こ
の
こ
と
は
、
教
職
大
学
院
制
度
化
で
の
教
師
育
成
に
関
し
て
の
こ
の
間

の
状
況
判
断
な
ら
び
に
小
学
校
教
科
担
任
制
へ
の
踏
み
出
し
（
中
教
審
へ

の
諮
問
事
項

2019.4.17
）
等
も
重
ね
て
考
え
る
と
、
教
科
・
学
習
指
導
へ
の

再
転
換
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

（2017.8.29
「
教
員
需
要
の
減
少
期
に
お
け
る
教
員
養
成
・
研
修
機
能
の
強
化
に
つ
い
て
ー
国
立

教
員
養
成
大
学
・
学
部
、
大
学
院
、
附
属
学
校
の
改
革
に
関
す
る
有
識
者
会
議
報
告
書
―
」
並
び
に

2018.3.30
日
付
「
事
務
連
絡
」
、
文
部
科
学
省
高
等
教
育
局
大
学
振
興
課
教
員
養
成
企
画
室
）。

「
教
員
養
成
に
特
化
し
た
専
門
職
大
学
院
」
で
は
、
・
・
・
「
中
等
教
育
の

－
」
「
○
○
科
教
育
の
－
」
等
の
科
目
設
定
は
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
行

わ
な
い
」(同

前
)

「
専
門
性
」
は
限
定
的
承
認

・
・
・そ
し
て
部
分
的
に
改
善
？
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教
職
大
学
院
の
共
通
科
目
の
性
格
変
更

＜
変
更
の
示
唆
＞

「
現
在
は

18
～

20
単
位
を
標
準
と
し
て
い
る
が
、
教
科
領
域
コ
ー
ス
の
設
置
を

は
じ
め
と
す
る
教
職
大
学
院
で
学
ぶ
者
の
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
へ
の
対
応
や
、
各

教
職
大
学
院
の
強
み
や
特
色
の
発
揮
の
促
進
の
た
め
、
管
理
職
コ
ー
ス
で
学

ぶ
者
の
特
例
（12
単
位
）
も
参
考
に
、
こ
れ
を
柔
軟
化
す
べ
き
と
の
声
が
あ
る
。
」

（
中
教
審
答
申
（2006

）
の
「別
添
資
料
」）

＜
変
更
の
追
認
＞

・「
今
後
の
大
学
院
段
階
の
教
員
養
成
機
能
の
在
り
方
の
方
向
性
」
と
し
て
、

「
国
立
の
教
員
養
成
系
修
士
課
程
は
、
原
則
と
し
て
教
職
大
学
院
に
段
階
的
に

移
行
す
る
こ
と
」

・
「
専
修
免
許
状
の
認
定
課
程
を
有
す
る
国
公
私
立
大
学
の
教
員
養
成
系
以
外

の
修
士
課
程
は
、
実
践
的
指
導
力
を
保
証
す
る
取
組
を
進
め
つ
つ
、
一
定
の
分

野
に
つ
い
て
学
問
的
な
幅
広
い
知
識
等
を
強
み
と
す
る
教
員
を
養
成
」
す
る
こ
と

を
、
一
定
の
条
件
で
許
容
す
る
方
向
性
を
提
示
（
「
大
学
院
段
階
の
教
員
養
成

の
改
革
と
充
実
等
に
つ
い
て
」
（
「
教
員
の
資
質
能
力
向
上
に
係
る
当
面
の
改

善
方
策
の
実
施
に
向
け
た
協
力
者
会
議
報
告
書
」

(2013.10.15）
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＜
変
更
の
追
認
＞

具
体
例
＝
「
教
職
大
学
院
の
特
化
コ
ー
ス
等
の
設
置
」

「
ス
ク
ー
ル
リ
ー
ダ
ー
養
成
機
能
」
と
と
も
に
、
「
学
習
指
導
に
特
化
し
た
コ
ー

ス
」
を
設
置
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
教
職
大
学
院
の
共
通
科
目

5
領
域
の
う

ち
、
「
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
に
関
す
る
領
域
」
、
「
教
科
等
の
実
践
的
な

指
導
方
法
に
関
す
る
領
域
」
を
よ
り
専
門
的
に
発
展
さ
せ
た
も
の
」
を
可
能
と

し
た
。

・
そ
の
領
域
と
は
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
、
言
語
活
動
な
ど
を
想
定
。

・
た
だ
し
、
「
学
習
指
導
コ
ー
ス
に
は
、
今
後
も
、
個
別
の
教
科
内
容
を
中
心

し
た
履
修
モ
デ
ル
を
設
定
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
」
と
し
て
、
「
高
度
専

門
職
と
し
て
修
得
す
べ
き
実
践
的
指
導
力
の
育
成
と
い
う
観
点
か
ら
、
個
別

の
教
科
や
学
校
種
の
違
い
を
超
え
て
教
育
を
俯
瞰
し
研
究
す
る
教
育
実
践

研
究
を
積
極
的
に
採
り
入
れ
た
体
系
的
な
教
育
課
程
を
編
成
す
る
こ
と
を

重
視
し
、
教
科
内
容
に
関
す
る
授
業
科
目
を
開
設
す
る
場
合
は
、
学
校
に
お

け
る
教
育
実
践
に
直
接
的
に
結
び
つ
く
内
容
と
す
る
。
」
こ
と
を
条
件
と
し
て

い
る
。
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＜
「
教
科
領
域
を
学
ぶ
コ
ー
ス
の
設
定
」
の
明
示
＞

①
高
い
実
践
性
を
生
か
し
た
教
科
専
門
と
教
科
教
育
を
一
体
化
し
た
科
目
の
設
置
や

教
員
養
成
課
程
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
通
じ
て
学
部
を
含
む
大
学
の
養
成

機
能
全
体
の
充
実
を
リ
ー
ド
す
る
役
割

②
教
員
の
養
成
の
み
な
ら
ず
現
職
教
員
の
教
育
・
研
修
機
能
も
強
化
し
つ
つ
、
教
職
生

活
全
体
を
通
じ
た
職
能
成
長
を
支
援
す
る
役
割

③
管
理
職
養
成
コ
ー
ス
や
教
科
領
域
を
学
ぶ
コ
ー
ス
の
設
定
な
ど
社
会
の
要
請
に
柔

軟
に
対
応
し
た
多
様
な
学
習
の
場
を
提
供
す
る
役
割

④
実
際
に
学
校
が
抱
え
る
課
題
を
教
職
大
学
院
の
特
色
で
あ
る
「理
論
と
実
践
の
往

還
」
の
手
法
を
活
用
し
て
解
決
す
る
こ
と
等
を
通
じ
た
学
校
現
場
の
質
を
向
上
さ
せ
る
役

割
な
ど
が
期
待
さ
れ
る
。

＊
国
立
大
学
の
教
職
大
学
院
に
焦
点
づ
け
ら
れ
た
も
の

＊
「
新
学
習
指
導
要
領
で
「
①
知
識
及
び
技
能
」、
「
②
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力

等
」
、
「
③
学
び
に
向
か
う
力
、
人
間
性
等
」
の

3
つ
の
柱
に
基
づ
い
て
整
理
さ
れ
た
資

質
・
能
力
を
児
童
生
徒
に
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
」
に
対
応
さ
せ
る

＊
「
教
科
専
門
と
教
科
教
育
を
一
体
化
し
た
科
目
の
設
置
」
「
管
理
職
養
成
コ
ー
ス
や

教
科
領
域
を
学
ぶ
コ
ー
ス
の
設
定
」
な
ど
「
社
会
の
要
請
に
柔
軟
に
対
応
し
た
多
様
な

学
習
の
場
を
提
供
す
る
役
割
」
を
明
示
（
「有
識
者
会
議
報
告
書
」
（2017

））
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教
職
課
程
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成
の
経
緯

〇
教
職
課
程
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成
の
直
接
的
な
契
機
は
、

2001
年
国
立
の

教
員
養
成
系
大
学
・
学
部
の
在
り
方
に
関
す
る
懇
談
会
に
よ
る
「
今
後
の
国
立

の
教
員
養
成
系
大
学
学
部
の
在
り
方
に
つ
い
て
」(報

告
)

〇
そ
の
提
起
を
受
け
、
日
本
教
育
大
学
協
会
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
に
よ
る
“
教

員
養
成
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
群
”
を
基
軸
に
し
た
モ
デ
ル
・
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

が
提
案

(2004,2006,2007) さ
れ
て
い
る
。
そ
の
研
究
で
は
、
「
実
践
的
指
導
力

」
を
核
と
し
た
学
士
課
程
に
お
け
る
一
貫
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
開
発
を
行
い
、
そ
の

一
環
と
し
て
「
教
員
養
成
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
群
」
を
含
む
モ
デ
ル
・
コ
ア
・
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
の
編
成
等
を
提
案
（
学
士
課
程

1
年
か
ら

4
年
ま
で
の
教
育
実
践
科
目
の
系

列
化
と
、
教
科
専
門
科
目
と
教
職
科
目
と
を
架
橋
す
る
教
員
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編

成
が
一
定
普
及
す
る
契
機
を
つ
く
っ
た
）

〇
文
部
科
学
省
は
、
そ
の
後
、
中
教
審
答
申

(2012.8
、

2015.12)や
協
力
者
会

議
報
告
（2013.10

）等
で
、
教
員
の
資
質
能
力
の
総
合
的
な
向
上
方
策
を
提
起

し
、

2016
年

2
月
に
中
教
審
教
員
養
成
部
会
に
「
教
職
課
程
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
を
発
足
さ
せ
、
集
中
審
議
を
進
め
た
。

〇
そ
の
約

1
年
半
後
の

2017
年

7
月
に
「
教
職
課
程
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
案
が
了

承
さ
れ
、
同
年

11
月
に
公
表
さ
れ
た
。
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教
職
課
程
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成
の
考
え
方
(1
)

〇
教
職
課
程
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
日
本
の
教
育
方
法
学
で
い
う
コ
ア
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
と
は
異
な
る
（EX.中

心
課
程
（
生
活
単
元
）
と
周
辺
課
程
（
教
科
学
習
）
）

最
低
基
準
（standards)的

機
能
を
付
与
さ
れ
て
い
る
。

〇
編
成
原
理
と
も
い
え
る
も
の
は
、
「
学
習
成
果
基
盤
型
」(到

達
点
か
ら
逆
算
）

・
医
学
分
野
：
学
生
が
卒
業
時
ま
で
に
修
得
し
て
身
に
付
け
て
お
く
べ
き
実
践

的
能
力

(コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

)を
「
到
達
目
標
」
と
し
て
示
し
た
も
の

（
『
医
学
教
育

モ
デ
ル
・
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
－
教
育
内
容
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
－
（
平
成

22
年
度
改
訂
版
）
』
）

・
・
・
世
界
基
準
が
存
在
し
て
い
る
領
域

・
薬
学
分
野
：
「
積
み
上
げ
方
式
」
に
よ
る
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
内
容
に
際
限
が
な

い
状
況
か
ら
、
各
大
学
が
独
自
性
を
発
揮
す
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
（
「

新
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
問
わ
れ
る
大
学
教
育
の
今
後
」
『
薬
キ
ャ
リ
Ｐ
＋
』
）

〇
先
行
す
る
医
学
部
等
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
内
容
は
、
各
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
の

2/3
程
度
で
の
分
量
で
あ
り
、

1/3
は
、
各
大
学
が
独
自
に
作
成
す
る
こ
と

を
想
定

37
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教
職
課
程
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
考
え
方
(2
)

１
．
教
職
課
程
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

①
「
学
習
成
果
基
盤
型
」カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
は
、
「
全
国
す
べ
て
の
大
学
の
教
職
課
程
で
共
通
的
に
取
得
す

べ
き
資
質
能
力
を
示
す
も
の
」
（
「
到
達
目
標
」
と
し
て
示
し
た
も
の
）

②
各
大
学
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
成
す
る
と
き
の
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

