
―
こ
の
10
年
、
桜
丘
中
学
校
で
行
わ
れ

て
き
た
校
則
撤
廃
、
定
期
テ
ス
ト
や
宿
題

の
廃
止
、
服
装
の
自
由
化
な
ど
の
大
胆
な

改
革
に
つ
い
て
、
背
景
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

最
初
に
お
伝
え
し
て
お
き
ま
す
が
、
子

ど
も
た
ち
が
困
っ
て
い
な
け
れ
ば
改
革
な
ど

必
要
な
い
ん
で
す
。「
靴
下
の
色
は
白
に
限

る
」
と
い
う
校
則
も
、
生
徒
に
不
満
が
な
け

れ
ば
、
そ
の
ま
ま
で
も
良
か
っ
た
。
で
も
、

多
く
の
子
ど
も
た
ち
は
理
不
尽
な
校
則
に

不
満
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
私
の
性
分
と
し

て
も
、
理
屈
に
合
わ
な
い
こ
と
は
嫌
い
で
す
。

　

そ
こ
で
生
活
指
導
主
任
に
、
白
で
な
け

れ
ば
い
け
な
い
理
由
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
汚

れ
が
目
立
ち
、
清
潔
を
保
て
る
か
ら
」
と
い

う
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。
確
か
に
一
理

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
桜
丘
中
に
は「
セ
ー
タ
ー

の
色
は
紺
」
と
い
う
校
則
も
あ
り
ま
し
た
。

再
び
理
由
を
尋
ね
る
と「
派
手
に
な
ら
な
い

よ
う
に
」
と
い
う
返
事
。
そ
れ
は
お
か
し
い

で
す
よ
ね
。
黒
や
白
も
派
手
で
は
な
い
し
、

靴
下
の
件
と
も
矛
盾
す
る
。
そ
の
校
則
で

は
、
生
徒
か
ら「
な
ぜ
紺
は
良
く
て
、
黒
は

い
け
な
い
の
か
」
と
問
わ
れ
て
も
、「
規
則
だ

か
ら
」
と
し
か
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、

生
徒
は
本
当
に
納
得
す
る
で
し
ょ
う
か
。

　

個
人
的
な
意
見
で
す
が
、
校
則
に
は
虐

待
に
似
た
構
図
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

虐
待
を
受
け
た
子
は
、
自
己
防
衛
の
た
め

何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
振
る
舞
う
。
非
条

理
な
校
則
も
、
最
初
は
反
発
す
る
け
れ
ど
、

普通の公立中学校でありながら、校則や定期テストの廃止など大胆な改革を進めてきた世田谷区立桜丘中学校。

この春まで10年間校長を務めた西郷孝彦前校長に、

何のために学校はあるのか、そのために教師はどうあるべきか、お話しいただきました。

「それは本当に子どものため？」
から始まる学校改革

取材・文／堀水潤一　撮影／竹内弘真

～中学校の現場から～

Ⅰ

世田谷区立桜丘中学校 前校長

西郷孝彦
さいごう・たかひこ●1954年生まれ。上智大学
理工学部卒業。東京都立の養護学校（特別支
援学校）をはじめ、大田区や品川区、世田谷区
で数学と理科の教員、教頭を歴任。2010年、
世田谷区立桜丘中学校長に就任。「すべての
子が3年間楽しく過ごせる学校」を目指した結
果、校則や定期テスト、宿題、制服、チャイムの
廃止等で注目される。生徒の発達特性に応じた
インクルーシブ教育を取り入れ、個性を伸ばす教
育を推進。『校則をなくした中学校 たったひとつ
の校長のルール』（小学館）、『「過干渉」をやめた
ら子どもは伸びる』（小学館新書、共著）が話題。
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次
第
に
疲
れ
、
目
を
つ
む
る
よ
う
に
な
る
。

 

「
規
則
に
慣
れ
て
お
か
な
い
と
社
会
で
困

る
」
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
が
、
む
し
ろ

困
る
の
は
、
自
分
で
考
え
、
判
断
す
る
こ
と

を
や
め
、
無
批
判
に
人
の
指
示
に
従
う
よ
う

に
な
る
こ
と
で
は
？　

今
、
目
指
し
て
い
る

教
育
の
あ
り
方
と
逆
行
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
先
生
方
に
、「
な
ぜ
？
」「
理
由
は
？
」

