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４
月
１
日
に
、
四
谷
地
区
の
３
つ
の
小
学
校
、
四
谷
第
一
小
学
校
（
平
成
１４
年
に
四
谷

第
三
小
学
校
へ
転
学
済
み
）
・
四
谷
第
三
小
学
校
・
四
谷
第
四
小
学
校
が
統
合
し
、「
四

谷
小
学
校
」
が
開
校
し
ま
す
。
新
校
で
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
た
ち

が
出
会
い
、
協
力
し
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
で
社
会
性
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
四
谷
第
三
幼
稚
園
・
四
谷
第
四
幼
稚
園
・
三
栄
町
保
育
園
が
統
合
し
、
区
内
で

初
め
て
の
幼
保
一
元
化
施
設
（
注
）
で
あ
る
「
四
谷
子
ど
も
園
」
が
四
谷
小
学
校
に
併
設

し
て
誕
生
し
ま
す
。

（
注
）幼
保
一
元
化
施
設
と
は
就
学
前
の
教
育
・
保
育
を
一
体
化
し
て
捉
え
た
総
合
施
設

ど
の
よ
う
な
学
校
・
子
ど
も
園
に
な
る
の
？

【
小
学
校
】
教
育
委
員
会
で

は
幼
稚
園
（
保
育
園
）、
小

学
校
、
中
学
校
の
連
携
教
育

を
推
進
し
て
い
ま
す
。
四
谷

小
学
校
で
は
、
近
隣
の
四
谷

中
学
校
と
の
学
力
向
上
に
向

け
た
連
携
、併
設
さ
れ
た「
四

谷
子
ど
も
園
」
の
子
ど
も
た
ち
と
の
日
々
の
交
流
を
通

じ
た
連
携
な
ど
、
小
学
校
を
中
心
に
幼
児
か
ら
中
学
生

ま
で
の
幅
広
い
交
流
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
パ
ソ
コ
ン

を
使
用
し
た
授
業
、
屋
上
広
場
を
利
用
し
た
環
境
教
育

等
多
機
能
な
学
習
空
間
を
活
用
し
た
授
業
も
行
っ
て
い

き
ま
す
。

【
子
ど
も
園
】
四
谷
子
ど
も

園
は
、
幼
稚
園
と
保
育
園
の

文
化
と
機
能
を
融
合
し
た
新

し
い
施
設
で
す
。
０
歳
児
か

ら
就
学
前
の
子
ど
も
達
の
一

人
ひ
と
り
の
育
ち
を
大
切
に

し
な
が
ら
、
保
育
者
と
保
護
者
、
さ
ら
に
地
域
の
人
た

ち
が
関
わ
り
見
守
る
中
で
、
豊
か
な
心
の
育
成
と
社
会

性
の
育
ち
を
ね
ら
い
と
し
た
教
育
・
保
育
を
行
い
ま
す
。

四
谷
小
学
校
は
教
育
環
境
整
備
課
学
校
適
正
配
置
担
当

�（
５
２
７
３
）３
１
０
７

四
谷
子
ど
も
園
は
学
校
運
営
課
四
谷
子
ど
も
園
開
設
準
備
等
担
当

�（
５
２
７
３
）４
０
４
７

（
４
月
か
ら
は
学
校
運
営
課
幼
保
連
携
・
子
ど
も
園
等
推
進
担
当
に
名
称
が
変
わ
り
ま
す
）

新
校
舎
と
園
舎
の
特
徴
は
？

【
小
学
校
】
校
舎
の
屋
上
広
場
に
は
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル

