
学校におけるいじめの認知件数は年々増加の一途をたど
っており、その深刻化が叫ばれている。さまざまな問題
が渦巻く現代社会において、子どもの心の中では一体何
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い
じ
め
の
認
知
件
数
が　
　
　
　

増
え
続
け
る
背
景
に
は

金
綱　

学
校
現
場
に
お
け
る
い
じ
め
の
認

知
件
数
が
令
和
四
年
度
に
約
六
十
八
万
件

を
超
え
過
去
最
多
と
な
り
ま
し
た
。
増
加

の
背
景
と
し
て
、
い
じ
め
防
止
対
策
推
進

法
の
制
定
・
施
行
か
ら
ち
ょ
う
ど
十
年
経
ち
、

法
に
基
づ
く
い
じ
め
の
定
義
や
い
じ
め
の

積
極
的
認
知
に
対
す
る
理
解
が
学
校
現
場

に
お
い
て
広
が
っ
て
い
る
こ
と
、ま
た
、「
い

じ
め
発
見
シ
ー
ト
」や「い
じ
め
チ
ェ
ッ
ク

シ
ー
ト
」な
ど
の
い
わ
ゆ
る
早
期
発
見
・
未

然
防
止
の
た
め
の
ツ
ー
ル
の
活
用
が
進
ん

で
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
、
学
校
現
場
で
い
じ
め
の
積
極
的
認

知
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
る
件
数
の
増
加
と

い
う
意
味
で
は
、
こ
の
傾
向
は
決
し
て
否

定
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
一
方

で
、
火
の
な
い
と
こ
ろ
に
煙
は
立
た
な
い
と

言
い
ま
す
か
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
い

じ
め
を
認
知
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、

六
十
八
万
件
と
い
う
件
数
は
単
純
に
学
校

の
努
力
の
成
果
と
し
て
肯
定
的
に
の
み
と

ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

七
條　

二
〇
一
五
年
以
降
、
い
わ
ゆ
る
重

大
事
態
の
発
生
件
数
は
、
い
じ
め
の
認
知

件
数
自
体
が
減
少
し
た
コ
ロ
ナ
禍
の
二
〇

二
〇
年
を
除
い
て
増
え
続
け
て
い
ま
す
。

みんなで考える、子どもの未来
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犯
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
場
合
も
少

な
く
な
い
わ
け
で
す
。
い
じ
め
を
し
た
子
を

告
発
す
る
と
い
う
一
方
的
な
発
想
だ
と
な

か
な
か
行
動
に
移
す
の
は
難
し
い
と
思
い

ま
す
が
、
お
互
い
に
「
許
し
合
う
」「
理
解

し
合
う
」
と
い
う
発
想
で
、
学
級
全
体
で
い

じ
め
に
対
す
る
否
定
的
な
規
範
を
醸
成
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

七
條　

そ
し
て
何
よ
り
も
、
子
ど
も
た
ち

を
育
て
よ
う
と
す
る
前
に
、
我
々
大
人
社

会
全
体
の
モ
ラ
ル
の
低
下
を
問
い
直
す
必

要
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
謙
虚
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
ん
な
社
会
の
中
で
、
大
人
が

「
そ
れ
は
だ
め
」
と
子
ど
も
に
言
っ
て
も
、

現
実
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
り
子
ど

も
に
は
伝
わ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。「
見
て

見
ぬ
ふ
り
」（
傍
観
者
）
で
は
な
く
、
自

分
に
は
何
が
で
き
る
か
を
考
え
、
自
ら
の

生
き
方
に
反
映
で
き
る
よ
う
な
授
業
に
し

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

道
徳
授
業
で「
本
当
の
理
解
」へ

七
條　

道
徳
科
で
重
要
な
こ
と
は
、
い
じ

め
と
深
く
関
わ
る
内
容
項
目
に
つ
い
て
、

指
導
の
充
実
を
し
っ
か
り
と
図
る
こ
と
で

す
。「
公
正
、
公
平
、
社
会
正
義
」「
自
主
、

自
律
、自
由
と
責
任
」「
思
い
や
り
、感
謝
」

「
相
互
理
解
、
寛
容
」
な
ど
の
内
容
項
目

安
心
な
風
土
の
醸
成
」
が
加
え
ら
れ
ま
し

た
。
い
じ
め
を
生
ま
な
い
、
許
さ
な
い
土

壌
づ
く
り
も
ま
た
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

金
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国
立
教
育
政
策
研
究
所
に
よ
る
追

跡
調
査
で
は
、
八
割
近
い
子
ど
も
が
義
務

教
育
段
階
の
ど
こ
か
で
、
被
害
側
あ
る
い

は
加
害
側
の
立
場
で
い
じ
め
に
関
わ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
い
じ
め
を