各
大
学
が
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
る
際
の
共
通
の
枠
組
み
。
あ
く
ま
で
も
「
モ
デ
ル
」あ

る
い
は
「
教
育
内
容
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
（
お
よ
そ
、

2/3
程
度
の
時
間
数

(単
位
数

)で
、
モ
デ
ル
・
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
示
さ
れ
た
内
容
を
履
修
さ
せ
る
）
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旧
規
定
(小
学
校
）

新
規
定
（
免
許
法
の
一
部
改
正
）

各
科
目
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
な
事
項

専修
一種

二種

各
科
目
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
な
事
項

■
の
事
項
は
備
考
に
お
い
て
単
位
数
を
設

定
専修

一種
二種

教
科
に
関
す
る
科
目

※
国
語
（
書
写
を
含
む
。
）
、
社
会
、
算
数
、
理
科
、
生
活
、
音
楽
、
図
画
工
作
、
家

庭
及
び
体
育
の
う
ち
一
以
上
に
つ
い
て
修
得
す
る
こ
と

8
8
4

教
科
及
び

教
科
の
指

導
法
に
関

す
る
科
目

イ
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
※
「外
国
語
」
を
追
加
。

ロ
■
各
教
科
の
指
導
法
（情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む
。
）（
各
教
科

そ
れ
ぞ
れ
１
単
位
以
上
修
得
）

※
「
外
国
語
の
指
導
法
」
を
追
加
。

3
0
3
0
1
6

教職に関する科目

教
職
の
意

義
等
に
関

す
る
科
目

教
職
の
意
義
及
び
教
員
の
役
割

2
2
2

教
育
の
基

礎
的
理
解

に
関
す
る

科
目

イ
教
育
の
理
念
並
び
に
教
育
に
関
す
る
歴
史
及
び
思
想

ロ
教
職
の
意
義
及
び
教
員
の
役
割
・
職
務
内
容
（チ
ー
ム
学
校
へ
の
対
応
を

含
む
。
）

ハ
教
育
に
関
す
る
社
会
的
、
制
度
的
又
は
経
営
的
事
項

（
学
校
と
地
域
と
の
連
携
及
び
学
校
安
全
へ
の
対
応
を
含
む
。
）

ニ
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
の
心
身
の
発
達
及
び
学
習
の
過
程

ホ
■
特
別
の
支
援
を
必
要
と
す
る
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
に
対
す
る
理
解
（
１

単
位
以
上
修
得
）

ヘ
教
育
課
程
の
意
義
及
び
編
成
の
方
法
（カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
含

む
。
）

1
0
1
0
6

教
員
の
職
務
内
容
（研
修
、
服
務
及
び
身
分
保
障
等
を
含

む
。
）

進
路
選
択
に
資
す
る
各
種
の
機
会
の
提
供
等

教
育
の
基

礎
理
論
に

関
す
る
科

目

教
育
の
理
念
並
び
に
教
育
に
関
す
る
歴
史
及
び
思
想

6
6
4

幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
の
心
身
の
発
達
及
び
学
習
の
過
程

（
障
害
の
あ
る
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
の
心
身
の
発
達
及
び

学
習
の
過
程
を
含
む
。
）

教
育
に
関
す
る
社
会
的
、
制
度
的
又
は
経
営
的
事
項

教
育
課
程

及
び
指
導

法
に
関
す

る
科
目

教
育
課
程
の
意
義
及
び
編
成
の
方
法

2
2
2
2
1
4

道
徳
、
総

合
的
な
学

習
の
時
間

等
の
指
導

法
及
び
生

徒
指
導
、

教
育
相
談

等
に
関
す

る
科
目

イ
■
道
徳
の
理
論
及
び
指
導
法
（
一
種
：２
単
位
、
二
種
：
１
単
位
）

ロ
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
法

ハ
特
別
活
動
の
指
導
法

ニ
教
育
の
方
法
及
び
技
術
（情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む
。
）

ホ
生
徒
指
導
の
理
論
及
び
方
法

ヘ
教
育
相
談
（カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す
る
基
礎
的
な
知
識
を
含
む
。
）
の
理
論

及
び
方
法

ト
進
路
指
導
（キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
基
礎
的
な
事
項
を
含
む
。
）
の
理
論
及

び
方
法

1
0
1
0
6

各
教
科
の
指
導
法
（一
種
：
２
単
位
×
９
教
科
、
二
種
：
２
単
位

×
６
教
科
）

道
徳
の
指
導
法
（一
種
：
２
単
位
、
二
種
：
１
単
位
）

特
別
活
動
の
指
導
法

教
育
の
方
法
及
び
技
術
（情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含

む
。
）

生
徒
指
導
、

教
育
相
談

及
び
進
路

指
導
等
に

関
す
る
科

目

生
徒
指
導
の
理
論
及
び
方
法

4
4
4

教
育
相
談
（カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す
る
基
礎
的
な
知
識
を
含

む
。
）
の
理
論
及
び
方
法

進
路
指
導
の
理
論
及
び
方
法

教
育
実
習

5
5
5

教
育
実
践

に
関
す
る

科
目

イ
■
教
育
実
習
（
学
校
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
（
学
校
体
験
活

動
）
を
２
単
位
ま
で
含
む
こ
と
が
で
き
る
。
）
（５
単
位
）

ロ
■
教
職
実
践
演
習
（２
単
位
）

7
7
7

教
職
実
践
演
習

2
2
2

教
科
又
は
教
職
に
関
す
る
科
目

3
4
1
0
2

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

2
6
2
2

8
3
5
9
3
7

8
3
5
9
3
7

30Cr
8Cr

18Cr

５
－
３

教
免
法
の
改
定
と

教
員
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
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教
職
課
程
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
内
容
構
成

＜
科
目
構
成
＞

「
教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
」

(一
般
目
標
数
２
、
到
達
目
標
数
小
８
、
中
高

10)

「
領
域
及
び
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
」(同

２
、
同

9
）

「
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
」(6
科
目
）
（
上
記
同
様
数
を
提
示
ー
省
略

)

「
道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に

関
す
る
科
目
」(8
科
目
）

「
教
育
実
践
に
関
す
る
科
目
」
（
１
科
目
）

＊
科
目
毎
に
共
通
学
修
内
容
を
明
示

＊
活
用
に
あ
た
っ
て
は
、
「
目
標
」
の
数
や
、
単
位
数
、
授
業
回
数
を
「
縛
る
」
も
の
で
は
な

い
。
大
学
関
係
者
に
「
早
い
段
階
か
ら
教
員
と
し
て
の
適
性
を
見
極
め
る
機
会
を
提
供
す

る
」
こ
と
や
、
採
用
者
に
は
「
教
員
採
用
選
考
の
実
施
」、
国
に
は
「
教
職
課
程
の
審
査
・
認

定
・
実
施
視
察
」
も
求
め
て
い
る
。

＊
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
、
学
習
指
導
要
領
改
訂
時
に
変
更
？
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例
「教
科
及
び
教
科
の
指

導
法
に
関
す
る
科
目
」

〇
「
全
体
目
標
」
：

当
該
事
項
を
履
修
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
学
生
が
修
得
す
る
資
質
能
力

〇
「
一
般
目
標
」
：

全
体
目
標
を
内
容
の
ま
と
ま
り
毎

に
分
化
さ
せ
た
も
の

〇
「
到
達
目
標
」
：

学
生
が
一
般
目
標
に
到
達
す
る
た

め
に
達
成
す
べ
き
個
々
の
規
準

184



教育の基礎的理解に関する科目

教
科
及

び
に
教

科
の
指

導
法
に

関
す
る

科
目
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「教
職
課
程
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」を
め
ぐ
る
課
題

①
教
員
免
許
状
の
ベ
ー
ス
と
な
る
教
職
課
程
の
内
容
の
基
本
的
部

分
を
共
通
化
す
る
必
要
性
と
、
開
放
制
を
採
用
し
て
い
る
教
員
養
成

機
関
の
多
様
性
の
担
保
（
共
通
部
分
や
制
約
が
あ
ま
り
多
く
な
る
と
、
実

質
的
な
目
的
養
成
と
な
る
）

⇒
専
門
学
会
、
専
門
機
関
等
か
ら
の
意
見
聴
取
、
議
論
の
保
障

②
「
実
践
的
能
力
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
学
問
的
で
理
論
的
な
裏
付

け
の
担
保

(高
等
教
育
機
関

/大
学
で
の
教
員
養
成
の
理
念

)

⇒
「
実
践
的
指
導
方
法
」
と
い
う
こ
と
と
「
実
践
的
課
題
の
研
究
」
の

往
還
の
創
出

⇒
「
教
職
課
程
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
の
不
安
定
さ
（cos改

訂
毎
？
）

③
各
大
学
内
教
職
員
と
の
教
職
課
程
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
実
施
上
の
論
点

の
共
有
化

⇒
2020

年
入
学
者
実
施
の

[再
課
程
認
定

]で
の
「
厳
格
さ
」
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「
教
科
内
容
学
」
議
論
を
探
る

Ⅰ
．
「教
科
内
容
学
」発
足
ま
で
の
経
緯
(概
略
)

１
．
「
教
科
内
容
学
」
は
、

1978
（
昭
和

53
）
年
に
広
島
大
学
で
「教
科
専
門

の
担
当
者
が
共
有
す
る
学
問
領
域
」
の
名
称
と
し
て
使
用

２
．
広
島
大
学
教
育
学
研
究
科
リ
サ
ー
チ
オ
フ
ィ
ス
研
究
報
告
書
『
教
科

内
容
学
の
体
系
的
構
築
に
関
す
る
研
究
』
の
提
出
（2004

年
）

３
．

2004
年
、
島
根
大
学
教
育
学
部
で
の
授
業
｢教
科
内
容
構
成
研
究
｣

の
導
入

４
．

2006-2008
年
度
兵
庫
教
育
大
学
大
学
院
連
合
学
校
教
育
研
究
科

共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『
教
育
実
践
の
観
点
か
ら
と
ら
え
る
教
科
内
容
学
の

研
究
』
兵
庫
教
育
大
学
、
鳴
門
教
育
大
学
、
東
京
学
芸
大
学

５
．

2010
年
、
広
島
大
学
教
員
養
成
拡
大
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
教
科
指
導
法

関
連
授
業
科
目
の
充
実
な
ど
（2010

（
平
成

22
）
年
か
ら

) 

６
．

2010
年
度
日
本
教
育
大
学
協
会
特
別
研
究
助
成
『
教
員
養
成
に
お

け
る
「
教
科
内
容
学
」
研
究
』
（
増
井
三
夫
・
西
園
芳
信
・
坂
井
俊
樹
）
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Ⅱ
．
「
教
科
内
容
学
」
の
発
足

７
．

2011-2015
年
度
文
科
省
特
別
経
費
事
業
『
先
進
的
教
員
養
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』(岡

山
大
学

)

「
『
教
科
内
容
構
成
』
指
導
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
教
員
養
成
の
た
め
の
『
教
科
内
容
構
成
』

の
研
究

(第
１
版

)」2012

2012-2013
年
度
文
科
省
特
別
経
費
事
業
『教
員
養
成
モ
デ
ル
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
発
展

的
研
究
』
（
上
越
教
育
大
学
、
鳴
門
教
育
大
学
、
岡
山
大
学
）

８
．

2014
年
５
月
４
日
に
、
日
本
教
科
内
容
学
会
が
発
足

第
１
回
研
究
大
会
（
鳴
門
教
育
大
学
）
（2014

年
5
月

3-4
日
開
催
）

竹
村
信
治

(広
島
大
学

)「
教
科
内
容
学
の
構
築
」
『
日
本
教
科
内
容
学
会
誌
』
第
１
巻
第
１
号

2015

Ⅲ
．
教
科
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
検
討
？

9.
教
科
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
へ
の
試
行

・
広
島
大
学
「
教
科
教
育
モ
デ
ル
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

(案
）2018.1.20)

・静
岡
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
附
属
教
科
学
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
「
教
科
指
導
に
必

