
教
師
教
育
・
設
置
形
態
別
の
課
題

福
祉
マ
イ
ン
ド
の
あ
る
教
師
の
育
成
を

　
1
福
祉
教
育
を
教
師
教
育
の
基
礎
教
養
に
ー

　
　
　
高
橋
　
　
智

　
　
た
か
は
し
・
さ
と
る

東
京
学
芸
大
学
・
教
育
学
部

　
今
春
、
東
海
地
方
の
福
祉
系
私
立
大
学
か
ら
、
現
在
の
大
学
の
教

育
学
部
障
害
児
教
育
学
科
へ
と
転
任
し
た
。
六
年
前
に
講
座
制
総
合

大
学
（
教
育
学
研
究
室
）
の
助
手
か
ら
福
祉
系
大
学
に
移
動
し
、
社

会
福
祉
学
部
の
人
間
発
達
コ
ー
ス
に
所
属
し
て
、
お
も
に
障
害
児
教

育
・
福
祉
の
研
究
と
養
護
学
校
の
教
師
教
育
を
担
当
し
て
き
た
。
ま

た
途
中
か
ら
、
高
校
福
祉
科
問
題
を
手
が
か
り
に
し
て
、
福
祉
教
育

の
研
究
も
手
が
け
る
こ
と
に
な
っ
た
①
。
短
期
間
の
在
職
で
は
あ
っ

た
が
、
多
く
の
貴
重
な
経
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
と
く
に
福
祉
系

大
学
に
お
い
て
広
く
教
師
教
育
を
行
な
う
こ
と
の
積
極
的
な
意
義
を

強
く
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
。

　
そ
の
こ
と
を
も
う
少
し
具
体
的
に
言
う
と
、
表
題
に
も
示
し
た
よ

う
に
、
現
代
こ
そ
「
福
祉
マ
イ
ン
ド
」
と
「
福
祉
的
教
養
」
の
あ
る

教
師
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
養
成
を
福
祉
系
大
学
だ
け
で
は
な

く
、
教
育
系
大
学
や
一
般
の
大
学
で
も
行
な
う
べ
き
こ
と
が
重
要
な

検
討
課
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
私
が
出
会
っ
た
福
祉
系
学
生
は
、
総
じ
て
人
に
優
し
く
、
人
間
的

な
関
係
性
の
相
互
形
成
を
強
く
志
向
し
、
対
人
関
係
の
実
践
的
な
援

助
（
保
育
・
教
育
・
介
護
を
含
む
）
で
は
労
を
厭
わ
な
い
資
質
を
有

し
て
い
た
（
こ
れ
を
「
福
祉
マ
イ
ン
ド
」
と
よ
ん
で
お
こ
う
）
。
こ
れ

は
福
祉
現
場
だ
け
で
は
な
く
、
ま
さ
に
今
日
の
学
校
教
育
現
場
で
も

強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
今
後
は
、
福
祉
系
大
学
以
外
で
も
教
師
教
育
の
課
程
で
、

福
祉
マ
イ
ン
ド
を
養
う
よ
う
な
活
動
や
福
祉
教
育
に
関
す
る
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
準
備
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
以
下
、
そ
の

こ
と
を
具
体
的
に
み
る
な
か
で
、
教
師
教
育
の
将
来
と
課
題
に
つ
い

て
も
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
最
初
に
、
教
師
教
育
の
課
程
に
お
い
て
も
、
人

　
教
師
教
育
と

　
　
　
　
　
　
　
　
間
理
解
と
対
人
援
助
に
関
す
る
総
合
的
な
実
践

　
「
社
会
福
祉
学
」

　
　
　
　
　
　
　
　
科
学
で
あ
る
社
会
福
祉
学
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義

を
強
調
し
た
い
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
社
会
福
祉
学
は
、
社
会
学
、
心
理
学
、
教
育
学
、

法
学
、
経
済
学
、
行
政
学
、
医
学
、
保
健
学
、
一
看
護
学
な
ど
の
諸
学
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問
を
基
礎
に
し
て
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
し
ば