に
よ
る
太
陽
光
発
電
装
置
及
び
風
力
発
電
装
置
が
設
置

さ
れ
、
発
電
さ
れ
た
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
っ
て
ポ
ン

プ
を
稼
動
さ
せ
、
校
舎
に
降
っ
た
雨
水
を
利
用
し
て
屋

上
緑
化
の
散
水
を
行
い
ま
す
。
発
電
量
は
常
時
電
子
パ

ネ
ル
で
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
校
舎
周
り
の
壁
に
は
緑

化
が
施
さ
れ
、
環
境
に
や
さ
し
い
学
校
に
な
っ
て
い
ま

す
。校

舎
は
中
央
の
吹
き
抜
け
を
一
周
す
る
フ
ロ
ア
作
り

で
見
渡
し
が
良
く
、
各
室
の
連
携
が
と
り
や
す
い
の
で
、

児
童
や
教
師
に
安
心
感
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
で
し
ょ

う
。ま

た
、
児
童
た
ち
が
遊
ぶ
校
庭
に
は
安
全
性
を
高
め

た
人
工
芝
が
敷
か
れ
、
緑
が
美
し
く
校
舎
に
映
え
て
い

ま
す
。

【
子
ど
も
園
】
全
体
に
木
目
調
の
温
か
い
雰
囲
気
の
中

で
、
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
一
日
を
過
ご
せ
る
よ
う

各
部
屋
を
配
置
し
て
い
ま
す
。
食
育
の
観
点
か
ら
、
ラ

ン
チ
ル
ー
ム
を
設
け
、
玄
関
か
ら
は
調
理
室
の
様
子
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
地
域
の
子
育
て

支
援
の
場
と
し
て
未
就
園

児
が
親
子
で
利
用
で
き
る

つ
ど
い
の
へ
や
、
専
用
室

型
の
一
時
保
育
室
、
子
育

て
相
談
の
た
め

の
部
屋
も
あ
り

ま
す
。

ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル

さ
よ
う
な
ら
、
あ
り
が
と
う

四
谷
第
三
小
学
校
と
幼
稚
園
は
２
月
２４
日（
土
）に
、

四
谷
第
四
小
学
校
と
幼
稚
園
は
３
月
３
日（
土
）に
、
そ

れ
ぞ
れ
閉
校
閉
園
記
念
式
典
を
開
催
し
ま
し
た
。

各
校
各
園
に
は
、
多
く
の
関
係
者
が
集
ま
り
歴
史
や

思
い
出
を
振
り
返
っ
て
い
ま
し
た
。

四谷第四
小学校・幼稚園

人工芝

四谷第三
小学校・幼稚園

★本紙は新聞（朝日・産経・東京・日本経済・毎日・読売）折り込みで配布しています。そのほか、主な区立施設などに置いています。



学校の指導体制を整えます

学校をサポートします

乳幼児期から学校卒業後まで一貫した的確な支援

平
成
１９
年
度
か
ら
、
障
害
の
あ
る
幼
児
・
児
童
・
生
徒
の
教

育
は
、
こ
れ
ま
で
の
障
害
の
種
類
や
程
度
に
応
じ
て
特
別
な
場

（
注
）
で
指
導
を
行
う
「
特
殊
教
育
」
か
ら
、
障
害
の
あ
る
幼

児
・
児
童
・
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
適

切
な
教
育
的
支
援
を
行
う
「
特
別
支
援
教
育
」
へ
転
換
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
近
年
、
養
護
学
校
等
に
在
籍

す
る
児
童
・
生
徒
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
や
小
・
中
学
校
の
通

