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日本人のアイデンティティ持つ
国際人を育てる㊥

331　実践！ 校長塾

ＬＣＡ国際小学校校長

山口紀生 Norio Yamaguchi

外
国
人
の
教
員
を
採
用

　

Ｌ
Ｃ
Ａ
国
際
小
学
校
や
そ
の
附
属

の
幼
稚
園
（
プ
リ
ス
ク
ー
ル
）
を
運

営
す
る
前
に
実
施
し
て
い
た
英
会
話

教
室
で
は
、
英
語
を
母
国
語
と
す
る

外
国
人
の
教
員
を
採
用
し
た
。
こ
の

効
果
は
大
き
く
、
幼
稚
園
で
も
英
語

を
聴
き
取
る
力
だ
け
で
な
く
、
年
少

か
ら
年
長
に
な
る
３
年
間
で
、
遊
び

の
中
で
何
時
間
で
も
英
語
で
発
話
で

き
る
子
供
が
育
っ
て
い
っ
た
。
特
に
、

外
国
人
の
教
員
は
英
語
の
発
音
だ
け

で
な
く
、「
人
と
は
違
う
自
分
ら
し

さ
」
を
主
張
す
る
姿
勢
を
当
然
の
こ

と
と
し
て
指
導
し
て
い
る
た
め
、
子

供
た
ち
も
他
の
子
供
と
同
じ
意
見
を

言
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、

自
分
の
考
え
や
感
じ
方
を
伝
え
る
の

が
あ
た
り
前
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
子
供
た
ち
も

卒
園
し
て
公
立
の
小
学
校
に
入
る
と
、

「
皆
と
同
じ
」
で
あ
る
こ
と
に
価
値

を
置
き
が
ち
な
生
活
に
戻
っ
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
保
護
者
か

ら
の「
寺
子
屋
で
よ
い
の
で
、卒
園
後

も
楽
し
く
英
語
を
学
ん
で
使
え
る
場

を
作
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
声
も
あ

り
、「
小
学
校
」を
立
ち
上
げ
る
こ
と

に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
２
０
０
５

年
に
１
５
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
「
土
地
」
と
２
階
建
て
の
「
校
舎
」

５
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
を
貸
し
て
く

れ
る
地
主
さ
ん
の
協
力
で
、
無
認
可

の
英
語
の
「
小
学
校
」
の
活
動
を
ス

タ
ー
ト
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

し
か
し
、
実
際
に
始
め
て
み
る
と
、

就
学
義
務
違
反
で
あ
る
と
か
、
無
認

可
の
た
め
に
「
学
割
」
な
ど
も
と
れ

な
い
な
ど
の
制
約
が
大
き
か
っ
た
た

め
、「
特
区
制
度
」
を
活
用
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
３
年
ほ
ど
か
か
っ
た

が
２
０
０
８
年
に「
認
可
」を
受
け
て
、

株
式
会
社
が
運
営
す
る
私
立
小
学
校

（
一
条
校
）
と
し
て
ス
タ
ー
ト
す
る

こ
と
に
な
る
。

ス
タ
ッ
フ
確
保
の
難
し
さ

　

正
式
な
小
学
校
と
な
っ
て
も
、
志

を
同
じ
く
す
る
ス
タ
ッ
フ（
教
職
員
）

　1953年生まれ。横浜国立大学卒業後、公立小学校の教員に。1985年に退職し、子どもが生き生
きできる教育を目指して、釣りやキャンプ、登山など達成感のある遊びも教える私塾「ＬＣＡ」
を設立。その後、英会話学校や幼児教室を開設。2000年、すべて英語で指導する幼稚園「ＬＣＡ
インターナショナルプリスクール」を開園。2005年にＬＣＡインターナショナルスクール小学部
を設立。小学部は2008年４月に国（文部科学省）から正式な認可を受け「ＬＣＡ国際小学校」に。
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教
員
に
と
っ
て
、
日
本
の
学
校
で
は