ま
っ
た
く
経
験
し
な
い
と
い
う
子
ど
も
は

実
は
非
常
に
少
な
い
の
で
す
。
そ
ん
な
中
で
、

「
い
じ
め
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
」、「
い
じ

め
を
見
た
ら
勇
気
を
出
し
て
声
を
あ
げ
よ

う
」
な
ど
の
言
説
は
、
そ
れ
自
体
は
正
論

で
は
あ
り
ま
す
が
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

は
「
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
行
為
を
す
で
に

感
染
し
て
し
ま
っ
た
際
に
周
り
か
ら
ど
の

よ
う
な
目
で
見
ら
れ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と

も
、
大
き
な
不
安
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
そ

ん
な
社
会
全
体
の
不
安
が
、
ネ
ッ
ト
上
で
の

誹
謗
中
傷
の
増
加
と
い
う
形
で
表
に
出
て

き
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
う
し
た
大
人
社
会
の
ひ
ず
み
を
子
ど
も

た
ち
も
目
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
子
ど

も
た
ち
の
間
で
も
同
様
の
こ
と
が
起
こ
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
Ｓ
Ｎ

Ｓ
上
の
ト
ラ
ブ
ル
以
外
に
も
、
オ
ン
ラ
イ
ン

ゲ
ー
ム
で
の
揉
め
事
や
児
童
ポ
ル
ノ
案
件

な
ど
も
増
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
顕
在

化
し
に
く
い
と
い
う
問
題
点
が
あ
り
ま
す
。

安
全・
安
心
な
風
土
づ
く
り
を　

学
校
全
体
で
行
う

七
條　

い
じ
め
問
題
に
対
し
て
学
校
が
で

き
る
こ
と
、
す
る
べ
き
こ
と
は
多
く
あ
り

ま
す
が
、
二
〇
二
二
年
十
二
月
に
改
訂
さ

れ
た
『
生
徒
指
導
提
要
』
の
中
で
、
教
育

の
視
点
の
一
つ
と
し
て
「
発
達
支
持
的
生

徒
指
導
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
じ

め
を
早
期
に
発
見
し
、
適
切
な
教
師
の
指

導
・
支
援
に
よ
っ
て
い
じ
め
を
子
ど
も
た

ち
の
発
達
を
促
す
大
切
な
教
育
の
機
会
と

し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
今
回
の
改
訂
で
は
、
生
徒
指

導
上
留
意
す
べ
き
視
点
の
中
に
「
安
全
・
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いじめの認知件数と重大事態件数 つ
ま
り
、
い
じ
め
の
現
状
に
つ
い
て
言
え
ば
、

依
然
と
し
て
大
き
な
課
題
を
抱
え
て
い
る

と
言
え
ま
す
。
い
じ
め
が
減
ら
な
い
原
因

と
し
て
、
核
家
族
化
が
進
ん
で
人
間
関
係

を
う
ま
く
築
く
こ
と
が
で
き
な
い
子
ど
も

が
増
え
て
き
た
こ
と
は
以
前
か
ら
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
対
面
の
関
係
性
が
希

薄
化
し
た
一
方
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で

の
関
係
性
は
過
密
化
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
誹

謗
中
傷
な
ど
の
「
ネ
ッ
ト
い
じ
め
」
の
認
知

件
数
が
増
え
た
の
も
要
因
の
一
つ
で
し
ょ
う
。

金
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ネ
ッ
ト
い
じ
め
は
、
子
ど
も
だ
け

で
な
く
、
大
人
の
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。
コ

ロ
ナ
禍
に
は
、
子
ど
も
た
ち
の
み
な
ら
ず

私
た
ち
大
人
も
含
め
て
、
社
会
全
体
が
さ

ま
ざ
ま
な
不
安
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

未
知
の
ウ
イ
ル
ス
へ
の
恐
怖
は
も
と
よ
り
、



の
か
、
何
が
障
壁
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
学

級
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
ら
動
け

る
よ
う
に
な
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え

さ
せ
る
よ
う
な
授
業
が
望
ま
れ
ま
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
実
際
の
い
じ
め
場
面
を
再

