
柴
山
昌
彦
文
部
科
学
大
臣
は

月
２
日
、
就
任
記
者
会
見
の

10場
で
教
育
勅
語
に
対
す
る
認
識

を
問
わ
れ
、
「
現
代
風
に
解
釈

さ
れ
た
り
、
ア
レ
ン
ジ
を
し
た

形
で
道
徳
等
に
使
う
こ
と
が
で

き
る
分
野
は
十
分
に
あ
る
と
い

う
意
味
で
は
普
遍
性
を
持
っ
て

い
る
部
分
が
見
て
取
れ
る
」
と

述
べ
、
教
育
勅
語
を
道
徳
教
育

な
ど
で
活
用
で
き
る
考
え
を
示

し
ま
し
た
。
憲
法
違
反
の
発
言

で
あ
り
、
文
部
行
政
を
司
る
最

高
責
任
者
と
し
て
の
資
格
が
い

っ
そ
う
厳
し
く
問
わ
れ
ま
す
。

教
育
勅
語
は
、
主
権
在
君
の
・

も
と
、
天
皇
が
教
育
の
原
理
と

し
て
「
臣
民
」
に
示
し
た
も
の

で
、
そ
の
根
本
は
、
「
一
旦
緩

急
あ
れ
ば
義
勇
公
に
奉
じ
以
て

天
壌
無
窮
の
皇
運
を
扶
翼
す
べ

し
」
に
あ
り
ま
す
。
「
天
皇
の

た
め
に
命
を
投
げ
出
せ
」
と
教

え
ら
れ
、
多
く
の
子
ど
も
や
若

者
が
戦
場
に
駆
り
出
さ
れ
た
歴

史
の
過
ち
に
思
い
を
致
す
べ
き

で
す
。
「
父
母
に
孝
に
」
「
兄
弟

に
友
に
」
な
ど
も
、
天
皇
に
命

を
捧
げ
る
忠
義
の
た
め
で
し

た
。
そ
も
そ
も
人
間
性
を
裏
打

ち
す
る
内
面
的
な
価
値
を
、「
徳

目
」
と
し
て
押
し
付
け
る
こ
と

自
体
教
育
の
営
み
と
相
い
れ
ま

せ
ん
。

戦
後
、
主
権
在
民
の
憲
法
が

・

生
ま
れ
、
教
育
勅
語
は
「
根
本

的
理
念
が
主
権
在
君
並
び
に

神
話
的
国
体
観
に
基
い
て
い
る
事
実

は
、
明
か
に
基
本
的
人
権
を
損
い
、

且
つ
国
際
信
義
に
対
し
て
疑
点
を
残

す
」
と
し
て
衆
参
両
院
で
排
除
・
失

効
が
決
議
さ
れ
ま
し
た
。
歴
代
の
政

権
も
そ
う
し
た
経
緯
を
踏
襲
し
、
「
教

育
勅
語
を
今
の
学
校
で
使
う
こ
と
は

な
い
」
と
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が

昨
年
「
教
材
と
し
て
使
う
こ
と
を
否

定
し
な
い
」
と
閣
議
決
定
、
教
育
勅

語
復
活
の
企
て
が
あ
か
ら
さ
ま
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。
道
徳
の
教
科
化
と

も
重
ね
、
子
ど
も
の
教
育
が
再
び
国

家
の
思
惑
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

ら
な
い
よ
う
、
現
下
の
動
向
に
向
き

合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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発
行

うれしいとき、かなしいとき

にあなたを応援します。

総合共済 月々６００円

さらに退職時には

掛金が

全額戻ります！

●結婚祝金に１０,０００円

●出産祝金で5,０００円

●災害見舞金に１０万円(全壊)