常
の
学
級
に
在
籍
し
て
い
る
Ｌ
Ｄ
（
学
習
障
害
）、
Ａ
Ｄ
／
Ｈ

Ｄ
（
注
意
欠
陥
／
多
動
性
障
害
）、
高
機
能
自
閉
症
等
の
児
童

・
生
徒
に
対
し
、
学
習
や
生
活
に
つ
い
て
適
切
な
支
援
が
必
要

と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
様
々
な
情
勢
の
変
化
に
教
育
的
な

対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
背
景
と
な
っ
て
い
ま
す
。

新
宿
区
で
は
、
区
立
小
・
中
・
養
護
学
校
・
幼
稚
園
の
校

（
園
）
長
や
副
校
長
（
教
頭
）、
教
育
セ
ン
タ
ー
心
理
職
員
等
で

構
成
す
る
「
新
宿
区
特
別
支
援
教
育
検
討
委
員
会
」
を
設
置
し
、

学
識
経
験
者
や
関
係
団
体
の
意
見
も
聞
き
な
が
ら
新
宿
区
に
お

け
る
特
別
支
援
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
き
ま

し
た
。
今
号
で
は
、
平
成
１９
年
度
か
ら
始
ま
る
新
宿
区
の
特
別

支
援
教
育
の
推
進
体
制
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

障
害
の
あ
る
幼
児
・
児
童
・
生
徒
の
自
立
や
社
会
参
加
に
向

け
て
、
一
人
ひ
と
り
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
し
、
持

て
る
力
を
高
め
て
い
く
た
め
、
新
宿
区
は
特
別
支
援
教
育
の
充

実
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

�注
特
別
な
場
と
は
盲
・
ろ
う
・
養
護
学
校
や
小
・
中
学
校
の
固
定
制
の

心
身
障
害
学
級
及
び
通
級
に
よ
る
指
導

心心心心心心心心心身身身身身身身身身障障障障障障障障障害害害害害害害害害教教教教教教教教教育育育育育育育育育ははははははははは

４４４４４４４４４４４４４４４月月月月月月月月月月月月月月月かかかかかかかかかかかかかかかららららららららららららららら
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変変変変変変変変変変変変変変変わわわわわわわわわわわわわわわりりりりりりりりりりりりりりりままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすす

教
育
指
導
課

�（
５
２
７
３
）３
０
８
４

新宿区の特別支援教育の推進体制

�校内委員会の設置
校内委員会を設置し、特別支援教育コーディネーターを中心に幼児・児童・

生徒の状態を把握し、支援の計画作り、スクールカウンセラーを含め全教職員

の共通理解を図るための研修の実施、外部の関係機関との連携を進めます。

�一人ひとりに応じた教育の充実
一人ひとりの幼児・児童・生徒の障害の状態や教育的ニーズに応じて指導を

行うことが大切なことから個別指導計画に基づく教育活動を展開していきます。

�教員の理解促進、専門性の向上
心身障害学級（４月から「特別支援学級」）の担当教員だけでなく、すべて

の教員を対象に、障害についての理解と対応、校内支援体制の充実に向けて研

修を進めていきます。また、就学前の早期発見・早期対応が重要なことから、

幼稚園・保育園合同の特別支援教育の研修も進めていきます。

�幼児・児童・生徒への理解啓発
すべての教育活動を通して、人権教育や障害者の理解にかかわる教育を進め、

幼児・児童・生徒同士が認めあい、支えあう心を育てていきます。

�特別支援教育センターの設置
特別支援教育のための情報の収集や区費講師、専門家による支援チームの派

遣事務、外部の関係機関との連絡調整などを行い、区の特別支援教育を推進し

ていきます。

�区費講師「特別支援教育推進員」による巡回指導
在籍校が作成する「個別指導計画」をもとに、２０名の区費講師が複数の学校

を巡回しながら、通常学級に在籍する支援を必要とする児童・生徒等の学習や

生活をサポートしていきます。

�専門家による支援チームの巡回相談
幼稚園・学校からの要請に応じて、医師・学識経験者等の専門家による巡回

相談を行い、支援を要する幼児・児童・生徒の今後の指導方針等について指導

・助言します。また校内委員会の進め方など校内体制づくりの支援も進めてい

きます。さらに適正な就学に向けて、入学後も児童・生徒の状況を把握し、継

続的な相談に応じられるよう進めていきます。

�区立養護学校及び都立盲・ろう・養護学校との連携
区立幼稚園・小・中・養護学校教員と都立盲・ろう・養護学校教員との相互

交流や研修会を開いていきます。また都立養護学校等からの巡回相談や通常の

学級において必要な指導方法の助言などを受けていきます。また、区立養護学

校の小・中学部に在籍している児童・生徒が居住する地域の区立小・中学校に

副次的な籍をもち、直接的又は間接的な交流を通じて、地域とのかかわりを深

めていきます。

※平成１９年４月より盲・ろう・養護学校は「特別支援学校」になります。

�区民・保護者への理解啓発
ＰＴＡや学校評議員等と緊密な連携を図り、広報や研修会などを通し、特別

支援教育についての理解の促進に努めていきます。

教育・福祉・保健・医療等の関係機関によるネットワークを充実させ、保護者の

同意のもと「就学支援シート」をはじめ「個別の教育支援計画」を作成し、乳幼児期

から学校卒業後までを通じライフステージに応じて的確な支援を進めていきます。

乙
武
さ
ん
の
「
新
宿
区
子
ど
も
の
生
き
方
パ
ー
ト

ナ
ー
」
と
し
て
の
活
動
は
、
今
年
度
で
終
了
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
２
年
間
で
、
活
動
の
中
心