し
ば
社
会
福
祉
学
の
体
系
性
の
な
さ
や
、
学
的
未
成
立
な
い
し
未
成

熟
が
指
摘
さ
れ
る
。
学
問
と
し
て
の
規
定
上
、
そ
う
し
た
指
摘
は
一

部
あ
て
は
ま
る
部
分
も
あ
る
も
の
の
、
し
か
し
学
ぶ
学
生
の
視
点
に

立
て
ば
、
そ
の
「
弱
点
」
も
プ
ラ
ス
に
転
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。
す
な
わ
ち
、
学
際
的
で
実
践
的
な
人
間
科
学
を
、
広
く
総
合
的

に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
今
日
の
教
育
現
場
で
は
、
　
「
学
業
不
振
、
不
適
応
、
非
行
、
障
害
、

疾
病
、
民
族
・
人
種
」
等
の
問
題
を
も
つ
子
ど
も
を
「
異
端
」
と
し

て
、
学
校
か
ら
排
除
す
る
力
学
の
存
在
が
深
刻
な
社
会
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
基
本
的
に
、
現
行
の
政
策
・
行
政
や
学
校
シ
ス
テ

ム
に
起
因
す
る
問
題
で
は
あ
る
が
、
教
師
に
も
責
任
が
な
い
と
は
い

え
な
い
。
現
代
の
教
師
の
資
質
に
お
い
て
、
子
ど
も
を
発
達
の
側
面

だ
け
で
は
な
く
家
庭
・
地
域
生
活
を
含
め
て
総
合
的
に
と
ら
え
な
が

ら
、
子
ど
も
の
福
祉
的
な
二
ー
ズ
に
も
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
に
弱

さ
が
あ
る
こ
と
を
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
決
し
て
的
は

ず
れ
な
指
摘
で
は
な
い
。

　
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
　
「
家
庭
－
学
校
r
地
域
－
社
会
－
国

際
」
、
「
乳
幼
児
－
学
齢
ー
青
年
－
成
人
⊥
・
同
齢
者
」
、
「
生
活
ー
障
害

－
差
別
－
発
達
」
な
ど
の
社
会
福
祉
学
の
ベ
ク
ト
ル
を
積
極
的
に
教

師
教
育
の
課
程
に
も
取
り
入
れ
て
、
幅
広
く
総
合
的
で
豊
か
な
人
間

理
解
や
子
ど
も
観
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
は
、
今
日
の
教
師
に
強
く

求
め
ら
れ
て
い
る
資
質
で
あ
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
会
福
祉
は
社
会
問
題
の
解
決
を
は
か
り
、

　
社
会
福
祉
教
育
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
特
別
な
福
祉
の
二
ー
ズ
を
も
っ
た
人
々
を
中

　
「
癒
し
」
の
機
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
心
に
、
そ
の
人
間
的
復
権
（
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
）
を
援
助
す
る
実
践
科
学
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
が
「
癒

し
」
の
機
能
と
プ
ロ
セ
ス
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
例
え

ば
、
　
「
優
し
い
」
か
ら
福
祉
に
取
り
組
む
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な

く
て
、
そ
の
実
践
の
過
程
で
「
優
し
く
」
な
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　
そ
の
こ
と
は
社
会
福
祉
を
学
ぶ
こ
と
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
対
象
の
「
癒
し
」
を
援
助
す
る
こ
と
を
学
ぶ
だ
け
で
は
な

く
、
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
援
助
側
も
そ
の
結
果
と
し
て
「
癒
さ
れ

る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
は
し
な
い
が
、

社
会
福
祉
を
特
徴
づ
け
、
価
値
づ
け
る
大
切
な
性
質
で
あ
る
と
思
う
。

　
社
会
福
祉
を
学
ぶ
学
生
に
お
い
て
は
、
彼
ら
自
身
が
多
様
な
福
祉

的
二
ー
ズ
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
、
彼
ら
が

し
ば
し
ば
本
音
や
生
き
ざ
ま
を
語
る
際
に
出
て
く
る
の
は
、
社
会
福

祉
そ
れ
自
体
の
も
つ
「
癒
し
」
の
機
能
に
つ
い
て
で
あ
る
。
彼
ら
は

福
祉
関
連
の
講
義
・
演
習
・
実
習
に
お
い
て
、
実
際
に
も
文
献
上
で

も
多
様
な
問
題
と
福
祉
的
二
ー
ズ
を
有
す
る
人
間
に
出
会
い
、
そ
の
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問
題
の
生
じ
る
プ
ロ
セ
ス
・
背
景
や
解
決
、
援
助
の
方
法
を
学
ん
だ