など他にもいろいろ

「
道
徳
等
に
使
う
こ
と
十
分
で
き
る
」

教育勅語

文科大臣

講堂の正面に設けられた奉安庫で、祝祭日に御真影を飾り、その

前で校長が「教育勅語」を奉読する。

2018檜山合同教育研究せたな集会

中村直樹氏の講演＝瀬棚中音楽室

月
６
日
、
せ
た
な
町
瀬

10
棚
中
学
校
を
会
場
に
檜
山
合

同
教
育
研
究
教
科
等
集
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
管
内
各

町
か
ら

名
が
参
加
し
、
日

37

ご
ろ
の
仕
事
を
振
り
返
り
、

実
践
や
課
題
な
ど
に
つ
い
て

学
び
合
い
ま
し
た
。
北
海
道

教
育
大
学
函
館
校
の
中
村
直

樹
氏
が
「
子
ど
も
・
家
族
が

場
い
っ
ぱ
い
に
感
動
が
走
り

ま
し
た
。
江
差
町
か
ら
参
加

し
た
小
菅
正
勝
さ
ん
は
、「
こ

の
歌
声
を
聴
け
た
だ
け
で
来

た
甲
斐
が
あ
っ
た
。
感
動
で

体
が
震
え
た
」
と
語
っ
て
い

ま
し
た
。

「
こ
と
ば
」
「
自
然
」
「
地

域
・
社
会
」「
表
現
」「
身
体
」

「
障
害
」
な
ど
に
分
か
れ
て

分
科
会
が
も
た
れ
、
現
場
か

ら
持
ち
寄
ら
れ
た
レ
ポ
ー
ト

を
中
心
に
実
態
や
実
践
が
交

流
さ
れ
ま
し
た
。

「
道
徳
や
総
合
な
ど
広
く

教
科
や
領
域
を
ま
た
ぎ
な
が

ら
の
議
論
が
有
意
義
だ
っ

た
」
「
地
域
に
関
わ
る
学
習

を
再
認
識
」
「
経
験
者
の
豊

富
な
実
践
が
為
に
な
っ
た
」

抱
え
る
貧
困
の
実
態-

問
わ
れ
る
理
解
と
対

応
」
と
題
し
て
講
演
し
ま
し
た
。

開
会
集
会
で
は
せ
た
な
町
と
今
金
町
の
現

地
実
行
委
員
会
に
よ
る
混
声
三
部
合
唱
「
地

球
の
鼓
動
」
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

名
で

12

響
か
せ
る
コ
ー
ラ
ス
は
見
事
に
調
和
し
、
会

な
ど
の
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。
「
身

体
づ
く
り
分
科
会
」
に
参
加
し
た

Ｏ
先
生
は
、
「
ゆ
っ
た
り
、
じ
っ
く

り
話
せ
て
、
聞
け
て
と
て
も
良
か

っ
た
」
と
感
想
を
寄
せ
ま
し
た
。

講
演
で
は
講
師
が
貴
重
な
資
料

や
デ
ー
タ
を
示
し
な
が
ら
「
子
ど

も
の
貧
困
」
に
つ
い
て
そ
の
実
態

を
明
ら
か
に
し
、
社
会
的
視
座
か

ら
子
ど
も
を
理
解
す
る
こ
と
の
重

要
性
を
説
き
ま
し
た
。
「
貧
困
」
を

め
ぐ
る
と
ら
え
方
が
揺
ら
ぐ
社
会

に
あ
っ
て
無
関
心
や
不
当
な
バ
ッ

シ
ン
グ
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る

と
指
摘
、
正
当
な
根
拠
に
基
づ
く

見
地
を
共
有
す
る
こ
と
を
強
調
し

ま
し
た
。
そ
し
て
、
虐
待
や
暴
力

を
生
み
出
す
社
会
の
現
実
に
目
を

向
け
、
「
そ
の
仕
組
み
こ
そ
変
え
る

べ
き
」
と
力
説
し
ま
し
た
。

「
個
人
責
任
が
覆
う
社
会
の
在
り

方
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
」
「
あ
の
子

も
貧
困
に
ま
つ
わ
る
言
動
の
表
出

だ
っ
た
か
も
と
振
り
返
さ
せ
ら
れ

た
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま

し
た
。（
概
要
と
要
旨
は
今
後
別
途
紹
介
）



月

日
、
北
海
道
人
事
委
員

10

10

会
は
道
職
員
・
教
職
員
の
給
与
等
に

関
す
る
勧
告
を
行
い
ま
し
た
。
公
民

較
差
で
、
月
例
給
が
６
３
７
円(

０･

％)

、
一
時
金(

ボ
ー
ナ
ス)

が
０

17

･

０
４
月
民
間
が
上
回
る
と
し
て
、

人
事
院
勧
告
内
容
に
準
じ
て
改
定
す

る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す(

別
表)

。

こ
れ
ま
で
人
事
委
員
会
と
２
度
の

交
渉
を
行
い
、
学
校
現
場
の
実
態
と

要
求
を
訴
え
ま
し
た
。
札
幌
市
の
中

学
校
教
員
・
吉
田
圭
子
さ
ん(

54

歳)