と
な
っ
た
区
立
小
・
中
・
養
護
学
校
に
は
の
べ
６０
回

以
上
訪
問
し
ま
し
た
。
小
・
中
学
生
フ
ォ
ー
ラ
ム
や

中
学
校
生
徒
会
役
員
交
流
会
な
ど
に
も
積
極
的
に
参

加
し
、
多
く
の
子
ど
も
た
ち
と
会
っ
て
、
交
流
を
し

て
き
ま
し
た
。

乙
武
さ
ん
と
一
緒
に
勉
強
し
た
り
、
ふ
れ
あ
う
な

か
で
、「
い
つ
で
も
前
向
き
な
と
こ
ろ
を
見
習
い
た

い
」、「
自
分
が
で
き
る
こ
と
を
力
い
っ
ぱ
い
や
っ
て

い
る
と
こ
ろ
や
他
の
人
に
は
な
い
考
え
方
が
す
ご
い

と
思
っ
た
」
と
強
い
印
象
を
受
け
た
子
も
い
ま
す
。

ま
た
、
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
と
し
て
授
業
に
参

加
し
た
と
き
に
は
、「
た
っ
た
一
人
の
個
性
を
持
っ

て
生
ま
れ
て
き
た
ん
だ
か
ら
、
自
分
ら
し
さ
を
生
か

し
て
ほ
し
い
」、「
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
積
ん
で
自
分

の
世
界
を
広
げ
て
ほ
し
い
」
な
ど
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

伝
え
て
き
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ

れ
ま
で
の
自
分
や
将
来
の
自
分
に
つ
い
て
深
く
考
え

る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

そ
し
て
、
新
宿
区
の
教
育
行
政
に
つ
い
て
も
、
乙

武
さ
ん
な
ら
で
は
の
視
点
か
ら
、
様
々
な
提
案
を
し

て
く
れ
ま
し
た
。

教
育
委
員
会
で
は
、
乙
武
さ
ん
が
新
宿
区
の
教
育

や
子
ど
も
た
ち
に
贈
っ
て
く
れ
た
も
の
を
さ
ら
に
大

き
く
育
て
て
い
け
る
よ
う
、
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

「
新
宿
区
子
ど
も
の
生
き
方
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
し

て
、
二
年
間
に
わ
た
っ
て
新
宿
区
に
あ
る
全
４２
校

の
小
・
中
・
養
護
学
校
を
訪
れ
る
機
会
に
恵
ま
れ

ま
し
た
。
そ
こ
で
の
教
職
員
の
方
々
、
そ
し
て
子

ど
も
た
ち
と
の
出
会
い
は
、
私
に
と
っ
て
大
き
な

財
産
と
な
り
ま
し
た
。
心
か
ら
感
謝
し
て
い
ま
す
。

二
年
間
を
か
け
て
学
校
現
場
に
足
を
運
び
、
子

ど
も
た
ち
と
ふ
れ
あ
い
、
先
生
方
か
ら
お
話
を
お

聞
き
し
、
と
き
に
は
保
護
者
の
方
々
に
も
接
す
る

な
か
で
私
が
感
じ
た
こ
と
は
、
い
ま
学
校
で
は
、

地
域
の
力
を
、
み
な
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
力
を
必

要
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

ひ
と
昔
前
ま
で
は
、
家
庭
、
地
域
、
学
校
の
三

者
が
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
で
連
携
を
図
り
、
子
ど
も

た
ち
を
見
守
り
、
育
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
、

時
代
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
家
庭
や
地
域
の
パ

ワ
ー
が
減
退
し
、
な
か
な
か
子
ど
も
た
ち
に
目
を

か
け
て
や
れ
る
環
境
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と

も
事
実
で
す
。

こ
れ
ま
で
三
者
で
行
っ
て
き
た
こ
と
の
ほ
と
ん

ど