り
す
る
。
そ
の
中
で
、
問
題
や
困
難
を
持
つ
自
分
と
折
り
合
い
を
つ

け
た
り
、
　
「
和
解
」
を
し
な
が
ら
、
自
己
と
問
題
の
対
象
化
を
は
か

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
社
会
福
祉
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
将
来
の
「
癒
し
」
の

専
門
的
援
助
者
で
あ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
生
い
立
つ
準

備
を
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
近
、
福
祉
教
育
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

　
福
祉
的
機
能
の
構
築
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
動
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
議
論
が
展
開
さ

　
学
校
再
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
て
い
る
。
し
か
し
総
じ
て
、
そ
れ
に

対
す
る
学
校
教
育
側
の
理
解
は
依
然
と
し
て
経
験
主
義
・
態
度
主
義

で
あ
り
、
福
祉
活
動
へ
の
評
価
も
一
面
的
で
あ
り
功
利
的
で
す
ら
あ

る
。
か
つ
て
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
　
「
教
育
と

福
祉
の
結
合
」
や
「
学
校
に
お
け
る
福
祉
的
機
能
の
回
復
」
が
叫
ば

れ
た
時
期
が
あ
っ
た
。
し
か
し
現
代
は
、
そ
の
時
期
以
上
に
、
障
害

を
も
つ
子
ど
も
以
外
に
も
「
特
別
な
教
育
的
二
ー
ズ
（
9
9
巨

国
身
8
什
一
8
巴
Z
8
房
”
S
E
N
）
」
を
有
す
る
子
ど
も
が
学
校
に
お

い
て
爆
発
的
に
増
加
し
て
お
り
、
あ
ら
た
め
て
学
校
が
福
祉
的
機
能

を
再
構
築
し
、
学
校
再
生
を
は
か
っ
て
い
く
こ
と
が
緊
急
の
課
題
と

な
っ
て
い
る
。
　
（
そ
の
間
題
解
決
の
た
め
に
今
年
の
十
一
月
に
「
特

別
な
二
ー
ズ
教
育
と
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
学
会
」
を
東
京
学
芸
大

学
を
事
務
局
に
し
て
設
立
予
定
で
あ
る
。
こ
の
学
会
は
、
S
E
N
を

も
つ
子
ど
も
の
①
多
様
な
教
育
形
態
で
の
適
切
な
教
育
の
あ
り
方
、

②
学
習
と
発
達
へ
の
権
利
の
実
現
の
方
法
、
③
通
常
の
学
級
に
お
け

る
共
同
学
習
、
共
習
の
実
現
の
た
め
の
基
礎
的
・
実
践
的
研
究
を
お

こ
な
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
）

　
学
校
が
福
祉
的
機
能
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
ま
ず
何
が
必
要
で
あ

ろ
う
か
。
S
E
N
を
も
つ
子
ど
も
を
受
け
と
め
る
た
め
の
教
育
条
件

の
整
備
（
学
校
の
小
規
模
化
、
学
級
定
数
削
減
、
複
数
担
任
・
チ
ー

ム
テ
ー
チ
ン
グ
、
学
習
指
導
要
領
の
大
綱
化
、
学
校
サ
イ
コ
ロ
ジ
ス

ト
・
学
校
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
な
ど
の
専
門
職
の
創
設
と
配
置

等
々
）
と
と
も
に
、
教
師
が
福
祉
マ
イ
ン
ド
や
福
祉
的
教
養
を
も
っ

て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
教
師
の
多
く
が
福

祉
の
専
門
的
教
育
（
自
主
研
修
や
再
教
育
を
含
め
て
）
を
受
け
て
い

た
り
、
福
祉
活
動
の
実
践
経
験
を
も
っ
て
お
り
、
　
「
福
祉
教
育
（
福

祉
活
動
・
障
害
理
解
教
育
・
人
権
教
育
・
交
流
教
育
・
オ
リ
エ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
を
含
む
）
」
を
授
業
や
教
育
活
動
と
し
て
十
分
に
展
開
で
き