要
な
知
識
・
技
能
等
」
に
関
す
る
研
究
（2017.3

）
、

PCK
研
究
、
静
大

SPeC
（SubjectPedagogical  

Com
petency）

）
を
「
教
科
力
」
「
教
科
指
導
力
」
「
汎
用
的
指
導
力
」
「
研
究
力
」
で
構
成

・東
京
学
芸
大
学
『
新
た
な
視
点
か
ら
「
教
科
の
内
容
と
指
導
法
」
の
融
合
に
向
け
た
調
査
研
究
・

開
発
報
告
書
』
（2019.3)
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〇
増
井
三
夫

(上
越
教
育
大
）

・
教
科
専
門
教
員
の
専
門
分
野
の
一
つ

・
教
科
専
門
教
員
が
教
科
教
育
内
容
に
踏
み
込
み
、
教
科
専
門
と
教
科
教
育
と
を

「
架
橋
」
＝
再
構
成
す
る
。

〇
西
園
芳
信

(鳴
門
教
育
大
）

・
各
教
科
専
門
が
対
象
と
し
て
い
る
学
問
や
諸
科
学
の
内
容
を
教
育
実
践
に
お
け
る
教

科
内
容
と
し
て
構
成
し
、
体
系
的
に
捉
え
る
。

〇
松
岡
隆

(鳴
門
教
育
大
）

・
単
な
る
学
問
の
解
説
で
は
な
く
、
ま
た
、
学
習
指
導
要
領
や
教
科
書
の
内
容
を
理
解
さ

せ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
、
そ
の
役
割
は
学
問
の
修
得
を
通
し
て
、
教
科
内
容
の
持

つ
意
味
と
そ
れ
を
教
え
る
こ
と
の
意
義
を
考
え
さ
せ
、
適
切
な
教
科
観
を
確
立
す
る
こ
と

に
あ
る
。

〇
島
根
大
学
の
取
り
組
み
＝
科
目
「
教
科
内
容
構
成
研
究
」
の
設
置

(新
井
知
生
）

・
「
教
科
内
容
学
」
＝
「
教
科
専
門
教
育
」
そ
の
も
の
の
教
員
養
成
に
固
有
の
専
門
科
学

教
育
の
構
築

・
「
教
科
内
容
構
成
研
究
」
＝
学
校
教
育
内
容
と
関
連
し
専
門
を
再
構
成
す
る
も
の
」

科
目
設
定
の

位
置
づ
け
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〇
増
井
三
夫
の
定
義

・
教
科
内
容
学
＝
学
問
的
成
果
に
依
拠
し
た
専
門
諸
科
学
の

教
授
に
留
ま
ら
な
い
教
員
養
成
に
固
有
の
専
門
的
諸
科
学

教
育
の
構
築

・
教
科
内
容
構
成

(学
）
＝
学
校
教
育
に
お
け
る
専
門
諸
科
学

に
関
す
る
教
科
専
門
内
容
の
再
構
成
と
教
授
方
略
の
構
築

＊
鳴
門
教
育
大
学
の
大
学
院
修
士
課
程

「
教
科
内
容
構
成
」
と
い
う
実
践
的
科
目
を
設
定

「
教
育
実
践
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究
」(演

習
）
を
対
と
し
て
設
定

＊
「
「
学
と
し
て
の
体
系
性
」
は
あ
る
程
度
固
ま
っ
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
が

、
そ
れ
が
授
業
実
践
と
し
て
の
シ
ラ
バ
ス
な
る
と
、
教
科
に
よ
っ
て
ば
ら
つ

き
が
あ
り
、
中
に
は
か
な
り
硬
直
し
た
専
門
性
の
域
を
抜
け
出
て
い
な
い

も
の
も
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
」
（
新
井
、

2015)
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目
次

Ch.1
家
庭
科
の
概
要

家
庭
科
と
は

小
学
校
家
庭
科
の
変
遷

小
学
校
家
庭
科
の
目
標
と
内
容

Ch.2
家
庭
生
活
と
家
族

自
分
の
成
長
と
家
族

家
庭
生
活
と
仕
事

家
庭
や
近
隣
の
人
々
と
の
か
か
わ
り

Ch.3
日
常
の
食
事
と
調
理
の
基
礎

食
事
の
役
割

栄
養
を
考
え
た
食
事

調
理
実
習
の
基
礎

Ch.4
快
適
な
衣
服

衣
服
の
働
き
と
快
適
な
着
方
の
工
夫

日
常
着
の
手
入
れ

生
活
に
役
立
つ
も
の
の
製
作

鳴
門
教
育
大
学
教
科
内
容
学
研
究
会
編
著

『
教
科
内
容
学
に
基
づ
く
小
学
校
教
科
専
門
科
目
テ
キ
ス
ト
算
数
』
(2
0
1
5
.3
小
学
校
)

Ch.5
健
康
で
快
適
な
住
ま
い

健
康
で
快
適
な
住
ま
い
と
は

住
ま
い
の
日
常
的
管
理

健
康
で
快
適
な
住
ま
い
方
の
工
夫

Ch.6
身
近
な
消
費
生
活
と
環
境

消
費
生
活
と
生
活
経
営

財
の
分
類
方
法
と
特
徴

家
計
収
支
と
管
理

販
売
方
法
と
表
示

資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
廃
棄
物

消
費
者
の
権
利
と
責
任

ど
う
構
想

す
る
か

『
教
科
内
容
学
に
基
づ
く
小
学
校
教
科
専
門
科
目
テ
キ
ス
ト
』

音
楽
、
初
等
技
術
・
情
報
、
図
画
工
作
、
体
育
、
家
庭
、
算
数

（
鳴
門
教
育
大
学
教
科
内
容
学
研
究
会
編
著
（
徳
島
県
教
育
印
刷

, 
2015.3

）
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5
章

２
つ
の
量
の
除
法
（
２
）

１
同
種
の
２
つ
の
量
の
除
法

(率
）

6
章

量
と
測
定

１
量
と
測
定

２
平
面
図
形
と
面
積
の
求
め
方
見
方

7
章

平
面
図
形

１
図
形

２
平
面
図
形
の
概
念
形
成

8
章

関
数

１
「
関
数
の
定
義
」
と
「
関
数
の
考
え
」

２
比
例

/反
比
例
の
意
味
と
表
現
方
法

9
章

統
計

１
数
学
的
立
場
か
ら
の
統
計
的
な
見
方

/考

え
方

２
指
導
の
立
場
か
ら
の
統
計
的
な
見
方

/考

え
方

鳴
門
教
育
大
学
教
科
内
容
学
研
究
会
編
著

『
教
科
内
容
学
に
基
づ
く
小
学
校
教
科
専
門
科
目
テ
キ
ス
ト
家
庭
』
(2
0
1
5
.3
小
学
校
)

１
章

自
然
数
と
そ
の
計
算

０
学
習
を
は
じ
め
る
前
に

１
自
然
数
の
概
念

２
記
数
法
と

N
進
法

３
自
然
数
の
加
減
・
減
法

４
自
然
数
の
乗
法
・
除
法

５
自
然
数
の
四
則
演
算
の
基
本
法
則
と
閉
性

2
章

０
と
負
の
数
の
導
入

０
形
式
不
易
の
原
理

１
０
の
導
入
と
四
則
演
算

２
整
数
へ
の
拡
張
と
四
則
演
算

３
整
数
の
性
質

３
章

分
数
の
導
入

１
分
数
の
導
入
と
四
則
演
算

２
分
数
の
四
則
演
算

３
分
数
と
小
数

4
章

２
つ
の
量
の
除
法
（
１
）

１
量
の
意
味
と
分
類

２
異
種
の
２
つ
の
量
の
除
法
（
度
）
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50

「
教
科
内
容
構
成
」
：
２
つ
の
プ
ロ
セ
ス

「
子
ど
も
の
発
達
段
階
や
学
習
状
況
に
応
じ
て
，
教
科
の
内
容
を
構
成
し
，
授
業
を
行
う
プ
ロ
セ
ス
を
総
合

的
に
教
え
る
授
業
内
容
及
び
方
法
を
開
発
す
る
」
と
い
う
把
握
か
ら
，
「
教
科
内
容
構
成
」
を
２
つ
で
構
成
。

①
「
教
科
内
容
構
成
」
の
プ
ロ
セ
ス
１
＝
学
習
指
導
要
領
と
教
科
書
に
則
り
な
が
ら
も
，
そ
れ
ら
を
越
え
て
，

「
子
ど
も
の
発
達
段
階
や
学
習
状
況
，
教
科
内
容
の
系
統
性
，
原
理
を
考
慮
し
て
，
ど
の
段
階
で
ど
の
よ

う
な
内
容
，
教
材
を
用
い
て
指
導
す
る
の
が
相
応
し
い
の
か
を
検
討
，
計
画
す
る
。

②
「
教
科
内
容
構
成
」
の
プ
ロ
セ
ス
２
＝
全
体
の
指
導
計
画
の
中
に
位
置
づ
け
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
の

指
導
案
を
作
成
し
て
実
施
し
た
後
，
授
業
を
振
り
返
り
改
善
を
行
う
（
教
科
書
教
材
の
再
構
成
，
補
充
）

岡
山
大
学
『
「
教
科
内
容
構
成
」
指
導
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
第
一
版

2012
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広
島
大
学

「
教
科
教
育
モ
デ
ル
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
策
定
事
業
」
（2017

）

〇
構
成
＝
「
全
体
目
標
」
「
一
般
目
標
」
「
学
習
項
目
」
「
到
達
目
標
」

〇
各
教
科
の
「各
教
科
の
指
導
法
（
２
単
位
程
度
）
」
と
「
各
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

(１
単

位
程
度
）
」
の
各
到
達
目
標
に
つ
い
て
解
説

〇
各
教
科
の
「
各
教
科
の
指
導
法
（
２
単
位
程
度
）
」

・
「
授
業
実
践
に
必
要
な
知
識
・
理
解
」
と
「
授
業
実
践
」
か
ら
構
成
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52

〇
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
＝
「
授
業
に
必
要
な
科
学
的
探
究
力
」
と
「
理
科
に
関
す
る
背

景
的
な
知
識
」
か
ら
構
成
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53

〇
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
＝
「
授
業
に
必
要
な
科
学
的
探
究
力
」
と
「
理
科
に
関
す
る
背

景
的
な
知
識
」
か
ら
構
成
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静
岡
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
附
属
教
科
学
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

『
中
等
教
育
に
お
け
る
教
科
指
導
に
必
要
な
知
識
・
技
能
等
～
静
大

S
P

eC
に
つ
い
て
～
』
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S
P

eC
-A

 教
科
内
容
に
つ
い
て
の
本
質
的
な
見
方
・
考
え
方
〔
教
科
力
〕

１
科
学
の
学
問
体
系
に
関
す
る
知
識

２
科
学
・
技
術
に
関
す
る
社
会
的
・
文
化
的
価
値
に
つ
い
て
の
理
解

３
教
科
内
容
に
関
わ
る
理
科
の
専
門
的
知
識

専
門
的
知
識
と
は
，
理
科
の
本
質
と
魅
力
を
生
徒
に
伝
え
る
の
に
十
分
な
知
識
の
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
，
科
学
的
な
探
究
に
お
い
て
生
徒
を
先
導
で
き
る
能
力
も
含
む
。
そ
の
知
識
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
，
例

え
ば
，
発
達
段
階
や
ラ
ー
ニ
ン
グ
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ョ
ン
ズ
（LPs

）
に
対
応
し
た
各
学
年
の
理
科
の
内
容

に
関
す
る
，
ス
パ
イ
ラ
ル
な
理
科
の
学
び
の
深
ま
り
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。
教
師
は
，
今
後
の
専