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
学
校
が
パ
ン
ク
寸
前
な

の
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
は
「
勉
強

を
教
え
る
場
所
」
だ
っ
た
学
校
が
、
い
ま
や
「
し

つ
け
を
し
て
ほ
し
い
」「
子
ど
も
た
ち
に
自
然
体

験
を
」
な
ど
、
様
々
な
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
す
。

学
校
は
、
そ
し
て
教
員
一
人
ひ
と
り
は
、
そ
う

し
た
ニ
ー
ズ
に

応
え
よ
う
と
必

死
で
頑
張
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ

で
も
、
人
的
資

源
は
限
ら
れ
て

い
る
。
ど
う
し

て
も
行
き
届
か

な
い
と
こ
ろ
も

出
て
く
る
で
し

ょ
う
。

そ
こ
で
、
み
な
さ
ん
の
出
番
を
お
願
い
し
た
い

の
で
す
。
運
動
会
の
準
備
や
、
ち
ま
き
づ
く
り
。

伝
統
遊
び
を
教
え
た
り
、
障
害
の
あ
る
立
場
か
ら

経
験
談
を
語
っ
た
り
。
地
域
の
方
々
が
積
極
的
に

学
校
に
入
り
込
み
、
子
ど
も
た
ち
と
接
し
て
い
る

学
校
ほ
ど
、
僕
の
目
に
は
と
て
も
生
き
生
き
し
て

い
る
よ
う
に
映
り
ま
し
た
。
何
よ
り
、
普
段
は
教

師
以
外
の
大
人
と
接
す
る
こ
と
の
少
な
い
子
ど
も

た
ち
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
大
き
な
刺
激
と
な
っ
て

い
る
よ
う
で
し
た
。

学
校
は
批
判
す
る
対
象
で
は
な
く
、
と
も
に
手

を
つ
な
ぎ
、
子
ど
も
た
ち
を
育
て
て
い
く
パ
ー
ト

ナ
ー
。
み
な
さ
ん
に
、
少
し
で
も
そ
ん
な
認
識
を

持
ち
、
行
動
に
移
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
う
れ
し
く

思
い
ま
す
。

乙
武
さ
ん
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

〜
と
も
に
手
を
つ
な
ぎ
、子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
パ
ー
ト
ナ
ー
に

教
育
政
策
課
企
画
調
整
係

�（
５
２
７
３
）３
０
７
４
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子どもは次代を担う大切な地域の宝です。その子どもへの教育に関する議論や関心が高まっています。子どもは、自身の勉強や生活をどのように意

識し、考えているのでしょうか。保護者や地域、そして教員は、子どもとどのように向き合い、また学びの中心である学校をどう受け止めているので

しょうか。教育委員会は１８年９月に、子ども・保護者・地域（学校評議員）・教員に対し、子どもの教育に関して様々な視点からアンケート調査を行

いました。その調査結果を報告書にまとめましたので、今回は、その一部を紹介します。今後、調査結果をもとに、よりよい教育活動や学校・家庭・

地域の連携の充実を図っていきます。報告書は、新宿区ホームページでもご覧いただけます。（http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/）

※数字（％）は、とてもあてはまる・まああてはまると回答した割合です。

教育指導課
�（５２７３）３０８４

保保護護者者のの意意識識子子どどもものの意意識識
家庭でのしつけや学校の取り組みについて日頃感じていることなど勉強（学習）や生活に関する考えかたなど

地地域域（（学学校校評評議議員員））のの意意識識
学校の取り組みについて日頃感じていることや地域のかかわり・家庭でのしつけなど

「
し
ん
じ
ゅ
く
の
教
育
」
編
集
担
当
で
は
、
皆
様
の
ご
意
見
、
ご
感
想
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
新
聞
を
購
読
し
て
い
な
い
等
で
郵
送
を
ご
希
望
の
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