と
問
い
続
け
ま
し
た
。
そ
う
し
て
５
年
か
け

て
理
不
尽
な
校
則
は
全
廃
さ
れ
ま
し
た
。

―
寝
て
い
て
も
怒
ら
な
い
な
ど
、
授
業

の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、一
石
を
投
じ
ま
し
た
。

　

発
達
段
階
か
ら
考
え
て
も
、
子
ど
も
自

ら
意
見
を
言
え
る
こ
と
は
大
切
な
ん
で
す
。

で
す
か
ら
授
業
が
つ
ま
ら
な
い
な
ら「
つ
ま
ら

な
い
」と
言
っ
て
い
い
し
、
寝
て
も
い
い
。

　

教
室
に
入
る
こ
と
を
た
め
ら
う
不
登
校

「
い
い
で
す
ね
」と
言
っ
て
く
れ
る
の
で
す
。

　
一
方
で
従
来
の
教
育
を
良
し
と
す
る
人
は
、

「
校
則
が
な
い
な
ん
て
け
し
か
ら
ん
」な
ど
と

頭
ご
な
し
に
批
判
し
て
き
ま
す
。

　

校
則
は
な
く
し
ま
し
た
が
、
学
校
も
社

会
で
あ
る
以
上
、
法
律
は
適
用
さ
れ
ま
す
。

い
じ
め
は
傷
害
だ
し
、
万
引
き
は
窃
盗
。
警

察
と
も
連
携
し
ま
す
。
生
徒
が
器
物
を
壊

し
た
ら
、
故
意
で
な
く
と
も
弁
済
を
求
め

ま
す
。
毅
然
と
し
た
態
度
を
と
る
こ
と
で
、

保
護
者
も
納
得
し
、
安
心
も
さ
れ
る
ん
で
す
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
ど
ん
な
批
判
に
も
動
じ

な
い
の
は
、
子
ど
も
た
ち
が
味
方
に
な
っ
て

く
れ
る
か
ら
。
生
徒
の
評
判
が
良
け
れ
ば

保
護
者
を
は
じ
め
、
応
援
団
も
増
え
て
い

き
ま
す
。
仮
に
、
評
判
が
悪
け
れ
ば
、
何

か
が
間
違
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
。
あ
く
ま

で
子
ど
も
中
心
主
義
。
決
し
て
私
の
恣
意

的
な
教
育
を
押
し
つ
け
て
き
た
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

―
生
徒
の
評
判
は
、
表
面
的
な
優
し
さ

や
楽
し
さ
に
も
左
右
さ
れ
ま
せ
ん
か
？

　

子
ど
も
た
ち
は
大
人
を
よ
く
見
て
い
ま
す

よ
。
威
圧
的
な
タ
イ
プ
は
も
ち
ろ
ん
、
生
徒

に
媚
び
る
よ
う
な
先
生
も
見
透
か
さ
れ
ま
す
。

反
対
に
、
信
用
さ
れ
る
の
は
、
生
徒
に
向
き

気
味
の
生
徒
は
、
職
員
室
前
の
廊
下
を
居

場
所
と
す
る
こ
と
も
認
め
ま
し
た
。
す
る
と
、

「
な
ん
で
あ
い
つ
だ
け
」
と
い
う
不
満
を
も
つ

生
徒
も
現
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
特
定
の

生
徒
に
配
慮
す
る
際
は「
君
た
ち
も
い
い
ん

だ
よ
」と
全
員
に
認
め
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

そ
う
や
っ
て
誰
一
人
特
別
扱
い
す
る
こ
と

な
く
、「
自
分
は
自
分
で
い
い
の
だ
」
と
い
う

体
験
を
さ
せ
る
。
そ
れ
が
あ
る
か
ら
こ
そ

「
み
ん
な
違
っ
て
い
い
ん
だ
」
と
い
う
思
い
や
り

の
心
も
生
ま
れ
て
く
る
ん
で
す
。

―
取
組
が
外
部
に
紹
介
さ
れ
る
に
つ
れ
、

反
響
も
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
？

　

