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今
、
教
師
の
「
働
き
方
改
革
」
が
叫
ば
れ

て
い
ま
す
。
長
時
間
過
密
労
働
で
、
自
由
に

な
る
時
間
と
物
事
を
考
え
る
ゆ
と
り
の
時
間

が
奪
わ
れ
、
多
忙
な
働
き
方
に
よ
り
健
康
を

害
す
る
教
職
員
も
多
数
い
ま
す
。 

教
職
員
は
、
そ
の
専
門
職
性
を
生
か
し
、

子
ど
も
た
ち
に
質
の
高
い
教
育
を
実
践
し
た

り
、
毎
日
子
ど
も
の
笑
顔
を
楽
し
み
に
ふ
れ

合
い
を
大
切
に
し
た
り
す
る
な
ど
、
多
忙
の

な
か
で
も
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
願
っ
て

日
々
頑
張
っ
て
い
り
ま
す
。 

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
願
い
と
は
裏
腹
に

「
何
の
た
め
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
」「
意
味

の
な
い
」
仕
事
で
多
忙
に
な
っ
て
い
る
現
実

が
あ
り
、
そ
こ
に
息
苦
し
さ
や
矛
盾
を
感
じ

教
育
実
践
を
行
っ
て
い
る
の
も
現
実
で
す
。 

本
当
に
子
ど
も
の
た
め
な
の
か
矛
盾
を
感

じ
な
が
ら
や
ら
さ
れ
て
い
る
学
力
テ
ス
ト
に

向
け
た
様
々
な
取
組
。
学
力
テ
ス
ト
体
制
の

な
か
、「
教
育
」
本
来
の
目
的
が
見
失
わ
れ

る
こ
と
へ
の
疑
問
や
危
機
感
、
閉
塞
感
な

ど
、
北
九
州
の
教
職
員
の
仕
事
へ
の
モ
チ
ベ

ー
シ
ョ
ン
の
向
上
の
た
め
に
ど
う
し
た
ら
い

い
の
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

ア
メ
リ
カ
で
は
「
落
ち
こ
ぼ
れ
防
止
法
」

制
定
以
降
、
公
教
育
に
市
場
原
理
が
取
り
入

れ
ら
れ
、
学
力
標
準
テ
ス
ト
で
学
校
や
教
師

を
競
わ
せ
る
こ
と
で
、
点
数
を
軸
と
し
た
教

育
の
徹
底
管
理
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
学

校
で
は
、
テ
ス
ト
対
策
に
重
き
が
置
か
れ
、

教
師
は
成
績
を
伸
ば
す
た
め
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ

イ
ク
ル
を
求
め
る
資
料
づ
く
り
に
追
わ
れ
、

教
材
研
究
を
す
る
余
裕
も
な
く
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
学
習
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
駆
使
し

た
授
業
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
や
「
ゼ
ロ
ト
レ
ラ

ン
ス
」
を
取
り
入
れ
た
生
徒
指
導
が
す
す
み

ま
し
た
。
教
育
現
場
か
ら
は
創
造
性
や
研
究

の
自
由
が
失
わ
れ
、
効
率
の
名
の
も
と
に
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
も
教
材
も
指
導
方
法
さ
え
も
教

育
委
員
会
が
決
め
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
教
師
に

配
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
教
師
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
テ
ス
ト
は
消
え
、
生
徒
の
評
価
は
数

値
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
だ
け
の
話
で
は
済
ま
さ

れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
今
教
育
現
場
で
は
、

「
新
自
由
主
義
」
教
育
の
名
の
下
、
ア
メ
リ
カ

の
よ
う
な
教
育
改
革
が
す
す
ん
で
い
ま
す
。 

そ
れ
は
４
月
に
あ
る
「
全
国
学
力
学
習
状
況

調
査
」
と
そ
の
成
績
開
示
を
利
用
し
た
競
争
主

義
、
数
値
化
に
よ
る
教
育
の
管
理
が
年
を
追
う

ご
と
に
厳
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
と
重
な
り
ま

す
。
北
九
州
の
学
校
で
は
、
点
数
を
あ
げ
る
た

め
に
、
学
力
テ
ス
ト
の
過
去
問
を
解
か
せ
た

り
、
北
九
州
独
自
の
学
力
テ
ス
ト
や
学
力
テ
ス

ト
対
策
の
テ
ス
ト
プ
リ
ン
ト
を
押
し
つ
け
た
り

す
る
な
ど
、
ま
さ
に
点
数
を
軸
と
し
た
教
育
の

徹
底
管
理
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
学
習
の

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化
や
点
数
向
上
を
図
る
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ
イ
ク
ル
の
活
用
な
ど
で
自
主
性
、
創
造
性

が
奪
わ
れ
る
な
か
、「
仕
事
」
へ
の
プ
ラ
イ
ド

や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
持
続
す
る
こ
と
に
苦
労

し
、
疲
弊
す
る
教
師
も
増
え
て
い
ま
す
。 

ま
た
、「
働
き
方
」
改
革
の
名
の
下
、
児
童

生
徒
の
自
主
的
・
主
体
的
な
活
動
の
機
会
や
場

所
も
簡
略
化
さ
せ
ら
れ
た
り
、
廃
止
さ
せ
ら
れ

た
り
し
て
お
り
、
貴
重
な
学
校
文
化
や
風
土
が

切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
心
配
で
す
。 

 