教教員員のの意意識識

（注）

【調査期間】平成１８年９月１日～８日

【回答総数】全区立学校、児童・生徒 ：小４＝１，２６０人、小６＝１，３７５人

中２＝８６０人

調査児童・生徒の保護者 ：小２，３６３人・中７９１人

地域（学校評議員） ：小２０６人・中７７人

教員 ：小３８２人・中１５２人

日頃の授業や指導における取り組み

教
育
政
策
課
企
画
調
整
係

�（
５
２
７
３
）３
０
７
４

中学２年

１４．０％

６９．２％

３５．５％

８０．８％

７２．９％

９１．６％

５１．０％

９２．７％

２８．７％

４４．５％

６９．４％

６８．６％

４２．０％

４９．７％

２５．２％

７５．１％

２２．４％

５６．５％

３８．３％

４９．９％

７５．６％

４３．７％

６９．５％

８４．５％

３１．７％

４５．６％

６３．３％

７３．１％

小学６年

２３．６％

７２．９％

３９．８％

８５．８％

７４．３％

９１．０％

６１．２％

８７．１％

５５．３％

５２．６％

７２．０％

６９．１％

６２．４％

５４．１％

４３．５％

８１．５％

３３．１％

６３．０％

４６．５％

５９．５％

８４．５％

５１．８％

７３．４％

９０．５％

３６．４％

５３．９％

６１．９％

７８．５％

小学４年

３４．０％

８１．９％

４１．２％

８８．３％

７３．８％

９２．５％

６９．６％

７８．８％

５７．４％

６１．４％

７４．５％

７７．１％

７５．９％

５５．１％

５２．９％

８８．５％

４３．０％

６８．６％

５９．８％

６３．３％

８６．５％

５３．４％

７７．９％

９３．０％

４７．１％

５４．２％

６４．０％

８２．１％

設 問

自分が住んでいる地域での活動（地域のそうじなど）に参加する。

家のお手伝いをする。

家族や担任の先生以外に、なやみ事などを相談できる大人がいる。

家族は自分のことを気にかけてくれていると思う。

ふだんから「ふしぎだな」「なぜだろう」と感じることがある。

自分の力をできるだけ伸ばしたいと思う。

自分には先生や友だちからほめられるような得意なことがある。

成績が悪かったときは、自分の努力が足りなかったからだと思う。

ふだんからこつこつ勉強している。（小）
目標に向けて、ふだんからこつこつ学習している。（中）

かんちがいや思いこみがないか、しっかり見直しをしている。

必要なものをきちんとそろえてから、勉強をはじめている。（小）
必要なものをきちんとそろえてから、学習をはじめている。（中）

人の話は最後まで、きちんと聞いている。

テストでまちがえた問題は、もう一度やり直している。

授業で習ったことはそのまま覚えるのではなく、その理由や考え方
もいっしょに理解しようとしている。

その日のめあてを決めて、授業や家で勉強に取り組んでいる。（小）
その日のめあてを決めて、授業や家で学習に取り組んでいる。（中）

宿題はきちんとやっている。

授業で習ったことは、その日のうちに復習している。

調べて分かったことをもとに、考えをまとめることができる。

自分の意見や考えを相手にわかりやすく伝えることができる。

社会で問題になっていることについて、どうすればよいかを考えた
ことがある。

近所の人に会ったとき、あいさつをしている。