門
知
識
の
進
展
を
常
に
認
識
し
な
が
ら
，
児
童
・
生
徒
の
理
解
力
と
感
覚
が
、
現
在
の
専
門
知
識
を

把
握
・
咀
嚼
で
き
る
よ
う
に
，
そ
の
教
育
的
段
階
性
に
気
を
配
る
。

４
理
科
の
問
題
・
課
題
解
決
に
関
わ
る
思
考
力
・
表
現
力

５
科
学
・
技
術
・
工
学
の
発
展
の
歴
史
に
関
す
る
知
識

６
科
学
の
本
質
、
科
学
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
関
す
る
理
解
と
実
践
に
つ
い
て
の
理
解

S
P

eC
-B

 教
科
指
導
に
関
わ
る
知
識
・
能
力
〔
教
科
指
導
力
〕

１
．
学
校
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
関
す
る
体
系
的
理
解
：
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
及
び
大
学
の
理
科

２
．
指
導
内
容
に
関
す
る
教
育
的
価
値
に
つ
い
て
の
理
解

・
実
用
的
価
値
、
文
化
的
価
値
、
陶
冶
的
価
値

３
．
指
導
内
容
に
つ
い
て
の
教
材
（
学
習
材
）
開
発
力

４
．
指
導
内
容
に
つ
い
て
の
単
元
構
想
力
・
授
業
構
成
力

５
．
指
導
内
容
に
つ
い
て
の
子
ど
も
理
解
（
理
解
の
様
相
・
つ
ま
ず
き
等
）

６
．
他
教
科
と
の
関
わ
り
に
関
す
る
知
識

７
．
理
科
教
育
の
変
遷
に
関
す
る
知
識
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Ⅲ
 
い
く
つ
か
の
「
教
科
内
容
学
」
に
関
わ
る
概
念
・
用
語

 
１
）
教
科
専
門
か
ら
、
教
科
内
容
を
“
再
”
構
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
＝
教
科
内
容
学
（
増
井
三
夫
）

 
 
「
教
科
内
容
を
研
究
し
、
教
育
す
る
学
」

 
＊
拡
充
・
一
部
再
編

 
      ２
）
教
科
教
育
学
か
ら
教
科
内
容
を
（
再
）
構
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
＝
教
育
内
容
学
（
西
園
芳
信
）

 
 
＊
拡
充
・
発
展

 
     ３
）
両
者
の
中
間
に
新
し
い
概
念
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
場
合

 
 

 
＝
教
科
内
容
構
成
研
究
（
島
根
大
）
 
 
 
＊
協
働

 
       ４
）
新
た
に
学
習
指
導
要
領
の
内
容
に
即
し
て
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
＝
教
材
構
成
学

 
 
＊
融
合

 
     

中
間
的

内
容

 

教職専門
 教職専門

 

中
間
的
内
容

 

学
習
指
導
要
領

 

３
．
「
教
科
内
容
学
」
関
連
研
究
に
お
け
る
構
造

200



「共
通
認
識
」
づ
く
り
の
た
め
の
研
究
の
必
要
性

１
．
大
学
教
育
の
多
様
性
を
尊
重
し
、
各
大
学
の
自
主
性
・
自

律
性
を
担
保
し
、
共
通
性
と
多
様
性
、
実
践
性
と
理
論
を
両
立

・
「
実
践
的
指
導
力
」
の
内
容
と
力
量
形
成
に
関
す
る
実
証
的
研
究
の

必
要
性

・
「
実
践
的
指
導
力
」
強
化
政
策
の
検
証
（
教
育
学
研
究
と
の
乖
離
、
実

践
的
課
題
の
複
雑
化
に
伴
う
困
惑

２
．
教
職
課
程
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
参
照
規
準
と
の
相
補
関

係
の
充
実

３
．
開
放
制
の
も
と
で
の
教
職
課
程
充
実
の
点
検
、
再
構
成
（

形
式
的
、
外
圧
的
で
な
い
、
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
と
自
浄
機
能
を
持

っ
た
質
保
証
シ
ス
テ
ム
（FD
等
）
の
開
発
と
交
流

４
．
「
教
科
内
容
学
」
的
研
究
と
の
相
互
実
践
研
究
交
流
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日
本
学
術
会
議
に
お
け
る
参
照
基
準
の
作
成

〇
中
教
審
答
申
「
学
士
課
程
教
育
の
構
築
に
向
け
て
」
（2008.12.24

）

〇
文
科
省
か
ら
学
術
会
議
へ
「
大
学
教
育
の
分
野
別
質
保
証
の
在
り
方
に
つ

い
て
」
の
審
議
依
頼
（2008.5.22

）

〇
「
大
学
教
育
の
分
野
別
質
保
証
の
在
り
方
検
討
委
員
会
」
の
下
の

3
つ
の
分

科
会
で
審
議

・
学
術
会
議
よ
り
回
答
「
大
学
教
育
の
分
野
別
質
保
証
の
在
り
方
に
つ
い
て
」

（2010.7.22
）

・
各
分
野
で
参
照
基
準
の
作
成
・
公
表
（2012.8.31

～
）

・
「
教
育
学
分
野
の
参
照
基
準
（
試
案
）
」
（
広
田
照
幸
氏
に
よ
る
）が
、
各
分
野

で
の
作
業
の
た
め
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
作
成
・
活
用
さ
れ
た
が
、
教
育
学
分

野
の
参
照
基
準
の
作
成
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

＊
教
育
関
連
学
会
連
絡
協
議
会
・
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
教
育
学
教
育
の
あ
り
方
と
教

職
課
程
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
再
検
討

―
教
育
学
分
野
の
参
照
基
準
の
作
成
に
向
け
て

―
」2019.3.16@

学
習
院
大
学
／
松
下
佳
代
氏
作
成
Ｐ
Ｐ
Ｔ
を
若
干
編
集
・
作
成

Ⅳ
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「参
照
基
準
」
作
成
に
あ
た
っ
て
の
構
成
要
素

１
．
当
該
学
問
分
野
の
定
義
と
固
有
の
特
性

＊
そ
の
後
、
定
義
と
特
性
に
分
割

２
．
当
該
学
問
分
野
で
学
生
が
身
に
付
け
る
べ
き
基
本
的
な
素
養

（
１
）
基
本
的
な
知
識
と
理
解

（
２
）
基
本
的
な
能
力
：
分
野
に
固
有
の
能
力
と
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
ス
キ
ル

＊
当
該
分
野
の
学
び
を
通
じ
て
学
生
に
身
に
付
け
さ
せ
る
能
力
を
定
義
し
、
そ

の
こ
と
が
、
職
業
人
、
市
民
、
人
間
と
し
て
、
ど
う
い
う
意
義
を
持
つ
か
明
ら
に

３
．
学
習
方
法
と
学
習
成
果
の
評
価
方
法
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方

＊
２
の
こ
と
を
学
生
に
身
に
付
け
さ
せ
る
た
め
に
、
学
習
方
法
で
は
ど
の
よ
う

な
工
夫
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
成
果
を
ど
う
評
価
す
る
か
を
明
ら
か
に
す
る

４
．
市
民
性
の
涵
養
を
め
ぐ
る
専
門
教
育
と
教
養
教
育
と
の
関
わ
り

＊
専
門
教
育
と
教
養
教
育
と
で
構
成
さ
れ
る
学
士
課
程
教
育
の
、
分
野
を
共

通
し
た
目
標
が
「
よ
き
市
民
の
育
成
」
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
実
現
す
る
と
い

う
観
点
に
も
十
分
留
意
す
る
。

５
．
そ
の
他
、
分
野
ご
と
の
事
情
を
反
映
し
た
事
項

教
育
関
連
学
会
連
絡
協
議
会
・
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
教
育
学

教
育
の
あ
り
方
と
教
職
課
程
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
再
検
討

―
教
育

学
分
野
の
参
照
基
準
の
作
成
に
向
け
て

―
」2019.3.16@

学
習
院
大
学
／
松
下
佳
代
氏
作
成
Ｐ
Ｐ
Ｔ
を
若
干
編
集
・
作
成
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参
照
基
準
の
性
格
と
課
題

〇
参
照
基
準
の
性
格

＊
「
各
大
学
は
、
こ
れ
［
＝
各
分
野
の
参
照
基
準
］
を
参
照
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

学
部
・
学
科
の
教
育
課
程
の
学
習
目
標
を
十
分
な
具
体
性
を
備
え
た
形
で

同
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
効
果
的
に
達
成
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
を
編
成
し
、
学
士
課
程
の
教
育
の
質
を
高
め
て
い
く
」
（
回
答

, ii頁
）

＊
各
大
学
の
自
律
性
を
尊
重

→
過
度
に
具
体
的
な
記
述
に
陥
ら
ず
、
具
体
的
な
も
の
へ
の
言
及
は
例

示
や
参
考
に
と
ど
め
る
（
広
田
報
告

, 2018.3
）

〇
参
照
基
準
の
課
題

＊
認
証
評
価
や
法
人
評
価
の
単
位
（
＝
部
局
）
と
、
参
照
基
準
の
単
位
（
＝
分

野
）
の
ズ
レ

→
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い

＊
抽
象
度
の
高
さ
ゆ
え
の
難
解
さ

→
自
律
性
の
尊
重

vs. 了
解
可
能
性
の
ジ
レ
ン
マ

教
育
関
連
学
会
連
絡
協
議
会
・
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
教
育
学
教
育
の
あ
り
方
と
教
職
課
程
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
再
検
討

―
教
育
学
分
野
の
参
照
基
準
の

作
成
に
向
け
て

―
」2019.3.16@

学
習
院
大
学
／

松
下
佳
代
氏
作
成
Ｐ
Ｐ
Ｔ
を
若
干
編
集
・
作
成

204



「教
職
課
程
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」と
の
関
係

１
．
教
職
課
程
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

①
「
学
習
成
果
基
盤
型
」
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
は
、
学
生
が
卒
業
時
ま
で
に
修
得
し
て
身
に
付
け
て
お
く
べ
き
実

践
的
能
力

(コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

)を
「
到
達
目
標
」
と
し
て
示
し
た
も
の

②
各
大
学
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
成
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

各
大
学
が
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
る
際
の
共
通
の
枠
組
み
。
あ
く
ま
で
も
「
モ
デ
ル
」あ

る
い
は
「
教
育
内
容
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
（
お
よ
そ
、

2/3
程
度
の
時
間
数

(単
位
数

)で
、
モ
デ
ル
・
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
示
さ
れ
た
内
容
を
履
修
さ
せ
る
）

２
．
課
題

①
教
員
免
許
状
の
ベ
ー
ス
と
な
る
教
職
課
程
の
内
容
の
基
本
的
部
分
を
共
通
化
す
る

必
要
性
と
、
開
放
制
を
採
用
し
て
い
る
教
員
養
成
と
の
違
い
（
共
通
部
分
や
制
約
が
あ

ま
り
多
く
な
る
と
、
実
質
的
な
目
的
養
成
と
な
る
）
。

②
「
実
践
的
能
力
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
学
問
的
背
景
や
理
論
的
背
景
を
し
っ
か
り
と

身
に
付
け
る
こ
と
が
、
大
学
で
の
教
員
養
成
の
理
念
。
「
現
場
で
は
学
べ
な
い
こ
と
」
「
大

学
に
お
い
て
こ
そ
学
習
し
て
お
く
べ
き
こ
と
」
、
「
大
学
で
な
け
れ
ば
学
習
す
る
機
会
も
な

い
」
と
い
う
視
点
に
配
慮
す
る
。
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63

教育学に固有の特性

(4)「
教
育

学
の
再
帰

性
」

(1)「
人
間
と

社
会
の
可

変
性
へ
の

関
心
」

・
教
師
の
や
り
が
い

・
教
師
は
楽
し
い

・
教
師
と
し
て
社
会
貢
献

・
教
師
に
な
り
た
い

・
他
人
に
働
き
か
け
る
と
、

働
き
か
け
ら
れ
る

・
働
き
か
け
る
と
自
分
に
そ

の
こ
と
が
戻
っ
て
く
る

・
教
師
は
、
働
き
か
け
る
と

そ
の
事
の
結
果
を
常
に

気
に
し
て
い
る

自
己
成
長
・
自
己
発
達
・

自
己
学
習
・
自
己
変
化
・

と

教
育
活
動
と
の
関
係
の

妥
当
性
・
意
味
・
解
明

働
き
か
け
方
の
適
格
さ

、
妥
当
性
、
効
果
・
意
味

を
真
摯
に
吟
味
・
省
察
・

再
構
築

(2)
３
つ
の
研
究

ア
プ
ロ
ー
チ

(３
)