多
い
の
は
「
嘘
だ
ろ
う
」
と
い
う
も
の
。

校
則
を
な
く
し
た
ら
学
校
が
落
ち
着
い
た
と

い
う
こ
と
が
信
じ
ら
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
。

で
も
、
見
学
に
来
る
と
納
得
さ
れ
ま
す
よ
。

確
か
に
、
自
由
と
好
き
勝
手
を
混
同
し
が

ち
な
１
年
生
の
教
室
は
無
秩
序
に
も
映
り

ま
す
。
け
れ
ど
、
課
題
意
識
を
も
つ
教
育

関
係
者
は
視
点
が
異
な
り
ま
す
。
そ
の
後

ろ
に
い
る
、
叱
る
こ
と
な
く
、
時
間
を
か
け

て
生
徒
と
向
き
合
う
先
生
の
様
子
を
見
て
、

合
う
先
生
で
す
。
そ
う
い
う
教
師
は
、
生

徒
の
わ
ず
か
な
変
化
も
見
逃
し
ま
せ
ん
。

　

全
員
を
見
取
る
こ
と
が
難
し
く
て
も
、

ま
ず
は
興
味
を
も
っ
た
子
で
い
い
の
で
、
と
こ

と
ん
向
き
合
う
。
す
る
と
見
る
目
が
育
ち
、

他
の
子
に
も
同
じ
よ
う
に
広
げ
ら
れ
ま
す
。

結
局
、
み
ん
な
同
じ
な
ん
で
す
。
真
面
目

な
子
だ
っ
て
、
よ
く
見
る
と
荒
れ
て
い
る
し
、

不
満
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
逆
に

言
う
と
、
一
人
の
生
徒
を
見
ら
れ
な
い
人
が
、

全
体
を
見
ら
れ
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。

―
何
が
西
郷
先
生
を
突
き
動
か
し
て
き

た
の
で
し
ょ
う
。
原
点
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

人
付
き
合
い
が
苦
手
だ
っ
た
私
が
教
職
に

就
い
た
の
は
、
オ
イ
ル
シ
ョッ
ク
の
影
響
で
工

学
系
の
採
用
が
縮
小
さ
れ
た
か
ら
。「
い
い
大

学
を
出
て
、
い
い
会
社
に
入
れ
ば
安
泰
」
と

い
う
時
代
で
あ
り
、
し
ば
ら
く
は
教
員
で
あ

る
こ
と
を
隠
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
私
が
変
わ
れ
た
の
は
、
最
初
に
赴

任
し
た
養
護
学
校
で
の
体
験
で
す
。
こ
ん
な

子
た
ち
が
い
た
の
か
、
と
自
分
の
視
野
の
狭

さ
に
気
づ
き
、
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
、
素

晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
感
じ
た
私
は
、
子
ど
も

た
ち
と
話
す
こ
と
で
素
直
に
な
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
気
持
ち
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
次
の

赴
任
先
で
す
。
荒
れ
た
学
校
で
し
た
が
、

地
域
の
困
窮
な
ど
、
荒
れ
の
原
因
も
知
る
な

子
ど
も
た
ち
の
評
判
が
す
べ
て

嫌
だ
と
言
っ
て
い
る
な
ら
そ
れ
は
失
敗

批
判
に
動
じ
る
こ
と
が
な
い
の
は
、

生
徒
が
味
方
に
な
っ
て
く
れ
る
か
ら

養
護
学
校
と
荒
れ
た
学
校
が
原
点

大
空
小
の
中
学
校
版
に
な
る
決
意

未来の学校は“今日”の中にある
「それは本当に子どものため？」から始まる学校改革
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か
、
力
で
抑
え
込
む
の
で
は
な
く
、
応
援
す

る
姿
勢
を
貫
き
ま
し
た
。
腹
が
立
っ
た
の
は

学
校
が
落
ち
着
い
て
か
ら
で
す
。
力
関
係
が

逆
転
し
た
途
端
、
生
徒
を
従
わ
せ
よ
う
と

す
る
威
圧
的
な
先
生
が
現
れ
た
ん
で
す
。

職
員
室
で
異
議
を
唱
え
ま
し
た
が
、
若
か
っ

た
私
は
取
り
合
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
も
学
級
や
学
年
、
分
掌
で
で