どんな仕事が自分に合っているのかを知っている。（小）
どんな職業や進路が自分に適しているのかを知っている。（中）

学校に行くのが楽しい。

朝食は毎日食べるようにしている。

夜は決まった時間にねている。

家族からたよりにされて、何かの役割をまかされている。

将来の夢やこれからの進路について家族と話す。

早寝早起きなど、規則正しく生活するように、言われている。

基
礎
体
験

学
習
へ
の
意
欲
・
態
度

自
ら
実
践
す
る
心
と
体

そ
の
他

中学校

９０．６％

８４．６％

６６．７％

９２．０％

８１．６％

７７．８％

８２．２％

６６．０％

９０．６％

５２．１％

７６．８％

小学校

９１．２％

９１．６％

７０．２％

９５．０％

８３．２％

７４．７％

８４．０％

７１．９％

９６．５％

８０．８％

８０．０％

設 問

家庭でのしつけ

食器の後片付けなど、自分のことは自分でするように言っている。

むずかしい問題でも、なげださないでじっくり考えるように言っ
ている。

学校で習ったことが社会に出て役立った話を聞かせたことがある。

人が話をしているときは最後までしっかり聞くように言っている。

家庭での交流・支援・関わり方

子どもに言うだけでなく、自ら手本を示すようにこころがけてい
る。

将来の夢の実現のために、今どんなことをすることが大切なのか
いっしょに考えるようにしている。

働くことの大切さや尊さをいっしょに考えるようにしている。

家庭の中で子どもにまかせている役割がある。

学校への協力や保護者らの学習意欲

学校通信や学級通信はいつも目を通すようにしている。

授業参観には毎回参加するようにしている。

教育についてのテレビ番組を見たり新聞・雑誌の記事に目を通し
たりするようにしている。

中学校

９４．８％

８８．１％

８１．１％

５８．１％

７３．６％

小学校

９７．１％

９２．０％

８４．３％

７８．３％

７９．５％

設 問

学力向上への取り組みの推進状況の認識

この学校の‘育てたい子ども像’や教育目標は、具体的でわかり
やすい。

この学校は、保護者や地域の声を学校運営や授業改善に積極的に
取り入れている。

この学校は、熱心に授業や生活指導にあたっている教師が多い。

家庭での交流・支援・関わり方

地域の行事や活動に子どもとよく参加している。

家庭でのしつけや教育

子どもを地域全体で育てていこうとする雰囲気がある。

中学校

８４．１％

９０．７％

８１．２％

９９．４％

８６．１％

小学校

８５．８％

８５．９％

９０．６％

９７．８％

９０．５％

設 問

本物に触れ、感動を体感するような機会や体験を豊富に用意して
いる。

公共心や規範について考えさせたり身に付けさせたりするための
実践指導の機会を設けている。

ペア学習やグループ学習等の形態を柔軟に取り入れて、子ども同
士が学び合い、教え合う活動の充実に取り組んでいる。

授業中の私語や姿勢の悪さ、他の子どもへのいたずらなどに関し
て、毅然とした態度で指導している。

セミナーや研究会に自主的に参加したり、教育関連の書籍を読む
などして、教師としての資質・技能を高めることに努めている。
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教育委員会では、平成１９年３月２６日に「幼