現
し
た
視
聴
覚
教
材
の
活
用
や
、
い
じ
め

場
面
の
シ
ナ
リ
オ
を
考
え
て
立
場
を
変
え

な
が
ら
演
じ
て
み
る
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
な
ど
の

体
験
的
活
動
も
有
効
で
す
。
い
じ
め
た
側

の
経
験
を
も
つ
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は

自
身
の
行
い
に
つ
い
て
振
り
返
る
機
会
と

な
る
よ
う
な
、
ま
た
い
じ
め
ら
れ
た
側
の

経
験
を
も
つ
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
な

ぜ
自
分
た
ち
を
い
じ
め
た
子
は
そ
れ
を
し

た
の
か
を
考
え
る
機
会
と
な
る
よ
う
な
、

そ
し
て
そ
こ
で
感
じ
た
こ
と
を
安
心
し
て

発
言
で
き
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
授
業
に
な

っ
て
い
く
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
た

ち
が
お
互
い
に
尊
重
し
合
え
る
風
土
を
つ

く
っ
て
い
く
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
で
す
ね
。

教
師
の
目
が
曇
ら
な
い
た
め
に
も

金
綱

　絶
対
に
忘
れ
て
ほ
し
く
な
い
こ
と

と
し
て
、
い
じ
め
問
題
は
命
の
問
題
な
ん

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
じ
め
を
許
さ
な

い
心
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
子
ど
も

た
ち
と
共
に
命
と
向
き
合
う
こ
と
で
す
。

い
じ
め
が
原
因
で
命
を
落
と
し
た
子
ど
も

が
世
界
中
に
い
ま
す
。
周
囲
の
仲
間
た
ち

に
つ
い
て
計
画
的
に
指
導
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
道
徳
の
教
材
で
は
、

『
卒
業
文
集
最
後
の
二
行
』（
公
正
、
公
平
、

社
会
正
義
）
の
よ
う
に
い
じ
め
を
直
接
的

に
扱
っ
た
も
の
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
い
じ
め
防
止
に
直
接
的
に
つ
な

が
る
考
え
方
を
育
む
教
材
で
す
。
た
だ
し
、

い
じ
め
を
直
接
扱
っ
て
い
る
た
め
、
ク
ラ

ス
の
中
に
い
じ
め
が
存
在
し
た
場
合
、
特

に
加
害
者
や
被
害
者
に
十
分
配
慮
し
た
指

導
が
望
ま
れ
ま
す
。
事
前
の
ア
ン
ケ
ー
ト

で
個
々
の
子
ど
も
の
状
況
を
十
分
把
握
し

た
う
え
で
授
業
に
臨
ん
だ
り
、
個
別
指
導

を
行
っ
た
り
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
一
方
で
、
い
じ
め
を
直
接
的
に
描
い
て

は
い
な
い
も
の
の
、
い
じ
め
を
生
ま
な
い

温
か
い
学
級
風
土
を
醸
成
す
る
う
え
で
有

効
な
教
材
も
あ
り
ま
す
。例
え
ば『
旗
』（
思

い
や
り
、
感
謝
）
や
『
二
枚
の
写
真
』（
よ

り
よ
い
学
校
生
活
、
集
団
生
活
の
充
実
）

な
ど
で
す
。
こ
の
よ
う
な
教
材
を
使
っ
た

授
業
を
通
し
て
、
プ
ラ
ス
の
人
間
関
係
を

子
ど
も
た
ち
に
学
ば
せ
る
こ
と
も
、
道
徳

教
材
に
期
待
で
き
る
と
こ
ろ
で
す
。

金
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そ
う
で
す
ね
。
い
じ
め
を
扱
っ
た

授
業
で
重
要
な
の
は
、「
な
ぜ
そ
も
そ
も
い

じ
め
は
許
さ
れ
な
い
の
か
？
」
に
つ
い
て

の
理
解
だ
と
思
い
ま
す
。
単
に
「
ル
ー
ル

違
反
だ
か
ら
」「
先
生
に
怒
ら
れ
る
か
ら
」

と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
賞
罰
レ
ベ
ル
の
理
由

だ
け
で
な
く
、
対
象
と
さ
れ
た
子
に
対
し

て
、
さ
ら
に
は
周
囲
で
そ
れ
を
目
撃
し
た

子
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
得

る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
立
場
に
立
っ
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
で