技
術
知
と
反

省
知

(４
)

総
合
性

接
近
方
法
の
特
性

教員養成学・教師教育学
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＜
教
職
コ
ア
カ
リ
＞

他
者
が
求
め
る
成
長
・

発
達
・
学
習
・
変
化
で

は
な
い
か

＜
教
職
コ
ア
カ
リ
＞

他
者
に
よ
る
教
職
専
門

性
開
発
で
、
自
己
要
求

に
基
づ
い
て
い
な
い
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65

学生が身につけること

(3)「
教
育
の
歴
史
的

理
解

(1)「
教
育
の
原
理
・

概
念
」

(ウ
)

効
果

的
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ
ン

接
近
方
略

(2)「
教
育
の
目
的
」

（
教
育
の
機
能
・
教

育
的
価
値
）

(4)「
教
育
の
地
域
・

社
会
・文
化
的
多
様

性
理
解

(5)「
学
習
過
程
と
そ

れ
へ
の
介
入
理

解
」

(6)教
育
事
象
と
社

会
的
事
業
と
の
相

互
関
係
の
理
解
」

・
発
達
主
体

・
人
権

・
主
権
者

・
常
識
が
覆
る

・
意
味
が
分
か
る

・
変
化
が
分
か
る

・
行
動
が
変
わ
る

そ
の
糸
口
、
契
機
、

仕
掛
け
は
何
か

(イ
)

教
育

の
構
想

(ア
)

批
判

的
考
察

(エ
)

効果的協働

(オ
)

学
び

の
継

続
性

少
し
記
述
が

少
な
い
？

・
教
育
実
践
課
題

の
抽
出
ー
何
を
手

掛
か
り
に
働
き
か

け
る
か

・
教
育
指
導
の
在

り
方
研
究

・
学
習
内
容
研
究

教育内容学
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66

学生が身につけること

(3)「
教
育
の
歴
史
的

理
解

(1)「
教
育
の
原
理
・

概
念
」

(ウ
)

効
果

的
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ
ン

接
近
方
略

(2)「
教
育
の
目
的
」

（
教
育
の
機
能
・
教

育
的
価
値
）

(4)「
教
育
の
地
域
・

社
会
・文
化
的
多
様

性
理
解

(5)「
学
習
過
程
と
そ

れ
へ
の
介
入
理

解
」

(6)教
育
事
象
と
社

会
的
事
業
と
の
相

互
関
係
の
理
解
」

・
発
達
主
体

・
人
権

・
主
権
者

・
常
識
が
覆
る

・
意
味
が
分
か
る

・
変
化
が
分
か
る

・
行
動
が
変
わ
る

そ
の
糸
口
、
契
機
、

仕
掛
け
は
何
か

(イ
)

教
育

の
構
想

(ア
)

批
判

的
考
察

(エ
)

効果的協働

(オ
)

学
び

の
継

続
性

・
教
育
実
践
課
題

の
抽
出
ー
何
を
手

掛
か
り
に
働
き
か

け
る
か

・
教
育
指
導
の
在

り
方
研
究

・
学
習
内
容
研
究

教
育
方
法
・
教
育

内
容
学

「
教
科
内
容
学
」

関
連
研
究
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「
教
育
学
分
野
の
参
照
基
準
」
と
の
関
連
性
を
考
え
る

「
教
育
学
分
野
の
参
照
基
準
」
の
構
成
の
考
え
方

(p.1)
１
．
「
教
育
研
究
に
関
す
る
教
育
課
程
」と
「
教
員
養
成
に
関
す
る
教
育

課
程
」
の
両
方
が
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」

２
．
教
育
研
究
と
教
員
養
成
の
相
互
必
須
関
係

①
本
参
照
規
準
が
、
「
教
職
課
程
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
改
訂
さ
れ

る
際
の
足
が
か
り
を
提
供
」

②
教
育
学
に
と
っ
て
、
「
教
員
養
成
と
い
う
要
素
を
付
加
的
に
で
は
な

く
本
来
的
な
要
素
と
し
て
位
置
付
け
る
」

＊
教
育
の
人
へ
の
目
的
的
働
き
か
け
（
教
育
実
践
＝
教
師
教
育
学

の
対
象
）
が
教
育
学
研
究
の
基
盤
に
な
る
。

67
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学
士
課
程
と
修
士
・専
門
職
課
程
と
の

違
い
と
連
関
を
考
え
る
ー
高
度
実
践
型
教
師
の
追
究
ー

１
．
教
育
実
践
の
生
成
過
程
と
遺
産
を
じ
っ
く
り
と
分
析

・
先
行
実
践
研
究
と
の
出
会
い
（
多
様
な
教
育
活
動
へ
の
知
見
と
課
題
と
の
遭
遇
）

・
根
拠
・
事
例
に
基
づ
く
、
中
期
的
近
未
来
的
か
つ
広
域
的
見
通
し
に
即
し
た
学
修
機

会
の
創
成
者
に

２
．
教
職
大
学
院
の
ス
ト
マ
ス
の
実
践
的
指
導
力
の
向
上
が
カ
ギ

・
「
子
ど
も
・
生
徒
理
解
」
の
困
難
性
と
探
究
性
の
体
験

・
教
材
開
発
力

と
学
級
運
営
力

得
意
分
野
の
確
保
（核
と
な
る
学
習
材
・
教
育
方
法
の
学
問
探
究
経
験
）

・
教
育
的
・
研
究
的
協
働
経
験
の
蓄
積
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
・
連
携
等
）

３
．
現
職
教
員
の
実
践
的
指
導
力
の
向
上
の
カ
ギ

・
教
材
開
発
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
力
の
推
進
力
量

・
校
内
外
実
践
研
究
活
動
の
仕
掛
け
・
発
案
者

①
「参
照
基
準
」の
構
成
要
素
は
、
そ
っ
く
り
大
学
院
で
生
か
せ
る

②
「教
職
課
程
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
訂
の
視
点
・素
材
に
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言
い
か
え
研
究
的
実
践
者
と
し
て
の
教
師
（
集
団
）

○
協
働
的
・
実
践
的
研
究
者
像

・
目
の
前
の
学
習
者
へ
の

最
善
の
教
育
支
援
・
環
境
開
発
能
力

・
実
践
創
出
能
力
(c
f.カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
能
力
）

・
教
育
内
容
開
発
能
力
（
c
f.学
科
教
学
知
識
P
C
K
）

・
教
育
実
践
評
価
能
力
（
高
度
な
教
育
活
動
の
評
価
法
の
探
究
）

高
度
実
践
型
教
師
＝
自
立
し
た
教
育
発
達
支
援
専
門
職

≠
T
e
ac
h
＋
e
r

⇒
A
s
a
re
se
arc
h
e
r

＊
「
学
部
以
下
の
段
階
で
、
教
科
指
導
や
生
徒
指
導
な
ど
教
員
と
し
て
の
基

礎
的
・
基
本
的
な
資
質
能
力
を
確
実
に
育
成
す
る
こ
と
に
加
え
、
大
学
院
段

階
で
、
現
職
教
員
の
再
教
育
も
含
め
、
特
定
分
野
に
関
す
る
深
い
学
問
的

知
識
・
能
力
を
有
す
る
教
員
や
、
教
職
と
し
て
の
高
度
の
実
践
力
・
応
用
力

を
備
え
た
教
員
を
幅
広
く
養
成
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
」
（
「
今
後
の
教
員
養
成
・
免

許
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
（
中
教
審
答
申
2
0
0
6
.7
.1
1
)

69
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牛
渡
淳
に
よ
る
「
４
つ
の
教
師
像
」
の
提
起

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
の
事
例
を
基
に

１
．
教
育
実
践
者
と
し
て
の
教
師
（practitioner）

「
高
度
な
教
育
実
践
力
の
獲
得
、
自
ら
の
教
育
実
践
を
分
析
・
考
察
・
改
善
で
き
る
力
量
、
同
僚

と
と
も
に
学
校
教
育
の
改
善
に
取
り
組
め
る
力
量
、
問
題
解
決
力
、
教
育
の
方
法
・
内
容
等
に

つ
い
て
の
多
様
な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
獲
得
等
」

２
．
研
究
者
と
し
て
の
教
師
（teacher

researcher）
「
教
育
実
践
の
分
析
・
考
察
・
改
善
を
行
う
能
力
、
研
究
能
力
と
研
究
方
法
」
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究

や
ア
ク
シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
教
材
開
発
能
力
等
）
の
修
得
を
期
待

３
．
教
養
あ
る
者
と
し
て
の
教
師
（educated

person
）

「
客
観
的
思
考
力
、
批
判
的
分
析
思
考
力
、
主
体
的
問
題
設
定
・
問
題
提
起
へ
向
け
て
の
思
考

能
力
、
問
題
解
決
へ
の
思
考
能
力
、
論
理
構
築
の
た
め
の
思
考
力
と
自
己
表
現
へ
向
け
て
の

思
考
能
力
な
ど
」
で
あ
り
、
「
大
学
院
で
専
門
職
教
育
を
受
け
る
際
の
知
的
探
究
を
可
能
と
す
る

道
具
」
「
理
論
と
実
践
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
基
礎
能
力
」
と
も
な
る
。

４
．
「
成
人
学
習
者
」
と
し
て
の
教
師
（adult

learner）
「
教
職
経
験
や
社
会
経
験
を
学
習
リ
ソ
ー
ス
」と
し
て
積
極
的
に
生
か
し
（
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
、

PBL

、
デ
ィ
ス
カ
シ
ョ
ン
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
）
、
「
学
習
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
者
」
（
成
人
学
習

者
）
を
想
定
し
て
い
る
。

牛
渡
淳
「
教
員
養
成
『
高
度
化
』
の
意
義
と
課
題
」
『
高
度
実
践
型

の
教
員
養
成
へ
』
東
京
学
芸
大
学
出
版
会

2010
年 70
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71

学
会
内
で
も
教
科
内
容
学
的
研
究
の
推
進
を

「
熟
練
教
師
の
優
れ
た
授
業
に
は
、
『
教
科
内
容
の
知
識
』

と
『
教
授
学
的
知
識
』
の
両
方
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
知
識
構
造
と

固
有
の
探
究
方
法
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」

（
森
敏
昭
・
秋
田
喜
代
美
翻
訳
監
修

『
授
業
を
変
え
る
』p.254

）

米
国
学
術
研
究
推
進
会
議
で
の
議
論

〇
PCK
（=Pedagogical Content Know

ledge
）

・
「
教
育
内
容
に
関
す
る
知
識
」

・
「
教
育
方
法
に
関
す
る
知
識
」
と
の
「
特
別
な
混
合
物
」
（Shulm

an,L.）

・
「
教
材
を
教
え
る
こ
と
の
構
想
と
目
的
」

・
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
関
す
る
知
識
」

・
「
指
導
の
方
略
に
関
す
る
知
識
」

・
「
生
徒
の
理
解
に
関
す
る
知
識
」
（G

rossm
an
）
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ー
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
２
つ
の
源
ー