は
、
産
休
代
替
も
補
充
さ
れ
な

い
中
で
の
過
重
過
密
な
現
場
の
実
情

を
伝
え
、
「
健
や
か
に
働
け
る
環
境

を
」
と
迫
り
ま
し
た(

別
項)

。

５
年
連
続
の
引
上
げ
勧
告
は
、
こ

れ
ま
で
の
と
り
く
み
の
成
果
と
は
言

え
、
改
定
分
は
物
価
上
昇
分
に
も
及

ば
ず
、
現
給
保
障
の
廃
止
に
よ
っ
て

多
く
の
高
齢
層
職
員
が
賃
下
げ
に
な

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
踏
ま
え
れ

ば
、
生
活
改
善
に
程
遠
い
も
の
で
す
。

と
く
に
、
長
期
間
の
独
自
賃
金
削
減

に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
北
海
道
に
お
い

て
は
、
そ
の
実
感
は
ひ
と
し
お
で
す
。

働
き
方
改
革
へ
の
言
及
は
、
多
忙

を
極
め
る
学
校
現
場
の
異
常
が
、
今

日
問
題
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
反
映

し
て
い
ま
す
。
今
年
３
月
に
道
教
委

が
打
ち
出
し
た
「
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ

ラ
ン
」
の
実
効
性
が
問
わ
れ
て
き
ま

す
。
折
し
も
、
中
央
教
育
審
議
会
の

部
会
が
、
公
立
学
校
へ
の
変
形
労
働

制
の
適
用
に
つ
い
て
議
論
を
開
始
し

ま
し
た
。
長
期
休
業
期
間
で
労
働
時

月
か
ら
道
教
委
と
の
賃
金
確

11
定
交
渉
が
始
ま
り
ま
す
。
全
北
海
道

北
海
道
教
職
員
組
合(

道
教
組)

は
高

教
組
な
ど
と
共
に
、
北
海
道
知
事
と

道
教
育
長
宛
に
「
全
て
の
道
職
員
・

間
を
調
整
す
る
と
い
う
も
の

で
、
長
時
間
労
働
の
解
消
に
な

ら
な
い
ば
か
り
か
、
現
状
を
追

認
し
、
過
重
過
密
な
勤
務
に
さ

ら
に
拍
車
が
か
か
る
結
果
を
招

く
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

長
時
間
勤
務
の
是
正
に
は
、
教

職
員
定
数
増
や
少
人
数
学
級
の

推
進
な
ど
抜
本
的
な
対
策
が
必

須
で
す
。

教
職
員
の
賃
金
・
労
働
条
件
の

改
善
と
退
職
手
当
の
拡
充
を
求

め
る
要
求
署
名
」
に
と
り
く
み

ま
す
。
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を

心
よ
り
呼
び
か
け
ま
す
。

２０１８年１０月１５日 ひ や ま 第７号

全国教研還流報告

乙部中学校 富 樫 耀 さん

教育研究全国集会in長野に桧山から

参加したレポーターの感想還流、最終

です。

１
．レ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て

全
国
生
活
指
導
協
議
会in

神
奈
川
で

「
な
め
ら
れ
る
勇
気
」と
題
し
て
発
表
し
た

も
の
を
、こ
の
場
で
も
出
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
同
じ
レ
ポ
ー
ト
で
あ
っ
て
も
、
人
や
状

況
が
変
わ
れ
ば
、分
析
も
変
わ
る
と
い
う
こ

と
を
、し
み
じ
み
と
感
じ
た
。
繰
り
返
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
の
中
で
多
角
的
な

