
４広報あしや●　平成19年（2007年）２ 月15日号　No.958

 

打出教育文化センター・教職員への研修を進めています

　子どもたちの社会性の向上や確かな学力の定着

を図るため、専門家による講演や具体的な演習・実

習を通して、指導力の向上を図っています。確か

な理論を学び、子どもの想像力をかきたて、仲間と

共に学ぶ意欲を育てるワザとコツを学んでいます。

【５月】　初任者研修

【７月】　ふれあい仲間作り～運動会に向けての運

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動遊び～(写真)／運動好きを育てる体育授業

　　　　／学校園の野菜作りⅧ～野菜の苗作り～／国語力を育成する実践事例～全校的読書

　　　　活動の在り方と具体的な単元の作り方～／韓国文化を考える

【８月】　メンタルヘルスマネジメント・プラス思考の心理学～自律訓練法活用～／読解力

　　　　を育てる国語科の授業～フィンランドの教育から～／算数の基礎・基本とその発

　　　　展について／道徳の時間の指導の充実を目指して／見直そう!　総合的な学習の

　　　　時間／教職員のコミュニケーション～聴く・話す～／インタビュースキルアップ

　　　　トレーニング／ＣＭ・映像作りに必要な要素～コンセプト作りから絵コンテまで

　　　　～／プレゼン・センスアップ講座／初任者研修

【９月】　自然を好きになる子どもを育てる

【10月】　初任者研修

【11月】　学校を会場に「合唱・合奏指揮法研修講座」①②／学校を会場に「社会科研修講座」

　打出教育文化センターでは、市立学校園教職員を対象に講座を開き、教職

員の指導力の向上に取り組んでいます。平成18年度も、「専門的な知識や技

術の向上を図る」「教育の今日的な課題について考える」「情報教育の充実を

図る」などのテーマで研修会を実施し、よりよい教育の実現を目指して、多

くの教職員が受講しました。その研修の一部を、ご紹介します。

問い合わせ　打出教育文化センター　 38-7130(打出小槌町15-9) ◆専門的な知識や技術の向上を図る◆

◆教育の今日的な課題について考える◆

　現在、子どもたちを取り巻く教育的課題は、社

会問題となっています。そのような中で、教師全

員が子どもたちの健やかな成長を促すために、子

どものさまざまな行動や心理への理解、そして、

その支援や指導のあり方を研修しています。

【７月】　特別支援教育と軽度発達障害への教育的

　　　　支援～ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症へ

　　　　の関わり方①②③～

【８月】　脳科学の知見から考える幼年教育の課題

　　　　／子どもの心とシグナルをめぐって～　

　　　　「子どもの危機」を乗り越えるために～／

　　　　管理職研修①「和文化の風を学校園に」／

　　　　管理職研修②「特別支援教育が目指すもの」

【11月】　幼稚園における特別支援教育について～

　　　　配慮の必要な子どもへの対応～

◆情報教育の充実を図る◆
　コンピュータを生かした教材開発や効果的なプレゼンテーションの方法など、授業への

積極的な活用方法について研修しました。また、情報通信ネットワークの効果的な利用の

方法や、情報化社会に対応する情報モラル等に関する考え方、指導方法を学びました。

子どもの心とシグナルをめぐって

ふれあい仲間作り

幼稚園における特別支援教育
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さ
ん

　

芦
屋
は
、
昔
か
ら
水
不
足
で
困
っ
て
い
た
。

　

山
か
ら
海
ま
で
の
土
地
は
斜
面
で
、
降
っ
た

雨
は
す
ぐ
流
れ
、
山
の
地
中
に
し
み
こ
む
間
も

な
く
海
に
流
れ
こ
ん
で
し
ま
う
。

　

川
や
た
め
池
が
あ
っ
て
も
、
あ
ん
ま
り
役
に

立
た
ん
か
っ
た
。

　

猿
丸
安
時
さ
ん
の
時
代
も
、
そ
う
や
っ
た
。

そ
の
頃
の
芦
屋
は
、
二
千
人
ぐ
ら
い
の
人
が
住

ん
で
い
た
ん
や
が
、
ほ
と
ん
ど
農
家
や
っ
た
。

　

ち
ょ
っ
と
で
も
、
雨
が
降
ら
な
ん
だ
ら
、
田

ん
ぼ
や
畑
の
作
物
が
か
れ
、
し
ま
い
に
は
の
み

水
に
さ
え
困
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

水
争
い
や
、
水
ど
ろ
ぼ
う
が
絶
え
ん
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
芦
屋
を
救
う
て
く
れ
る
人
が
現
れ