き
る
こ
と
は
あ
っ
た
し
、
実
際
し
て
き
ま
し

た
。
け
れ
ど
校
長
に
な
ら
な
い
限
り
、
学

校
全
体
は
変
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
次
の
異
動

先
で
目
を
掛
け
て
く
れ
た
校
長
の
強
い
勧
め

チ
ャ
イ
ム
を
鳴
ら
さ
な
い
な
ど
の
工
夫
を
し

て
き
ま
し
た
が
、
高
校
で
は
訴
え
を
聞
い
て

も
も
ら
え
な
か
っ
た
そ
う
。
も
し
も
「
お
前

一
人
く
ら
い
我
慢
し
ろ
」と
い
う
発
想
が
あ
る

ん
だ
と
し
た
ら
、
と
て
も
残
念
な
こ
と
で
す
。

　

う
ち
の
卒
業
生
が
す
ご
い
の
は
、
厳
し
い

規
則
は
嫌
だ
と
思
う
と
、
同
じ
よ
う
な
校

風
で
、
校
則
の
緩
い
高
校
を
自
ら
探
し
て
く

る
こ
と
。
も
し
く
は
、「
校
則
が
厳
し
い
こ
と

は
知
って
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
野
球
部
で
活

躍
す
る
こ
と
を
優
先
す
る
」な
ど
と
、
覚
悟

を
決
め
て
進
学
す
る
生
徒
も
い
る
こ
と
で
す
。

　

た
ま
に
塾
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
よ

う
な
子
は
い
る
も
の
の
、私
の
時
代
の
よ
う
に

「
い
い
大
学
を
出
て
、
い
い
会
社
へ
」
と
い
う

発
想
は
総
じ
て
あ
り
ま
せ
ん
。

―
再
任
用
を
含
め
10
年
を
同
じ
学
校
で

過
ご
せ
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
の
で
は
？

　

そ
の
通
り
で
、
数
年
で
は
、
で
き
る
こ
と

は
限
ら
れ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
学
校

に
は
校
風
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
校

長
が
変
わ
っ
て
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
わ
け

で
す
。
大
改
革
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い

け
れ
ど
、
環
境
づ
く
り
を
し
て
、
次
に
託
す

こ
と
は
で
き
る
は
ず
で
す
。

　
一
方
で
、
学
校
は
生
徒
が
つ
く
る
も
の
だ

と
も
思
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
だ
っ
て
変
え

ら
れ
る
。
実
際
、
服
装
の
自
由
化
も
定
期

テ
ス
ト
の
廃
止
も
、
生
徒
総
会
に
お
け
る
生

徒
の
発
案
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
な
ん
で
す
。

　

教
師
も
同
様
、
学
校
や
社
会
を
変
え
る

力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
た
ま
に
、
そ
う
し
た

カ
リ
ス
マ
的
な
先
生
が
表
に
出
て
く
る
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。
カ
ッ
コ
よ
く
言
え
ば
、
誰
で

も
世
界
は
変
え
ら
れ
る
。
特
に
今
は
、
ネ
ッ

ト
を
通
じ
て
世
界
中
の
仲
間
と
つ
な
が
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
声
を
上
げ
て
ほ
し
い
し
、

怒
り
を
も
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

―
西
郷
先
生
は
、「
弱
い
立
場
に
い
る
子

ど
も
を
、
大
人
の
都
合
で
押
し
込
め
る
な
」

と
い
う
怒
り
が
原
動
力
で
し
た
。
た
だ
、

怒
り
の
対
象
を
広
げ
過
ぎ
る
と
、「
自
分
が

怒
っ
た
と
こ
ろ
で
」
と
な
り
そ
う
で
す
が
。

　