視
野
を
意
識
し
よ
う
と
で
き
た
の
は
大
き

な
成
果
だ
っ
た
。

批
判
的
な
意
見
が
少
な
か
っ
た
の
で
、こ

れ
で
は
い
け
な
い
と
兜
の
緒
を
締
め
直
し

『
書
く
』と
い
う
行
為
に
寄
せ
て

発
表
の
場
に
よ
っ
て
、使
え
る
時
間
は
限
ら
れ
る
。自
分
の
こ

と
も
、地
域
の
こ
と
も
知
ら
な
い
人
に
伝
え
る
場
が
多
い
。最

近
は
、多
忙
化
を
極
め
る
現
場
な
の
で
、レ
ポ
ー
ト
を
書
い
た

だ
け
で
も
称
賛
に
価
す
る
と
思
う
が
、書
い
た
以
上
は
、自
分

の
思
い
が
伝
わ
っ
た
上
で
、
今
後
の
課
題
や
展
望
を
議
論
し

て
い
き
た
い
。

ひ
と
ま
ず
、
自
分
は
自
然
発
生
的
な
発
展
を
望
み
す
ぎ

て
い
た
の
で
、
計
画
的
・
意
図
的
な
仕
掛
け
や
取
り
組
み
に

今
後
挑
戦
し
よ
う
と
思
う
。

た
。

２
．レ
ポ
ー
ト
で
伝
え
る
と
い
う
こ
と

今
年
度
は
、「
北
海
道
作
文
の
会
」に
も
夏
休
み
に
参

加
し
、「
書
く
」
と
い
う
表
現
に
強
い
可
能
性
を
感
じ
て

る
。言
葉
に
で
き
な
い
気
持
ち
を
読
み
取
る
力
が
必
要
な

の
も
確
か
だ
が
、「
思
っ
て
い
る
だ
け
で
は
伝
わ
ら
な
い
」
、

「
大
事
な
の
は
伝
え
よ
う
と
す
る
気
持
ち
」
と
い
う
視
点

も
必
要
と
考
え
て
い
た
。

だ
が
、書
け
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
感
じ
て
る
。

「
書
く
」こ
と
で
自

分
の
取
り
組
み
を

概
観
す
る
こ
と
が
で

き
、
言
動
の
無
意

識
、
意
識
も
気
づ
く

こ
と
が
で
き
る
。
少

し
で
も
多
く
自
分
の

実
践
を
、レ
ポ
ー
ト

と
い
う
共
有
で
き
る

形
で
作
り
続
け
て
い

き
た
い
。

全国集会分科会で発表する富樫耀さん(左)

人事委員会勧告の主な内容
１ 給料表を人事院勧告の内容に準じ、初任給を1,500円、若年層1,000円程度、その他400円

を基本に引き上げる。

２ ボーナスは、公務が4.40月、民間が4.44月だったので、0.05月引上げ4.45月にする。

３ 2018(Ｈ30)年4月1日から実施する。

４ 宿日直手当を、人事院勧告の内容に準じて支給額を引き上げる。(7,200円→7,400円)

５ 仕事と家庭の両立のため、育児や介護を行う職員が必要な制度を適時に利用できる

環境づくりを推進するなど、各種両立支援の取組を行うことが必要。

６ 「北海道アクション・プラン」(※)に基づき、実効性のある取組を着実に進めることが必要。

月例給0.17％
ボーナス0.05月

2018北海道人事委員会勧告

実
効
あ
る
施
策
を

生
活
改
善
ほ
ど
遠
い

北海道人事委員会交渉で訴える吉田さん(9/25)

学校現場は、働き方改革・超勤解消とは逆行する環境。年

度当初より定数欠が発生し、産休代替等が措置されないま

ま、労働環境が悪化している。小学校では外国語、道徳等

教育課程の再編が急ピッチですすめられ、行事内容も簡素

化されている。部活動指導の改革も徐々にすすめられている

が、実態としては大きな変化はない。競技ごとの連盟主催の

大会や試合が多く、行政の対応が必要である。先生方が健

やかにエネルギーを持って、良いコンディションで働けるよう、

現場の実態を踏まえた勧告内容を求める。

―人事委員会交渉での吉田圭子さんの発言要旨

※ 北海道アクション・プラン

今年3月に北海道教育委員会が策定した働

き方改革プラン。1週当たりの勤務時間が60

時間を超える教員を2020年までにゼロにす

ることなどを目標に据え、①本来業務に専

念できる環境整備②部活動指導の負担軽

減③勤務時間の意識化と学校運営体制の

充実④教委による学校サポートの充実、を掲

げる。超過勤務実態の原因分析がなく、予算

措置も示されないため、その実効性が問わ

れている。実態を踏まえた具体化が必要。

「子どもの貧困」―演題を見て、自分にはあまり関係とか関わりのない課

題かと、正直思っていました。でもお話を聴きながら、「“貧困”、もしかした

らあのときの生徒は…」と思い当たる節があったりもしました。過去に受け持

っていた生徒のことがよみがえり、「あれも貧困にまつわって表出したできご

とだったかも、『暴力を生む社会』というか…そいういう意味で、もしかしたら

支えてやれることもあったかも」と思わされました。

檜山合研せたな集会講演を聴いてー参加感想

“貧困”…思い当たる節が
江差中学校 ・ 小 菅 正 勝 さん

道
教
委
交
渉
に
向
け
た
署
名
に
託
し
て