た
。
猿
丸
安
時
さ
ん
と
い
う
人
や
。

　

安
時
さ
ん
の
家
は
、
古
く
か
ら
こ
の
芦
屋
に

住
ん
で
い
て
、
代
々
、
庄
屋
の
家
が
ら
や
っ
た
。

安
時
さ
ん
は
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
土
地
が
、

こ
ん
な
に
困
る
こ
と
が
あ
る
の
を
、
な
ん
と
か

し
な
け
れ
ば
と
考
え
た
。

　

そ
れ
に
は
、
水
争
い
を
ま
ず
な
く
し
た
い
。

水
さ
え
あ
れ
ば
、
人
び
と
が
争
う
こ
と
も
な
い
。

そ
う
思
い
、
争
っ
て
い
る
人
び
と
に
、

「
相
手
が
悪
い
だ
け
で
な
い
。
水
不
足
が
い
け

な
い
の
だ
。
」

と
、
言
う
て
回
っ
た

り
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
だ

け
で
は
、
人
び
と
は

わ
か
っ
て
く
れ
な

ん
だ
。
そ
れ
に
、
今

ま
で
、
水
が
な
い
こ

と
が
、
け
ん
か
の
も

と
で
あ
る
こ
と
な

ん
か
、
考
え
も
し
な

い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

そ
ん
な
人
た
ち
に
、
安
時
さ
ん
は
、
一
所
懸

命
、
説
い
て
回
っ
た
。

「
あ
し
や
川
を
せ
き
と
め
て
、
大
き
い
た
め
池

を
つ
く
れ
ば
よ
い
。
」

　

初
め
は
「
そ
う
じ
ゃ
、
そ
う
じ
ゃ
」
と
賛
成

し
て
く
れ
た
村
人
た
ち
も
、
安
時
さ
ん
の
話
が

始
ま
る
と
、

「
そ
ん
な
こ
と
、
で
き
る
わ
け
が
な
い
。
」

と
、
工
事
に
か
か
る
お
金
と
、
仕
事
を
す
る
人

手
に
、
首
を
横
に
振
り
出
し
た
。

　

で
も
、
そ
ん
な
こ
と
で
決
心
を
変
え
る
安
時

さ
ん
で
は
な
か
っ
た
。

「
大
工
事
や
か
ら
、
み
ん
な
で
す
る
の
や
。
こ

れ
で
村
全
体
が
助

か
る
の
や
。
そ
の

た
め
の
大
工
事
や
、

や
っ
て
や
れ
ん
こ

と
や
な
い
。

な
ぁ
、
み
ん
な
、
わ

し
に
つ
い
て
き
て

く
れ
。
き

っ

と
、

大

き

な

喜

び

が

待
っ
て
い
て
く
れ

る
」

安
時
さ
ん
は
、
熱
っ
ぽ
く
み
ん
な
に
言
う
た
。

心
を
こ
め
て
言
う
た
。

　

村
人
も
こ
れ
に
は
、
勝
て
ん
。
と
う
と
う
、

心
を
動
か
さ
れ
た
。

「
よ
し
、
や
ろ
う
。
が
ん
ば
っ
て
み
よ
う
」

　

そ
う
い
う
て
、
工
事
に
か
か
り
だ
し
た
。

　

谷
を
削
り
、
そ
こ
に
た
く
さ
ん
の
石
を
入
れ

た
。
積
ん
だ
石
の
上
に
、
土
を
厚
く
入
れ
た
。

　

木
槌
で
た
た
い
て
か
た
め
、
崩
れ
ん
よ
う
に

木
柵
を
い
れ
た
。

　

こ
ん
な
こ
と
を
く
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
、

池
の
周
り
に
八
百
メ
ー
ト
ル
の
堤
防
が
で
き
た
。

　

堤
防
が
で
き
た
時
、
村
人
は
歓
声
を
あ
げ
て

喜
ん
だ
。

　

こ
こ
ま
で
く
る
の
も
、
大
変
な
苦
労
や
っ
た
。

働
い
て
い
る
人
た
ち
も
、
途
中
で
い
や
が
り
、

こ
な
く
な
っ
た
人
も
い
た
。

　