72

も
う
一
つ
の
研
究
関
心

ー
学
習
論
か
ら
考
え
る

A’)「
生
涯
に
渡
る

学
習
や
発
達
、

自
我
形
成
を
支

え
る
生
得
的
で

根
源
的
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
メ
カ
ニ

ズ
ム
」
（
ホ
ワ
イ
ト
）

A”)「
「
内
発
的
動

機
付
け
」
＝
「
そ

の
動
機
が
引
き

起
こ
す
活
動
以

外
の
賞
に
は
依

存
し
な
い
動
機
」

（
ブ
ル
ー
ナ

-）

A
）
“
言
語
を
習
得

す
る
”
と
い
う
人

間
が
生
得
的
に

持
つ
能
力
」(チ

ョ
ム
ス
キ
ー
）

A
）
「
赤
ち
ゃ
ん
は

内
的
言
語
を

も
っ
て
生
ま
れ
て

き
ま
す
」(T.R.G

バ
ウ
ア
ー
、

1974
か

ら
74
の
著
作
）

B)「
「
や
る
気
」
に
な
る
に
は
感
情
が

外
か
ら
で
は
な
く
、
内
か
ら
揺
さ
ぶ

ら
れ
る

(過
去
の
経
験
で
の
快
不
快

と
連
合
し
た
条
件
）
に
よ
り
、
次
の

経
験
の
感
情
の
喚
起
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
。
」
「
刺
激

(知
覚
）
と
個

体
の
順
応
水
準

(期
待
）と
の
ず
れ

の
大
き
さ
」
が
関
与
す
る
。

マ
ク
レ
ラ
ン
ド
「
感
情
喚
起
モ
デ
ル
」1958

B’)「
あ
る
職
務
や
状
況
に
照
ら
し
て

効
果
的
な
い
し
は
卓
越
し
た
業
績

（
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）
を
生
む
原
因
と

な
っ
て
い
る
個
人
の
基
底
と
な
る
特

徴
」
（
ス
ペ
ン
サ
ー

/ス
ペ
ン
サ
ー
）

生
後

3
ヶ
月
過

ぎ
の
我
が
子

「
外
的
環
境
に

も
た
ら
さ
れ
た

結
果
に
集
中
」

し
、
「
そ
の
行

動
は
『
好
都
合

な
モ
ノ
に
偶
然

も
た
ら
し
た
動

き
を
再
現
し
よ

う
と
す
る
も
の
』

1952
ピ
ア
ジ
ェ

(1896-1980
）

民
俗
学
的
・
考
古
学
的
・
生
態
学
的
研
究
の
進
展

デ
ュ
ー
イ
や
ブ
ル
ー
ナ

-が
着
目

215



「
教
科
/
教
育
内
容
学
」
関
連
資
料

１
. 文
部
科
学
省
高
等
教
育
局
専
門
教
育
課
「
今
後
の
国
立
の
教
員
養
成
系
大
学
学
部
の
在
り
方
に
つ
い
て

(報
告

)」
、

2001
年

11
月

21
日
｡「
教
員
養
成
学
部
の
独
自
性
や
特
色
を
発
揮
し
て
い
く
た
め
に
は
、
教
科
専
門
科
目
の

教
育
目
的
は
他
の
学
部
と
は
違
う
、
教
員
養
成
の
立
場
か
ら
独
自
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
（
中
略
）
各

大
学
・
学
部
に
お
い
て
、
一
般
学
部
と
は
異
な
る
教
科
専
門
科
目
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
よ
り
推
進
さ
れ

る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
」

２
．
増
井
三
夫
他
「
教
員
養
成
に
お
け
る
『
教
科
内
容
学
』
研
究
」
『
平
成

22
年
度
日
本
教
育
大
学
協
会
特
別
研
究
助

成
研
究
報
告
書
』
上
越
教
育
大
学
、

2001

３
．
三
大
学
研
究
協
議
会
（
鳴
門
教
育
大
・
兵
庫
教
育
大
・
上
越
教
育
大
）
『
平
成

22-23
年
度
文
部
科
学
省
先
導
的

大
学
改
革
推
進
委
託
事
業
「
教
科
専
門
と
教
科
教
育
を
架
橋
す
る
教
育
研
究
領
域
に
関
す
る
調
査
研
究
」
報
告
書

』2001-2002

４
．
広
島
大
学
教
育
学
研
究
科
リ
サ
ー
チ
オ
フ
ィ
ス
研
究
報
告
書
『
教
科
内
容
学
の
体
系
的
構
築
に
関
す
る
研
究
』
、

2004
年

５
.鳴
門
教
育
大
学
コ
ア
・
カ
リ
開
発
研
究
会
（
代
表
・
西
園
芳
信
）
『
教
育
実
践
を
中
核
と
す
る
教
員
養
成
コ
ア
・
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
ー
鳴
門
プ
ラ
ン
』
、

2006
年

６
．
西
園
芳
信
・
増
井
三
夫
編
著
（
兵
庫
教
育
大
学
大
学
院
連
合
学
校
教
育
学
研
究
科
）
『
教
育
実
践
か
ら
捉
え
る

教
員
養
成
の
た
め
の
教
科
内
容
学
研
究
』
風
間
書
房
、

2009
年

７
．
増
井
三
夫
・
西
園
芳
信
編
著
「
先
導
的
大
学
改
革
推
進
委
託
事

教
科
専
門
と
教
科
教
育
を
架
橋
す
る
教
育
研

究
領
域
の
構
成
案
｣『
教
科
内
容
学
研
究
の
現
在
と
可
能
性

(最
終
報
告
書

)』
、

2011
年

８
．
「
教
員
養
成
学
部
に
お
け
る
教
科
内
容
研
究
－
『
教
科
内
容
構
成
研
究
』
授
業
の
実
態
と
課
題
」
『
島
根
大
学
研

究
紀
要
』
第

45
巻
別
冊
、

2012
年

９
．
松
岡
隆
「
教
科
内
容
学
に
基
づ
く
小
学
校
教
科
専
門
科
目
の
テ
キ
ス
ト
開
発
」
（
教
員
養
成
モ
デ
ル
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
の
試
行
的
実
践
と
改
善
第
１
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
発
表
資
料
）
聖
徳
大
学

2014.7.2

10
．
大
阪
教
育
大
学
教
科
教
育
研
究
会
編
（
小
島
律
子
）
「
特
集
テ
ー
マ
『
教
科
教
育
学
か
ら
教
科
内
容
学
へ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
』
」
『
大
阪
教
育
大
学
教
科
教
育
学
論
集
』
、

2015
年

11.新
井
知
生
「
「
教
科
内
容
学
」
研
究
の
成
果
と
課
題
」
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
教
育
科
学
）
』第

49
号

2015.12
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〇
教
師
熟
達
化
研
究

『
授
業
研
究
と
談
話
分
析
』(秋

田
喜
代
美

・
放
送
大
学
教
育
振
興
会
）

『
授
業
研
究
と
学
習
過
程
』
（
秋
田
喜
代
美
・
藤
江
康
彦
・
同
上
）

『
教
授
・
学
習
過
程
論
』
（
大
島
純
・
野
島
久
雄
・
波
多
野
誼
余
夫
・
放
送
大
学
教
育
振
興
会
）

『
良
い
教
師
を
す
べ
て
の
教
室
へ

ー
専
門
職
と
し
て
の
教
師
に
必
須
の
知
識
と
そ
の
習

得
ー
』
（
Ｌ
ダ
ー
リ
ン
グ
等
、
秋
田
喜
代
美
・
藤
田
慶
子
訳
・
新
曜
社
）
・
・
・
『
変
化
す
る
世
界
に
お
け
る

教
師
養
成
』
の
部
分
訳

『
人
は
い
か
に
学
ぶ
か

ー
日
常
的
認
知
の
世
界
ー
』
（
波
多
野
誼
余
夫
・
稲
垣
佳
世
子
・
中
公
新

書
）

『
授
業
を
変
え
る
』
（
米
国
学
術
研
究
推
進
会
議
編
著

森
俊
昭
・
秋
田
喜
代
美
監
訳

・
北
大
路
書
房

）
・
・
・
『
Ｈ
ｏ
ｗ
Ｐ
ｅ
ｏ
ｐ
ｌｅ
Ｌ
ｅ
ａ
ｒｎ
』

『
ベ
ナ
ー
看
護
論

新
訳
版

初
心
者
か
ら
達
人
へ
』
（
井
部
俊
子
監
訳

医
学
書
院
）

『
「
主
体
的
学
び
」
に
つ
な
げ
る
評
価
と
学
習
方
法
』
（
土
持
・
ゲ
ー
リ
ー
法
一
監
訳

東
信
堂
）

74
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ご
静
聴

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

75
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＜資料 ＞ 

2020年 8月 6日 

教師教育学会特別課題研究２研究部会・資料 

文責：鹿毛 

１．議題 

■今年度大会報告について

＜以下、大会 HPより＞ 

今年度の大会では、中教審教員養成部会の動向および再課程認定後の現状等も視野に入れなが

ら、これまでの研究活動を総括するとともに、今後に向けた研究課題を明確化することを通し

て、大学で教員を養成することの意味や意義について検討を深めたい。 

＜テーマ＞大学教育と教職課程 

〈コーディネータ〉鹿毛雅治（慶應義塾大学）・勝野正章（東京大学） 

〈報告者〉 

（１）教職課程の質保証とは―日本学術会議「教育学分野の参照基準」を念頭に―

高野和子（明治大学）

（２）教職課程コアカリキュラムの再吟味―政策と研究の関わりを問う―

牛渡淳（仙台白百合女子大学）

（３）教職課程カリキュラムの将来―教員養成系と開放制養成系の今後を展望する―

伏木久始（信州大学）：教員養成系の立場から 

仲田康一（大東文化大学）：開放制養成系の立場から 

■研究成果の確認と今後の研究に向けて

下記「２.資料」参照。

２．資料 

①本研究部会の活動

＊2018年 4月 14日：（「貸し借り問題」を中心とした）再課程認定に関するワーキンググループ

（高野会長、牛渡研究部長、浜田博文研究副部長、和井田節子事務局長、鹿毛雅治理事；以下

WG）の発足と緊急アンケート調査の実施決定 

＊2018年 5月 5日：「教職課程の再課程認定についての教師教育学会会員アンケート」の依頼と

実施 

＊2018年 5月 26日：WGミーティング（学習院大学） 

＊2018年 6月 16日：ミニ研究会（東京学芸大学：アンケートの中間報告） 

＊2018年 6月 16日：常任理事会にて WGの正式発足とメンバー追加（三村和則理事、仲田康一会

員） 

＊2018年 7月 8日：WGミーティング（学習院大学：特別課題研究２「大学教育と教職課程」を理

事会に提案することが決定） 
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＊2018年 9月 9日：WGミーティング（明治大学：伏木久始理事、安藤知子理事（その後、一身上

のご都合により退任）、町田健一会員（元・北陸学院大学）のメンバー追加決定） 

＊2018年 9月 28日：理事会（東京学芸大学）にて特別課題研究２の新設の協議と決定、引き続き

翌日に行われた大会（東京学芸大学）にて、アンケート結果が報告される。 

＊2018年 11月 25日：公開シンポジウム「今、再課程認定を再考する」（明治大学）…司会：牛

渡、話題提供：鹿毛・三村、指定討論：町田、同日の研究部打ち合わせにて今後の方針等が協議

され、さらなるメンバー（勝野正章理事、樋口直宏理事）2名の追加が決定。 

＊2018年 1月 13日：研究部会…論点整理と今後の研究活動に向けた協議が行われた。 

＊2019年 9月 22日 第 29回大会課題研究（発表者：勝野、牛渡、高野） 

＊2019年 12月 7日：公開研究会（報告者：浦野東洋一「教育学部教員の多様化がもたらす波紋に

ついて考えてみる～主としていわゆる実務家教員と研究者教員の並存に関して～」） 

＊2020年 2月 11日：公開研究会（報告者：三石初雄「教科関連科目のコアカリキュラムと教師の

専門職力量の向上」） 

＊2020年 8月 6日 研究部会（本日） 

②アンケート調査結果より：貸し借り問題、再課程認定にかかわる情報、および学会への意見

（2018年 9月 29日学会大会時、配布資料） 

→課程認定に関して、下記のような問題が指摘された。

＜認定行政のあり方＞ 

制度の継続性・一貫性／課程の評価システムの妥当性／開放制の危機／課程の学術的根拠／大学

の独自性の保障／専門性の水準低下（複数回答）／行政指導の根拠が示されていない／些末で形

式的な行政指導／業績審査のあり方／「現職経験」の基準の妥当性／移行措置の問題（複数回

答）／申請書式記入の基準が曖昧／申請の負担・労力／制度を簡便化する必要性／形式的運用に

よる空洞化 

＜課程認定の影響＞ 

共通開設に関する運用強化によるダメージ（専門性の水準低下など）／一学科一免許しか認めら

れなくなることへの危惧／必修増、教員の負担増 

→学会に対して、下記のような意見、問題の指摘、要望があった。

今回のアンケートのテーマが重要であるという指摘（複数）／全私教協との役割分担のあり方／

教科教育という観点からの研究の必要性／課程認定に関する情報の収集と提供（複数）／「大学

の裁量」に関する情報収集と検証／行政に対する意見表明、反論の必要性／課程の評価システム

を構築する必要性／行政との協議の場の必要性／研究会資料の公開 

③今後の方向性についての意見交換（2018年 6月 3日：牛渡・和井田・高野）

（再課程認定アンケートを入り口にしつつも）再課程認定対応に限定されずに、コアカリ策定

から再課程認定という一連の動きの中から浮かび上がった問題を教師教育研究の課題として受け

とめ、検討していく。 
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＊０．上記 WGをスタート点として担い手となるメンバーを集めていく。個々のメンバーが課題研