全
教
北
九
州
市
教
職
員
組
合
は
、
教
職
員
が

仕
事
へ
の
プ
ラ
イ
ド
と
モ
チ
ベ
―
シ
ョ
ン
を
も

っ
て
働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
「
学
校
」、

教
職
員
も
子
ど
も
も
生
き
生
き
と
学
び
成
長
で

き
る
「
学
校
」
の
在
り
方
を
探
り
な
が
ら
、
よ

り
よ
い
教
育
、
働
く
環
境
・
条
件
整
備
を
目
指

し
て
運
動
を
進
め
て
い
き
ま
す
。 
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研
究
の
自
由
が
保
障
さ
れ
、
自
主
性
や
創
造
性 

が
発
揮
で
き
る
そ
ん
な
教
育
現
場
に
し
ま
せ
ん
か
！ 
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給
特
法
で
教
員
の
超
過
勤
務
は
認
め
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
お
か
し
な
こ
と
に
、
な
い

は
ず
の
超
過
勤
務
が
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
と
い

う
こ
と
で
現
実
に
は
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

全
教
北
九
州
は
、
こ
の
間
も
教
育
委
員
会
に

働
く
環
境
を
改
善
す
る
よ
う
に
申
し
入
れ
て
き

ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
声
を
受
け
、
教
育
委
員

会
も
教
員
の
働
き
方
を
見
直
す
取
組
を
進
め
て

い
ま
す
。 

 
 

給
特
法
を
改
正
し
て
、
教
員
に
も
残
業
手
当

を
と
い
う
声
が
今
全
国
の
教
員
に
広
が
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
が
教
員
の
異
常
な
超
過
勤
務
の
歯

止
め
に
も
な
る
か
ら
で
す
。 

 

一
方
で
教
職
員
を
増
や
し
、
教
員
一
人
当
た

り
の
授
業
の
持
ち
時
間
数
に
上
限
を
設
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
全
教
北
九
州
は
市
教
委
に
た

い
し「
小
学
校
２
０
時
間
・
中
学
校
１
８
時
間
」

（
道
徳
・
学
活
・
総
合
等
を
含
む
）
の
上
限
設
定

を
設
け
る
よ
う
要
求
し
て
い
ま
す
。 

 

今
回
、
持
ち
時
間
数
上
限
設
定
を
多
く
の
教

職
員
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
チ
ラ
シ
を
作
製

し
配
布
し
ま
し
た
。
今
後
は
「
部
活
版
」
や
「
ブ

ラ
ッ
ク
給
特
法
版
」
な
ど
も
作
成
予
定
で
す
。 

  

４
月
の
職
員
会
で
は
勤
務
時
間
（
在
校
時
間
）

短
縮
・
削
減
の
提
案
が
各
学
校
で
な
さ
れ
る
は

ず
で
す
。「
何
か
を
加
え
る
な
ら
、何
か
を
削
る
」

の
が
時
短
の
原
則
で
す
が
、
こ
れ
が
な
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
の
が
北
九
州
の
教
育
行
政
で
す
。

今
年
度
の
立
ち
上
が
り
の
職
員
会
議
で
は
是
非
、

長
時
間
勤
務
の
削
減
の
意
見
を
声
に
出
し
て
言

っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
職
員
の
合
意
と
し
て

み
な
さ
ん
が
働
く
職
場
が
も
っ
と
働
き
や
す
く

な
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

教
職
員 

権
利
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク 

「
あ
な
た
を
マ
モ
ル
ン
」 

を
有
効
に
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

全
教
北
九
州
は
毎
年
教
職
員
の 

た
め
の
権
利
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
を
配 

布
し
て
い
ま
す
。 

 
市
費
負
担
教
職
員
へ
の
変
更
に 

伴
い
、
教
職
員
の
給
与
・
手
当
、
休 

暇
制
度
な
ど
一
部
変
更
に
な
っ
て 

い
ま
す
。
誰
も
が
安
心
し
て
、
必
要 

な
時
に
私
た
ち
に
保
障
さ
れ
た
権 

利
や
休
暇
が
使
え
る
よ
う
に
ま
と 

め
ま
し
た
。

。 

教職員の要求が一歩前進 

✿

✿

全
教
北
九
州
版 

「
勤
務
時
間
内
で
授

業
準
備
が
し
た
い
」
チ
ラ
シ
完
成
！ 

 長い間、教員の授業負担は「１日４コマ」が原則だった。 
「１教員あたりの標準指導時数は、一週 4 時限をもって標準とし

た。」これは 1958 年に教員定数をはじめて法律で定めた際の文部

省の見解です。「したがって、1 日平均４時限となるが、これは１

日の勤務時間８時間のうち、４時間を正規の教科指導にあて、残

り４時間は教科外指導のほか、指導のための準備整理、その他校

務一般に充てる考え方である。」とも述べています。この見解は、

最近も国会で質問され、文科省も変っていないことを認めていま

す。持ち時間の上限設定実現、堂々と国や市教委に申し入れを行

っていきます。 
 
採用試験対策講座「鷹の爪」開校のお知らせ！ 

～今、始める。ここから始める。採用試験対策講座！～ 

 
 