い
や
、
声
に
出
さ
な
い
と
ダ
メ
で
す
よ
。

社
会
の
変
革
な
し
に
、
自
分
の
幸
せ
は
あ
り

ま
せ
ん
。
確
か
に
、
個
人
で
で
き
る
こ
と
は

限
ら
れ
ま
す
し
、
私
が
し
て
き
た
こ
と
も
狭

い
枠
内
で
の
こ
と
で
し
た
。
で
も
、
思
い
は

常
に
外
を
向
い
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
あ
っ

た
の
は「
権
力
の
言
い
な
り
に
な
る
も
の
か
。

力
及
ば
ず
、
変
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
け

れ
ど
、
自
分
も
、
あ
ん
た
た
ち
の
思
い
通
り

に
は
な
ら
な
い
ぞ
」と
い
う
反
骨
精
神
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
が
誇
り
を
も
ち
、
安
心
し

て
住
め
る
国
に
す
る
た
め
、
今
、
何
を
す
べ

き
か
考
え
て
ほ
し
い
。
力
の
あ
る
者
が
都
合

の
良
い
こ
と
を
押
し
つ
け
て
く
る
理
不
尽
さ

に
怒
り
の
声
を
上
げ
て
ほ
し
い
。
偉
そ
う
に

な
り
ま
し
た
が
、
心
か
ら
そ
う
思
い
ま
す
。

も
あ
っ
て
、
管
理
職
を
目
指
す
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

そ
う
し
て
桜
丘
中
に
来
た
の
で
す
が
、
当

初
は
目
の
前
の
こ
と
に
対
応
し
て
い
た
だ
け
。

転
機
は
、
大
阪
市
立
大
空
小
学
校
の
日
常

を
描
い
た
映
画『
み
ん
な
の
学
校
』
を
観
た

こ
と
で
訪
れ
ま
し
た
。
同
校
は
、
虐
待
、

貧
困
、
障
が
い
を
抱
え
た
子
を
含
め
、
全

員
が
安
心
し
て
学
べ
る
小
学
校
で
す
が
、
映

画
の
終
盤
、
あ
る
保
護
者
が「
で
も
、
卒
業

し
た
ら
行
く
と
こ
ろ
が
な
い
」
と
吐
露
し
た

ん
で
す
。
そ
れ
を
見
た
瞬
間
、「
な
ら
ば
、

大
空
小
の
中
学
校
版
を
つ
く
ろ
う
」
と
、
ビ

ジ
ョ
ン
が
明
確
に
な
り
ま
し
た
。「
す
べ
て
の

子
が
３
年
間
楽
し
く
過
ご
せ
る
学
校
」
と
い

う
方
針
を
打
ち
出
し
た
の
も
そ
の
頃
で
す
。

―
そ
う
し
て
小
・
中
が
つ
な
が
っ
た
と
し

て
次
の
受
け
皿
で
あ
る
高
校
へ
の
期
待
は
？

　

偉
そ
う
な
こ
と
は
言
い
た
く
あ
り
ま
せ
ん

が
、
一
人
ひ
と
り
に
意
識
を
向
け
て
ほ
し
い
。

起
立
性
調
節
障
害
で
朝
、
起
き
ら
れ
な
い

生
徒
が
い
て
、
本
校
で
は
登
校
時
間
を
自

由
に
す
る
な
ど
し
て
対
応
し
ま
し
た
が
、
高

校
で
は
サ
ボ
リ
と
見
な
さ
れ
、
退
学
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
、
聴

覚
過
敏
の
生
徒
に
配
慮
し
て
、
本
校
で
は

力
の
あ
る
者
が
自
分
た
ち
の
都
合
を

押
し
つ
け
る
理
不
尽
さ
に
怒
り
を
も
て

誰
で
も
学
校
は
変
え
ら
れ
る

社
会
さ
え
変
え
る
力
が
あ
る

新採で入って3年目。多くのことを学びました。授業中、寝ている生徒が
いても、それは教師の責任だという学校文化の中で必死に工夫してきま
した。怒鳴って起こすのは簡単ですが、それではつまらない。寝ている生
徒にも理由があるのです。そうやって入学時には落ち着きがなかったの
に、3学期、そして学年が上がるにつれて互いに思いやりをもった集団に
成長していきます。ただ、今の状態がベストということはなく変わり続けなく
てはいけません。例えば、中には「校則や制服などルールがあるほうがラ
ク」と思っている生徒もいて、そういう子にとっては「3年間楽しく過ごす」
ことができていない可能性もあるわけです。どうすれば、一人ひとりが幸せ
になれるか、考え続けていきたいです。（松永 拓先生）
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