る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
る
。

　
こ
れ
は
単
な
る
理
想
や
願
望
で
は
な
く
て
、
学
校
教
育
の
根
幹
に

福
祉
が
位
置
づ
い
て
い
る
北
欧
な
ど
の
福
祉
先
進
国
の
状
況
を
見
て

も
わ
か
る
よ
う
に
、
福
祉
教
育
の
実
践
的
技
能
も
含
め
て
福
祉
的
教

養
が
教
師
教
育
に
と
っ
て
不
可
欠
と
な
る
時
代
は
、
も
う
そ
こ
ま
で
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来
て
い
る
の
で
あ
る
㈹
。
一
般
大
学
や
国
立
の
教
育
系
大
学
・
学
部

で
も
（
総
合
課
程
目
ゼ
ロ
免
課
程
で
福
祉
関
連
コ
ー
ス
を
設
け
て
い

る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
）
通
常
の
教
職
課
程
に
お
い
て
積
極
的
に
福
祉

専
門
科
目
や
実
習
等
の
授
業
を
設
け
、
教
育
と
福
祉
の
結
合
を
は
か

っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
＠
。
そ
の
こ
と
は
ま
さ
に
時
代
の

国
民
的
二
ー
ズ
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
㈲
。

（
一
九
九
五
年
四
月
）

　
〈
註
〉

①
　
高
橋
智
・
伊
藤
篤
「
高
校
福
祉
科
の
現
状
と
課
題
i
全
国
実
態
調
査
か
ら

　
ー
」
　
（
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
『
月
刊
福
祉
』
第
七
七
巻
九
号
、
一
九
九
四

　
年
）
。

　
　
伊
藤
篤
・
高
橋
智
・
西
村
和
正
・
「
高
校
福
祉
科
の
教
育
の
あ
り
方
に
関

　
す
る
研
究
⇔
ー
全
国
福
祉
科
の
現
状
に
関
す
る
封
論
　
　
」
（
『
日
本
福
祉

　
大
学
社
会
科
学
研
究
所
年
報
』
第
八
号
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照
。

⑭
　
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
福
祉
系
大
学
に
お
け
る
教
師
教
育
の
意
義
」
（
『
東
海

　
教
師
教
育
研
究
』
第
十
一
号
、
東
海
地
区
私
立
大
学
教
職
課
程
連
絡
懇
談
会
、

　
一
九
九
五
年
）
を
参
照
。

㈹
　
一
九
九
四
年
お
よ
び
一
九
九
五
年
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
デ
ン
マ
ー
ク
の

　
社
会
福
祉
事
情
視
察
を
行
な
い
、
そ
の
根
幹
に
は
、
民
主
主
義
と
人
権
思
想

　
の
形
成
を
追
及
す
る
学
校
教
育
の
存
在
が
き
わ
め
て
大
き
い
こ
と
を
痛
感
し

　
た
。
い
ず
れ
そ
の
視
察
結
果
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
両
国
の
「
福
祉
教
育
」

　
　
（
独
立
し
て
は
存
在
し
な
い
）
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

㈲
宮
本
義
信
「
国
立
教
員
養
成
大
学
・
学
部
総
合
科
学
課
程
（
ゼ
ロ
免
コ
ー

　
ス
）
と
今
後
の
社
会
福
祉
教
育
の
発
展
」
　
『
福
祉
文
化
研
究
』
第
三
巻
、
一

　
九
九
四
を
参
照
。

㈲
　
　
「
教
育
と
福
祉
を
つ
な
ぐ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
、
教
師
教
育
に
お
け

　
る
福
祉
教
育
の
意
義
に
も
ふ
れ
た
も
の
が
以
下
の
文
献
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

　
拙
い
試
み
で
あ
る
が
、
ご
検
討
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
①
宇
田
川
宏
・
伊
藤
篤
・
高
橋
智
編
著
『
教
職
へ
の
招
待
～
教
育
と
福
祉
を

　
　
つ
な
い
で
～
』
　
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
四
年
）
。

　
②
福
島
達
夫
・
高
橋
智
・
伊
藤
篤
編
著
『
教
育
実
習
へ
の
招
待
～
あ
な
た
と

　
　
つ
く
る
サ
ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー
～
』
　
（
エ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
一
九
九

　
　
五
年
）
。

櫛
津

疫
　
噂
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