安
時
さ
ん
は
、
そ
ん
な
人
で
も
、
や
さ
し
く

さ
と
し
、
仕
事
に
も
ど
る
よ
う
に
さ
せ
た
。

　

み
ん
な
も
自
分
の
仕
事
を
も
ち
な
が
ら
工
事

を
す
る
の
だ
か
ら
、
村
人
も
大
へ
ん
な
こ
と
で

あ
っ
た
。
だ
け
ど
、
一
ば
ん
が
ん
ば
っ
た
の
は
、

や
は
り
安
時
さ
ん
で
あ
っ
た
。
雨
が
降
っ
て
も
、

雪
の
日
で
も
、
現
場
に
安
時
さ
ん
を
見
な
い
日

は
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

み
ん
な
を
は
げ
ま
し
、
自
分
に
ム
チ
う
っ
て

安
時
さ
ん
は
が
ん
ば
っ
た
。

　

こ
の
大
工
事
は
、
二
十
年
か
か
っ
て
、
江
戸

時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
、
や
っ
と
完
成
し
た
。
そ

れ
が
、
奥
池
で
あ
る
。

　

水
争
い
は
な
く
な
り
、
水
不
足
で
困
る
こ
と

も
な
く
な
っ
た
。
安
時
さ
ん
の
お
か
げ
で
あ
っ

た
。

　

し
か
し
、
今
は
、
芦
屋
は
変
わ
っ
た
。
田
や

畑
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
人
の
住
む
家
が
多

く
な
っ
た
。

　

安
時
さ
ん
が
、
苦
労
し
て
つ
く
っ
た
奥
池
は

ど
う
な
っ
た
ん
や
ろ
う
。

　

今
、
奥
池
は
、
す
ぐ
西
に
つ
く
ら
れ
た
貯
水

池
と
共
に
、
満
々
と
水
を
た
た
え
、
芦
屋
の
市

民
に
と
っ
て
大
切
な
水
が
め
と
な
っ
て
い
る
。

　

あ
の
平
成
七
年
一
月
十
七
日
の
大
地
震
の
時

も
奥
池
の
貯
水
池
か
ら
水
が
運
ば
れ
、
人
び
と

を
安
心
さ
せ
た
。

　

ど
ん
な
時
代
で
も
水
は
大
切
や
し
、
き
れ
い

な
水
は
、
人
の
く
ら
し
に
か
か
せ
な
い
も
の
で

あ
る
。　

　

昔
か
ら
、
水
で
苦
労
し
た
人
び
と
の
こ
と
を

忘
れ
ん
よ
う
に
し
た
い
も
の
や
。

●
「
あ
し
や
の
民
話
」
は
、
芦
屋
に
語
り
伝
え

　

ら
れ
て
い
た
お
話
を
、
三
好
美
佐
子
先
生
を

　

は
じ
め
、
民
話
を
研
究
す
る
グ
ル
ー
プ
の
皆

　

さ
ん
が
収
集
整
理
し
て
、
や
さ
し
く
民
話
の

　

形
に
整
え
ら
れ
、
平
成
十
一
年
に
発
行
さ
れ

　

た
も
の
で
す
。

谷崎文学朗読会「源氏物語」　朗読シリーズ第２回「夕顔」

■日時　２月24日（土）午後１時30分～３時　■会場　谷崎潤一郎記念館　■内容　「谷崎

源氏」の朗読。まろやかな美しさを味わっていただきます。■朗読　朗読グループＲＳＴ

加藤順子氏・松島和子氏　■会費　1,000円（入館料・ドリンク代含む）　■定員　先着25人

　■入館料　300円　■申し込み　電話、ファクス、メールで下記へ

問い合わせ　谷崎潤一郎記念館　 23-5852/FAX38-3244(伊勢町12-15)

Ｅメール ashiya-tanizakikan@rhythm.ocn.ne.jp

●「広報あしや」バックナンバーは、市ホームページ『広報あしや ON  LINE』でご覧いただけます。

「芦屋のうつりかわり」
21.6×30.5㎝ ／135頁／

紙表紙・銀箔押し(ハードカバー )

   頒布額　500円

　市制施行50周年(平成２年11月10日)に発行した記念写真集

「芦屋のうつりかわり」の在庫本を、行政情報コーナー（市役所北

館１階）、ラポルテ市民サービスコーナーで頒布しています。

写真でみる芦屋の歴史

問い合わせ　広報課　 38-2006 

会下山遺跡と触覚模型