究と両方に参加することは想定されるが、既存の課題研究等に追加的に依頼するものではな

い。 

＊１．全体テーマとして“コアカリュラムを問い直す”。 

テーマ例 ① コアカリそもそも論

ex. 専門職養成の共通目標設定と養成機関の自主性との関係 

    ex. 学問の系統からつくるか行動分析からつくるか 

② 日本の今回のコアカリについて

（免許法の別表の枠組みを前提とするとしても） 

全体目標－一般目標－到達目標 はこれでいいのか 

③ （免許法の別表の枠組みを前提としないで考えた場合）

現代日本の教員に求められる教職教養とは何か

④ 今回のコアカリ策定とその後に続く再課程認定のプロセスにおける行

政手続きの正統性

⑤ 中等教員養成における教科の専門性の担保

⑥ 教育学科での専門（教育学）と教科との関係

⑦ 教育学研究と教員養成の関係

⑧ 学部教職課程への分野別認証評価の可能性

＊２．学芸大学大会後、研究会を何回か重ねていき、2019年度大会でシンポジウムなどを。 

＊３．コアカリへの対案、学会版モデル・コア・カリができないか。 

＊４．第 10期終了時に課題研究・年報・再課程認定アンケートからの発展などを横断的にまとめ

て出版できないか。 

④本課題研究設立について（2018年 9月 28日理事会資料）

特別課題研究２「大学教育と教職課程」 

＜趣旨＞ 

 平成 29年教育職員免許法施行規則改定に伴って各大学が「再課程認定」の申請を行う過程で、

様々な問題が表面化した。今回の改定は平成 11年の「再課程認定」以来の大幅な教職課程の変更

を迫るものであり、教職課程を運営する大学の当事者にとって教職課程のあり方やその意義をあ

らためて問い直す機会となった。とりわけ、開放制を掲げる日本の大学における教員養成は、学

士課程と教職課程の両立を前提として、履修者による両者の統合的な学修を企図して運営されて

きたが、いわゆる「大くくり化」や「コアカリキュラム」の導入などにみられる今回の政策動向

は従来の教職課程のあり方と必ずしも整合的であるとはいえず、多様な問題が顕在化したという

のが実態であろう。 

そこで「教師教育」をその名に掲げる本学会において、「大学教育における教員養成とはいか

なるものであるのか、また、どうあるべきなのか」という教職課程を検討する上での本質的なテ

ーマについて学術的な見地から研究を推進することは、時宜にかなったものであるとともに、本

学会の責務であると考えた。今後の教職課程のあり方について具体的な提言を行うことをも視野

に入れつつ、関連する研究テーマを析出、整理し、それらのテーマについて学術的なアプローチ
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を積み重ね、知見を体系化することを通して、今日的な視点からあらためて大学における教職課

程について理論化することを目的として、特別課題研究「大学教育と教職課程」を設ける。 

＜経緯＞ 

2018年 4月 14日の理事会において、「再課程認定」に関して文部科学省と各大学間で行われる

事前相談の場で看過できない重大な行政指導（いわゆる「貸し借り問題」の指摘）があったとい

う話題が提供された。それを契機として、暫定的なワーキンググループ（高野会長、牛渡研究部

長、浜田研究副部長、和井田事務局長、鹿毛理事）が組織され、今般の「再課程認定」に関する

情報収集を目的としたアンケートが全会員を対象として 5月に実施された。6月 16日の常任理事

会の前に開催された研究会において、そのアンケートの中間報告が行われたが、そこでは「再課

程認定」のみに問題を限定するのではなく、むしろ、アンケートの自由記述に記された多様な意

見や問題提起を踏まえ、学会として研究課題を析出・整理し、研究を積み重ねていくことの重要

性が確認された。さらに、7月 8日にはワーキンググループに三村理事が加わり、アンケートの自

由記述等について分析し、今後の展開について検討した結果、特別課題研究「大学教育と教職課

程」の創設を 9月下旬に開催予定の理事会に提案することを前提としてメンバー案等を決定し

た。以上を踏まえ、予定されているメンバーが 9月 9日に集まり、当該特別課題研究の創設につ

いて協議した。 

＜メンバー＞ 

安藤知子、鹿毛雅治、仲田康一、伏木久始、町田健一、三村和則（以上、五十音順） 

牛渡敦（研究部長）、浜田博文（研究副部長） 

⑤公開シンポジウム「今、再課程認定を再考する」・全体討論での主な意見（2018/11/25：議事

録より） 

・画一化した教師を育成している現状（合格のために面接練習や論文指導がなされている）

・「貸し借り」については専門性の質担保に危険がある

・一つの教職科目を複数教員が担当する際、協働でコアカリキュラムを検討することが望まし

いが事実上はシラバスづくりが形骸化している現状がある 

・大学の裁量権を活用し、カリキュラムを見直す契機が生かされていない

・実務家教員と研究者教員の感覚にズレがある

・日本の教育学の今後の担い手を今後どう育成していくか、の議論も重要となる

・「教員育成指標」神奈川県、東京都、横浜市の問題、育成指標と一体化した「養成―採用―

研修」がなされることについて要検討 

・小学校養成課程に特化すべきという議論は、「学門無き教員養成」になる懸念がある

・小学校課程と中高課程では教科専門の違いについても議論が必要

・即戦力に偏るものは長期的に破綻する⇒あり方論を再考すべき

・大学教育とは何か、教育学と教員養成の関係をどう考えるべきか、大学教育全般と教員養成

をどうとらえるか、などの論点を整理していく事が本学会の使命ではないか 

・短期的、中長期的に取り組むべき課題を整理し、実行していく事が求められる

⑥論点整理に向けて（研究部会資料 2019/1/13）（文責：鹿毛）
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■課程認定をめぐる問題：主に短期的課題として「改善に向けた提言」を目指す。

◇「質保証」を問う

□認定行政（文部科学省による認定）に関する問題

課程の枠組みや内容の問題：例えば、「大くくり」の妥当性 

コア・カリキュラムの正当性、妥当性：喫緊の問題として教科の専門性（「教科コアカリ」）

学科単位の申請の妥当性 

審査プロセスの諸問題 

□基準設定と審査・認定の主体をめぐる問題：別組織による認定の可能性

■大学教育における教職課程の問題：主に中期的課題として「あり方」の提言を目指す。

◇「大学における教員養成」を問う←学士課程（学位プログラム）と教職課程の並立という現

状 

□開放制の評価と課題

大学の独自性と多様性：例えば、国立教員養成系学部／一般大学、通学制／通信制など 

学士課程と教職課程の両立困難：例えば、実習、インターンシップなど 

校種の別：中等教育、初等教育、幼保課程 

大学院レベルの教職課程：教職大学院、専修課程など 

キャリアプロセス（養成―採用―研修）という観点から：例えば、教委の育成指標との関係な

ど 

□教職カリキュラムの再考：大学でしかできない教育内容は？

教育学と教職課程の関係：親学問としての教育学？、教科教育学の位置づけなど 

教科に関する科目の内容と水準：共通科目の妥当性 

教職適性とは？：「学問」と教員養成の関係、教職と教科の専門性 

実習、体験の位置づけ 

⑦研究部会議事録より（2019/1/13）

◆課程認定をめぐる問題

＊改善にむけた提案 

→質保証を問う

認定行政に関する問題 

基準設定と審査・認定の主体をめぐる問題～別組織による認定の可能性 

多様な 1700以上ある教員養成課程をどう評価していくか 

◆大学教育における教職課程の問題

＊大学は学問をやるところだから、学問をやる。 

＊学士課程として学位プログラムと教職課程の並立を行わなければならない。 

＊大学として守らなければいけないラインをどこにもっていくのか。 

＊多様な大学教員がいて、様々な大学教育があってよい。その中で担保していかなければならな

いものは何か。 

＊大学の独自性と多様性 
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＊校種の別 

＊大学院レベルの教職課程との関係 

＊キャリアプロセス（養成―採用―研修）という観点から～教育委員会の育成指標との関係等 

◆教職カリキュラムの再考

＊教育学と教職課程の関係 

＊教科に関する科目の内容と水準：共通科目の妥当性、教養（教職教養） 

＊教職適性とは？ 

＊実習、体験の位置づけ～教員養成系ではないところでどう位置付けていくか 

＊教職専門、教科専門、教科内容方法（カリキュラム）の３つの専門（３つの柱）と考えればよ

い。今回の免許法はこの方向だが、今回の課程認定ではそれが３つ別々に出てきている。敵は文

科省ではなく、大学になるかもしれない。 

＊幼小は、教職、カリキュラムの専門を高度化していかないと。 

＊教科専門が高度化されていないと、高校では教師として厳しい。 

＊特に教科に関するコアカリは、開放制の議論と小学校教員養成の議論とは違う。教科・教職の

科目群の扱いをどう考えるか、異なる議論で進んでいる。「架橋となる科目」でうまく中をとっ

たように見えるが… 

◆教職大学院、大学院課程をどう考えるか

＊教科を取り込んだものにどうしていくのか 

＊教科研究という面では問題が多い 

＊実践との往還という部分が大きく、学問の方はどうなっているか 

＊教職大学院ではないところで、専修免許が取れる開放制の私立大学もある＝高度化 

＊Alternativeな大学院のモデルを提案していかないといけない。 

＊教職大学院の中の多様性をどう考えていくか。 

＊教職大学院は、３つの柱のどこを高度化してもよいだろう。 

＊前の中教審で専修免許を廃止する動きがあったが、残してもらった。次にどうなっていくかが

話し合われていない。 

＊教科では、専修免許が高度化となる。 

◆その他

＊情報共有はまったなしの状況である。教師教育学会がハブとして機能できないか。 

＊実務家教員の学会員を取り込んだ議論をしていかないといけない。 

＊実務家教員を大学教員にするのか、教師教育者になりうる人をどう養成するのか。 

◆総括

＊３つの専門性をうちたてていく。 

＊教職大学院の多様化が教科が入ってくると出てくる。修士論文を書かないで卒業できると研究

ができない大学教員が生まれる。専門職大学院というところは、学問をしなくても成り立つと

き、どのように考えていったらよいか。 

＊多様なあり方が実際に既にある。大学の教員養成の多様性と開放制の関係をどう結びつける

か。⇒多様なモデルを出していくことができる。 

＊開放制を切り口として、この研究課題に結び付くような議論にしてはどうか。 
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⑧2018年度までの活動経緯（担当理事引継資料：2019年 3月 28日）（文責：鹿毛）