初
め
て
、
な
ぜ
い
じ
め
が
許
さ
れ
な
い
の

か
の
本
当
の
理
解
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
早
期
に
止
め
る
こ
と
が

で
き
る
か
、
あ
る
い
は
見
逃
さ
れ
て
深
刻

化
し
て
し
ま
う
の
か
は
、
周
囲
の
子
ど
も

た
ち
の
態
度
や
行
動
に
大
き
く
関
わ
る
も

の
で
あ
り
、
傍
観
者
を
い
か
に
し
て
仲
裁

者
や
相
談
者
に
で
き
る
か
が
い
じ
め
防
止

の
重
要
な
鍵
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
傍
観

者
が
行
動
を
起
こ
す
こ
と
が
な
ぜ
難
し
い

が
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
何
が
で
き
る
か

を
、
子
ど
も
だ
け
で
な
く
大
人
も
共
に
考

え
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

七
條　

命
を
絶
た
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

学
校
に
来
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
れ
ば
そ

の
子
の
人
生
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
い
、
社

会
的
生
命
を
奪
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ

し
て
、
何
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
い
じ
め
は

人
権
侵
害
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
忘
れ
ず
、

「
い
じ
め
を
絶
対
に
許
さ
な
い
」
と
い
う
毅

然
と
し
た
姿
勢
を
教
師
が
も
つ
こ
と
で
す
。

教
師
が
「
い
じ
め
は
昔
か
ら
あ
る
も
の
だ
」

な
ど
、
い
じ
め
を
許
容
す
る
よ
う
な
姿
勢
で

い
た
ら
、
そ
の
目
は
曇
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

金
綱　

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
仮
に
学

校
で
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
九
割
の
い
じ

め
が
解
消
さ
れ
た
と
し
て
も
、
た
っ
た
一

件
で
も
い
じ
め
が
あ
れ
ば
、
そ
の
一
件
が

取
り
返
し
の
つ
か
な
い
事
態
に
な
っ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
す
。
決
し
て

軽
く
考
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

七
條　

教
師
が
一
人
で
抱
え
込
ま
な
い
こ

と
も
大
切
で
す
。「
チ
ー
ム
学
校
」
は
、
い

じ
め
問
題
を
防
止
す
る
う
え
で
、
道
徳
教
育

に
お
い
て
も
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。
先

生
一
人
一
人
の
特
性
を
生
か
し
な
が
ら
互
い

に
支
え
合
う
指
導
体
制
、
研
修
体
制
を
つ
く

っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
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「共感」し、「展望」をもって
いじめを生まない学級へ

業
以
外
の
場
で
も
本
音
で
語
り
合
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
考
え
ま

す
。で

は
、
ど
の
よ
う
に
道
徳
授
業
の
中
で

本
音
で
語
れ
る
環
境
を
実
現
し
て
い
く
か
。

最
も
大
事
な
の
は
、
教
師
が
生
徒
の
考
え

て
い
る
こ
と
を
受
け
取
り
、
共
感
し
よ
う

と
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
の
授
業

で
は
、
一
人
の
意
見
に
対
し
て
「
そ
れ
っ

て
ど
う
い
う
こ
と
？
」「
そ
こ
、
も
う
少

し
詳
し
く
聞
か
せ
て
」
と
丁
寧
に
聞
い
て

い
き
ま
す
。
そ
の
生
徒
が
自
分
の
思
い
の

核
と
な
る
部
分
を
本
当
に
言
語
化
で
き
て

い
る
か
を
意
識
し
な
が
ら
追
発
問
す
る
こ

と
で
、
言
語
化
で
き
て
い
な
い
部
分
を
と

こ
と
ん
掘
り
下
げ
て
い
く
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
授
業
中
、
私
は
黒
板
の
前
で
止
ま