児・児童・生徒表彰」を行い、表彰状と盾を

授与し、その栄誉をたたえます。

＊今年度から、対象を新宿区在住の幼児・児

童・生徒に拡げるとともに、消防署・警察

署・各町会長等からも推薦できるようにな

りました。

新宿区立小・中学校全校の作品の中から区

長賞４点が選ばれ、平成１８年１２月１８日に表彰

式が行われました。

全作品を掲載した「読書感想文集けやき第

２２集」は、区立の図書館・児童館・学校図書

館で閲覧することができます。

★団体

★区長賞
市谷小学校金管バンド

：平成８年度の発足以来、福祉活動（社会を明るくするパレード等）やコ

ンクール（東京都小学校管楽器演奏会）等に参加するなど継続的に活動

していることに対して
よどよん

淀四ライオンズＡ

：第２３回東京２３区少年軟式野球大会東京ヤクルトスワローズカップ争奪戦

準優勝

さ とう あり さ

佐藤 有紗さん（戸塚第三小学校１年）

：「あかちゃんてね」をよんで
くろかわ なな み

黒川 七海さん（早稲田小学校３年）

：いちご２
に っ た さ や か

新田 沙也佳さん（四谷第三小学校６年）

：人の心を変える勇気とやさしさをあたえ
エンジェル

てくれた『風の天使』
し みず りょう

清水 亮さん（四谷中学校３年）

：特攻で死んだ少年たちに教えられたこと

★個人

わたなべ かず し

渡邊 和史さん（津久戸小学校６年）

：小学校将棋名人戦東京大会 優勝、小学校倉敷王将戦東京都大会 優勝

など
つるさわ かなで

鶴澤 奏さん（東戸山小学校６年）

：第６０回全日本学生音楽コンクール東京大会 ピアノ部門小学校の部奨励

賞
そう ゆう

徐 由さん（西戸山小学校６年）

：「国際ユース作文コンテスト」 子どもの部優秀賞
さかした じゅん や

坂下 淳哉さん（西戸山第二中学校３年）

：「税についての作文」 東京国税局長賞及び東京納税貯蓄組合総連合会

会長賞
か とう み き きく ち みのり

加藤 美樹さん・菊池 稔さん（牛込第一中学校１年）

：迷子の幼児（５歳）に声をかけ、親切に対応した後、大人に引き継いだ

行動に対して

一人で悩みをかかえる前に イヤだなって思ったら
電話してみよう

に相談してね

教育委員会では、全国で起きている一連のいじめ事件等を受けて、いじめ

相談専用電話「新宿子どもほっとライン」を開設しています。

この電話相談では、専門の相談員がいじめ等で困っていること、悩んでいる

ことを受け止めることから始めています。

□いじめについて、どのようなことでもご相談ください。

□これまで友達関係の相談なども含め、様々な悩みが寄せられています。

□相談者の気持ちに沿って問題の解決につなげていきます。

□「これって、いじめ？」って感じたら、悩む前に相談してみましょう。

電話相談は、保護者の方や子どもに関わる方たちからも受け付けています。

身近にいるお子さんが悩んでいたら、ご相談ください。

ささいな事でも「こんな事くらい・・」

と思わずに、まずは相談してみませんか。

西戸山地区中学校の適正配置について、次のとおり第七次・学校適正配置

計画を決定しました。

（ 統 合 の 対 象） 西戸山中学校、西戸山第二中学校
（ 実 施 時 期 ） 平成２３年４月１日
（統合新校の位置） 西戸山中学校の校地
※新校舎の建設期間の西戸山中学校の仮校舎として、平成２０年４月１日から、旧
戸山中学校（現西早稲田中学校）を使用する。

（総合新校の校名） 新宿区立新宿西戸山中学校
（ 通 学 区 域 ） 西戸山中学校と西戸山第二中学校の通学区域を併せた区域

【相談時間】 月～金曜日 ９時～２０時
（上記以外の時間は留守番電話）

【専用電話】 03‐5273‐3531
教育環境整備課学校適正配置担当
�（５２７３）３１０７

◆教育委員会について

教育委員会は、区議会の同意を得て区長が任命し

た５名の委員で構成する合議制の執行機関です。

会議は、毎月１回第１金曜日（都合により変更あ

り）に定例会を、また、必要に応じて臨時会を開催

して、教育行政の基本的施策の決定や議案の審議を

するほか、諸事項について事務局から報告を受けて

います。

今号では、平成１８年１１月２９日から平成１９年３月２

日までに行われた教育委員会の主な議決事項等をお

知らせいたします。

■議案

○第七次・学校適正配置計画について

○新宿区立学校設置条例の一部を改正する条例

○新宿区立教育センター条例の一部を改正する条例

○新宿区立子ども園の管理運営に関する規則

○平成１９年度新宿区一般会計予算

■報告事項

○いじめ問題の対応について

○放課後子どもひろばについて

○入学前プログラム事業の実施について

○新宿区幼児教育のあり方検討会（最終報告書）に

ついて

○私立幼稚園に関する事務の移管について

● 教育委員会はどなたでも傍聴できます ●
会議の日時、場所、議案については、区役所本庁舎

の門前掲示場に掲示しています。

傍聴をご希望される方は、開始時刻の１０分前までに

会議場へお越しください。その場で傍聴券をお渡しし

ます。ただし、お酒を飲んでいる等傍聴をするのに不適

当と認められるときや会議場の都合で多くの方が入場

できないときには、傍聴をお断りする場合があります。

また、議案等の内容が個人情報に関係するなど会議

を公開することが不適当と教育委員会が決定した場合

は、非公開とすることもありますので、あらかじめご

了承ください。

教育政策課管理係
�（５２７３）３０７０

●新宿区は、身近な環境に配慮した、地球にやさしいまちづくりを推進しています。「しんじゅくの教育」は、森林資材の保護とリサイクル促進のため、古紙を利用した再生紙を使用しています。
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