課題研究２「大学教育と教職課程」について（メモ） 

（１）設立の経緯とその後の展開

特別課題研究２「大学教育と教職課程」が設定される端緒となったのは、今般の再課程認定の

過程において浮上した「貸し借り問題」である。「貸し借り問題」とは、『中学校、高等学校の

旧「教科に関する科目」については、他学科設置科目を自学科科目として半数（の系列）まで充

てることが認められている（教職課程認定基準４－３（２）、４－４（２））が、この点に関し

て、「他学科（A学科）で設置されている科目を自学科（B学科）の科目として申請する際、A 学

科が教職課程の科目として申請する場合には、B学科の科目として その科目を「借りてくるこ

と」は認められない」という解釈が文科省との事前相談（行政指導）の場で示された（大学があ

る）』という問題を指す。 

もし学科間の「貸し借り」が認められない（学科を超えた科目の活用が制限される）とする

と、今後の教職課程の運営に支障をきたす深刻な問題であり、それを危惧した複数の大学に所属

する教員間で 2018年 3月中に非公式な情報交換が行われた。この情報交換の過程で高野和子会長

から鹿毛雅治理事が指名され、鹿毛理事が当該問題に関して 2018年 4月 14日理事会当日に開催

されたミニ研究会で話題提供（資料１）を行うととともに、同日の理事会においても情報を提供

した。その結果、当該問題が学会として看過できない重要な問題であることが理事会にて確認さ

れたため、理事会後に、高野会長、牛渡淳研究部長、鹿毛理事が協議し、当該問題に対応するワ

ーキンググループ（高野会長、牛渡研究部長、浜田博文研究副部長、和井田節子事務局長、鹿毛

理事；以下 WG）を組織することになった。また、当該問題の緊急性に鑑み、学会員を対象に当該

問題を含む再課程認定に関する緊急のアンケート調査を実施することが決定され、「教職課程の

再課程認定についての教師教育学会会員アンケート」が本学会会長名で会員宛に 2018年 5月 5日

付でメールにて依頼され、実施された（締切：5月 15日、その後、延長されて 5月 28日）。さら

に、当該問題について牛渡研究部長が文部科学省事務担当者に非公式に問い合わせることになっ

た。なお、アンケートは下記の googleアンケートフォームによって主に実施された。 

https://goo.gl/forms/Q9crRbttJikYbu682 

アンケートの結果に関する暫定的な検討と今後の活動の方向性について協議するため、2018年

5月 26日に学習院大学にて WGのミーティングが行われた。具体的には、牛渡研究部長の問い合わ

せに対する長谷浩之氏（文部科学省初等中等教育局教職員課教員免許企画室長）のメールについ

て検討する（資料２）とともに、アンケート内容のうち、特に「貸し借り問題」に関する回答の

結果が検討された（資料３）。これらの検討を踏まえ、今後の方向性として、引き続き「貸し借

り問題」に対応すること、再課程認定アンケートを入り口にしつつも再課程認定対応に限定され

ずに、コアカリキュラム策定から再課程認定へと至る一連の動きの中から浮かび上がった問題を

教師教育研究の課題として受けとめて検討していくこと、WGのメンバーを追加することなどが決

定された（資料４）。 

その後、牛渡研究部長と長谷室長との交渉の結果、文科省サイドに対して「貸し借り問題」の

問題点について教員養成を実際に担当する大学側として説明する非公式な機会が設けられ、6月 5
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日に牛渡研究部長、鹿毛理事が尾白泰次氏（文部科学省初等中等教育局教職員課教員免許企画室

専門官）と三田共用会議所にて面会し、一定の回答を得た（資料５）。 

2018年 6月 16日常任理事会当日に東京学芸大学にて開催されたミニ研究会にて、鹿毛理事がア

ンケートの中間報告を行った（資料６）。また、同日の常任理事会にて WGの正式な発足が提案さ

れ、メンバー案（三村和則理事と仲田康一会員（大東文化大学）の追加二名を含む）とともに承

認された。 

2018年 7月 8日に WGが学習院大学にて開催され、鹿毛理事よりアンケート結果（主に自由記述

の箇所）が、三村理事よりこれまでの再課程認定の経緯や教職課程と学位プログラムとの関連等

について報告があり、協議した。今後の方向性として、再課程認定の問題にとどまることなく、

大学教育における教職課程の問題について学問的な見地から検討を深めるため、特別課題研究２

「大学教育と教職課程」として立ち上げることを理事会に提案することが決定された。 

2018年 9月 9日に明治大学にて特別課題研究２の予定メンバーが集まり、理事会に向けた協議

を行った。WGには上記メンバーに加え、伏木久始理事、安藤知子理事（その後、一身上のご都合

により退任）、町田健一会員（元・北陸学院大学）、内田千春内田事務局次長が加わった。 

2018年 9月 28日の理事会（東京学芸大学）にて特別課題研究２の新設について協議され、承認

された（資料７）。また、引き続き行われた学会総会（東京学芸大学）にて、アンケート結果が

報告された（資料 8）。 

2018年 11月 25日に明治大学にて、特別課題研究２が主催する公開シンポジウム「今、再課程

認定を再考する」（司会：牛渡研究部長、話題提供：鹿毛理事・三村理事、指定討論：町田会

員）が開催された（資料９、１０、１１、１２）。また、研究部打ち合わせにて今後の方針等が

協議され（資料１３）、理事会にて、さらなるメンバー（勝野正章理事、樋口直宏理事）2名の追

加が決定した。 

2018年 1月 13日に慶応義塾大学にてミーティングが開催され、これまでの経緯を振り返りつ

つ、論点整理と今後の研究活動に向けた協議が行われた（資料１４、１５）。具体的には、6月

15日に、「教職課程の質保証」と「教科のコアカリキュラム」のそれぞれをテーマとした２つの

公開シンポジウムを開催することを決定し、人選等について今後具体化することとした。 

2018年 3月 9日に明治大学にて開催された常任理事会にて、2019年 6月 15日（土）に「教師

教育改革を問い直す」というテーマの下で、午前中に「教科コアカリキュラム」、午後に「教職

課程の質保証」をそれぞれテーマとする公開シンポジウムを開催することが協議され、承認され

た（資料１６）。 

（２）特別課題研究２「大学教育と教職課程」メンバー

2019年 3月末日現在のメンバーは以下の通りである。 

担当理事：鹿毛雅治、勝野正章、樋口直宏 

メンバー：鹿毛雅治、勝野正章、仲田康一、樋口直宏、伏木久始、町田健一、三村和則

（以上、五十音順） 

なお、専門性の観点から、申し合わせにより、町田会員には担当理事をサポートする役割を担

っていただくことになっている。 
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⑨2019年度の活動報告（年報 29号原稿より：抜粋）

（前略） 

2019年 3月の部会では、それまでの研究成果と今後の課題を整理した。「課程認定に関する検

討」及び「大学における教職課程のあり方自体の検討」という二つの主な研究テーマがあること

が確認され、同年 6月 15日 には本部会が企画参加した学会主催の公開シンポジウム「教師教育

改革を問い直す」が下記のサブテーマごとに開催された。（１）「教科コアカリキュラムの在り

方を問う」（司会：浜田博文・筑波大学）では、英語（高橋和子・明星大学）、理科（和泉研

二・山口大学）、社会科（小嶋茂稔・東京学芸大学）の例が報告され、教科カリキュラムの課題

（町田健一・北陸学院大学）が論じられた。（２）「教職課程の質保証を考える」では研究委託

を受けた教員養成評価機構（川手圭一・東京学芸大学） 、大学基準協会（早田幸政・中央大

学）、 全国私立大学教職課程協会（田中保和・大阪人間科学大学）から報告があり、質保証の

課題（岩田康之・東京学芸大学）が論じられた。 

２．岡山大会の概要 

岡山大会では、これまでの議論をふまえて教職課程の質保証に焦点をあて、3名の登壇者による

シンポジウムを実施した（司会：樋口直宏・筑波大学、三村和則・沖縄国際大学）。その概要

は、以下の通りである。 

１）勝野正章（東京大学）「開放制教員養成を考える」

 勝野氏はまず、教員養成の質保証手段としての課程認定が、即戦力養成・技術主義に傾き、

「大学における教員養成」ないしは開放制教員養成の理念であるところの人間的教養、そして深

い専門性と教育学的教養に支えられた理解と洞察が軽視されかねないことを述べた。それをふま

えて、船寄俊雄による教員養成の「機能」「領域」論を取り上げながら、教科専門教育と教職専

門教育の統合によって「領域」としての教員養成の可能性が生まれたものの、即戦力養成への傾

斜によってそれが「機能」としての教員養成に変質することを指摘した。さらに、非教員養成学

部・学科における教員養成のゆくえとして、コンピテンスモデルの弊を避けつつ教職課程で身に

つけられる力とは何かを提示することが、教職課程があることによる学位課程（大学教育）の質

的充実につながり、それが新たな「領域」の創生へと結びつくことを提案した。 

２）牛渡淳（仙台白百合女子大学）「教職課程質保証の動向」

2018年度に文科省は、学部段階の教員養成の専門別認証評価の可能性を検討するため、教員養

成評価機構、大学基準協会、全国私立大学教職課程協会に研究を委託した。牛渡氏は、三つの団

体の提案をそれぞれ分析しながら、これらに共通することは、基本は個々の大学の自己評価であ

り、その在り方を外部の評価団体が評価するという(メタ評価)仕組みであることを示した。それ

らの実態や大学側の声をふまえて、現在考えられうる認証評価の方向性として、1)法的な最低限

度の質保証は、課程認定制度が行う、2)合否を下す（レベルを判定する）質保証を目的にした第

三者評価は困難であること、3)目的を質保証から、開放制を前提とした各大学の多様性と質の向

上の支援へと転換させること、4)自己評価を中心とした、負担の少ない、専門職団体による支援

システムを検討する必要があることを指摘した。

３）高野和子（明治大学）「教育課程編成上の参照基準（教育学分野）について」

高野氏は、日本学術会議「教育学分野の参照基準検討分科会」で最終案をとりまとめている

「教育課程編成上の参照基準（教育学分野）」について、その制度的背景および構造・内容の概
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要を紹介した。「教育学分野」という場合、「参照基準（教育学分野）」と「教職課程コアカリ

キュラム」との関係をどう考えるかが問題となってくる。教育学教育は、教育研究に関する教育

課程と教員養成に関する教育課程が併存しているとともに、他分野の参照基準で教員養成に関わ

る項を立てている例もあり、それらとの対話も必要である。これらをふまえて、参照基準が教育

研究と教員養成にひとしく通底することを明確にしたうえで、多様に行われている教育学教育を

参照基準との関連で見直すこと、教員養成の教育が教育学教育であることを確認すること、およ

び教育学教育が大学教育全体の中でもつ積極的な意味を明示することを主張した。 

以上の提案をふまえて、参加者と提案者による質疑が行われた。例えば、質の高度化とは学問

レベルの水準か実務レベルの水準か、あるいは教職課程とは一般的な有能な社会人を養成するよ

うに教員を養成すべきかといった、質の意味や特性に関する質問があった。また、教育学を体系

的に学ぶ機会をどのように確保すべきか、教員養成の一環として教えることは可能かといった教

育学教育のあり方に関する質問もあった。さらに参照基準に関して、教育的価値、子どもの権

利、生涯学習といった用語の有無について問われ、児童虐待等の問題も含めて、市民的教養の一

領域としての教育学という側面をより強調するべきという意見も出された。教員養成の課程認定

や実地視察だけでなく、認証評価による質保証、さらには教育学教育に対する参照基準の作成と

いった一連の動きが同時に来ており、それらは教師教育の水準を高めようとする一方で、教員養

成や大学教育に対して制度的にも内容的にもプレッシャーとなっていることを実感させられるシ

ンポジウムであった。

３．今後に向けて 

 学士課程と教職課程の両立を前提に運営されてきた日本の大学における開放制教員養成には、

課程認定制度のみならず、それ自体に多様な課題を見出せることが明らかになった。教師教育を

その名に掲げる本学会にとってはまさに研究テーマの宝庫であり、それらの整理、構造化と各研

究領域との関連づけなどが今後の課題である。 

（文責・１と３：鹿毛雅治／慶應義塾大学、２：樋口直宏／筑波大学） 
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