っ
て
い
る
時
間
が
長
い
の
で
す
が
、
そ
れ

は
私
自
身
も
生
徒
と
一
緒
に
考
え
、
悩
む

こ
と
が
多
い
か
ら
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と

で
生
徒
の
思
い
が
け
な
い
発
言
に
心
が
動

か
さ
れ
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
の　
　
　

三
年
後
の
展
望
を
も
と
う

い
じ
め
の
な
い
学
級
づ
く
り
の
た
め
に

も
う
一
つ
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
生
徒
の

な
ふ
う
に
し
た
い
、
挑
戦
し
た
い
」
と
い

う
欲
求
と
そ
れ
を
制
御
す
る
理
性
と
の
バ

ラ
ン
ス
を
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の

が
一
つ
の
ゴ
ー
ル
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
一
年
生
で
は
ま
ず
欲
求
の

部
分
が
芽
吹
き
、
二
年
生
で
は
欲
求
が
さ

ら
に
強
く
な
る
一
方
で
理
性
が
芽
生
え
、

三
年
生
に
な
る
と
客
観
的
に
自
分
を
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
欲
求
と
理
性
の
バ
ラ

ン
ス
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
く
…
…
と
い
う
よ
う
に
思
い
描
き
ま

す
。
そ
の
展
望
を
も
っ
て
授
業
に
臨
む
こ

と
で
、
一
回
一
回
の
道
徳
授
業
が
、
そ
し

て
ク
ラ
ス
が
進
む
方
向
が
見
え
て
く
る
の

で
す
。

生
徒
同
士
が
本
音
で
語
り
合
え
る

環
境
づ
く
り
を

い
じ
め
を
生
ま
な
い
学
級
を
つ
く
る
た

め
に
私
が
最
も
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、

生
徒
が
自
分
の
意
見
を
本
音
で
語
れ
る
環

境
を
つ
く
る
こ
と
で
す
。
教
室
の
中
で
も
、

と
も
す
る
と
い
じ
め
に
つ
な
が
り
得
る
課

題
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
生
徒
が
自
分
ら

し
い
表
現
を
で
き
な
か
っ
た
り
、
思
わ
ず

自
分
の
意
見
を
取
り
下
げ
て
し
ま
っ
た
り
、

一
人
ぼ
っ
ち
に
な
っ
て
い
た
り
…
…
。
そ

う
い
っ
た
課
題
を
解
決
し
、
い
じ
め
を
未

然
防
止
し
て
い
く
た
め
に
も
、
生
徒
同
士

が
本
音
で
語
り
合
い
、
そ
れ
を
受
け
止
め

合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
安
心
で
き

る
雰
囲
気
を
つ
く
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

そ
し
て
、
道
徳
の
授
業
は
そ
の
た
め
の
大

き
な
鍵
と
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

生
徒
に
共
感
し
な
い
と　
　
　
　

道
徳
授
業
は
進
ま
な
い

道
徳
の
授
業
で
は
、
価
値
に
つ
い
て
生

徒
が
自
ら
の
体
験
や
考
え
を
オ
ー
プ
ン
に

話
す
の
で
、
そ
れ
を
話
す
こ
と
が
で
き
る

環
境
が
授
業
の
中
に
あ
る
こ
と
が
、
ひ
い

て
は
日
常
と
地
続
き
に
な
っ
て
い
き
、
授

七條正典
（香川大学名誉教授
 ・元文部科学省教科調査官）

和田雅博
（兵庫教育大学附属中学校教諭・研究主任）
平成19年度より大阪府公立中学校教諭を務め、
平成29年度より道徳教育推進教師となる。令和
3年度より現職。

三
年
後
の
展
望
を
も
ち
、
そ
れ
に
向
か
っ

て
真
っ
す
ぐ
進
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
で

す
。
ど
の
道
徳
的
価
値
に
も
「
相
手
を
尊

重
す
る
」「
自
分
を
大
切
に
す
る
」
と
い

っ
た
、
い
じ
め
を
許
さ
な
い
心
に
つ
な
が

る
部
分
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ

た
価
値
の
よ
い
部
分
を
考
え
な
が
ら
、
卒

業
時
に
生
徒
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
姿
に
な

っ
て
い
て
ほ
し
い
か
思
い
描
く
こ
と
が
、

い
じ
め
を
な
く
す
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て

い
く
と
信
じ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、「
自
主
、自
律
、自
由
と
責
任
」

と
い
う
内
容
項
目
に
つ
い
て
は
、「
こ
ん
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