あ
た
り
前
な
「
子
供
と
一
緒
に
給
食

を
食
べ
る
」
こ
と
や
、
算
数
の
指
導

な
ど
も
、
日
本
の
指
導
法
で
教
え
る

こ
と
を
求
め
ら
れ
る
の
は
ハ
ー
ド
ル

が
高
い
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
採
用
し
て
も
次
の
年
に
は

多
く
の
教
員
が
入
れ
替
わ
る
状
態
も

あ
っ
た
が
、
数
年
前
か
ら
、
試
行
錯

誤
を
経
て
、
よ
う
や
く
安
定
し
た
ス

タ
ッ
フ
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
り
、

学
校
全
体
が
一
つ
の
方
向
性
に
沿
っ

て
動
い
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　

本
校
の
よ
う
な
教
育
理
念
を
、
建

前
で
は
な
く
深
い
と
こ
ろ
で
理
解
し

て
、
日
々
の
教
科
指
導
や
学
級
経
営

で
実
践
す
る
に
は
、
校
長
と
し
て
の

私
の
信
念
や
思
い
を
、
担
任
に
伝
え

て
い
く
教
務
主
任
や
リ
ー
ダ
ー
層
の

役
割
も
重
要
に
な
る
。
ハ
イ
パ
ー
イ

マ
ー
ジ
ョ
ン
教
育
や
高
度
な
教
科
指

導
、
体
験
型
の
学
校
行
事
な
ど
も
含

め
て
、
他
の
学
校
で
は
見
ら
れ
な
い

新
し
い
教
育
形
態
を
追
求
し
て
い
る

本
校
が
、
日
本
人
と
外
国
人
の
ス
タ

ッ
フ
が
共
に
一
つ
の
理
念
に
向
か
っ

て
協
働
し
て
い
く
体
制
に
し
て
い
く

た
め
に
は
、
絶
え
ず
、
学
校
運
営
で

の
工
夫
が
必
要
と
感
じ
て
い
る
。

開
校
当
初
の
保
護
者
に
支
え
ら
れ

　

本
校
の
ス
タ
ッ
フ
の
人
材
確
保
の

苦
労
と
は
別
に
、
ま
だ
、
校
舎
も
な

く
、
開
校
前
に
入
学
者
を
募
集
し
て

い
た
こ
ろ
、
本
校
の
教
育
理
念
を
支

持
し
て
く
れ
て
、
自
分
の
子
供
を
入

学
さ
せ
た
い
と
判
断
し
て
く
れ
た
保

護
者
の
熱
い
思
い
に
、
な
ん
と
か
応

え
た
い
と
学
校
経
営
を
進
め
て
き
た
。

開
校
当
初
は
、
い
ろ
い
ろ
と
風
あ
た

り
も
強
く
、
設
備
も
ス
タ
ッ
フ
も
不

十
分
な
中
で
想
像
を
超
え
た
苦
労
も

あ
っ
た
。

　

開
校
時
に
入
学
を
し
た
、
ほ
と
ん

ど
の
子
供
を
卒
業
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、

本
校
の
教
育
理
念
を
信
じ
て
い
た
だ

い
た
保
護
者
の
方
の
お
か
げ
で
あ
る
。

再
就
職
の
ス
タ
ッ
フ
が
活
躍

　

私
は
、
校
長
で
あ
る
と
同
時
に
、

を
確
保
す
る
の
は
、
簡
単
な
こ
と
で

は
な
か
っ
た
。
本
校
で
は
、
教
科
の

指
導
を
英
語
で
行
う
だ
け
で
な
く
、

「
塾
に
行
か
な
く
て
も
中
学
校
受
験

が
で
き
る
」
よ
う
に
、
私
立
中
受
験

に
も
対
応
で
き
る
レ
ベ
ル
の
指
導
に

も
力
を
入
れ
て
い
る
が
、
教
員
ス
タ

ッ
フ
の
募
集
で
、
対
応
す
る
免
許
を

持
っ
た
教
職
経
験
者
は
、「
塾
」
の

よ
う
な
指
導
に
な
じ
み
が
な
か
っ
た

り
、
そ
れ
以
外
の
経
験
者
の
場
合
は

学
級
経
営
に
難
点
が
あ
っ
た
り
と
、

本
校
が
目
指
し
て
い
る
教
育
を
実
践

で
き
る
教
員
の
確
保
は
な
か
な
か
難

し
か
っ
た
。

　

日
本
人
ス
タ
ッ
フ
だ
け
で
な
く
、

全
体
の
６
割
程
度
を
占
め
て
い
る
外

国
人
の
ス
タ
ッ
フ
も
同
様
で
、
こ
れ

ま
で
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー

ル
な
ど
で
働
い
て
い
た
経
験
の
あ
る

株
式
会
社
エ
ル
・
シ
ー
・
エ
ー
の
代

表
取
締
役
で
も
あ
る
。
公
立
小
学
校

で
の
教
員
経
験
は
あ
る
も
の
の
、
校

長
や
社
長
と
し
て
の
経
験
の
な
い
ま

ま
、
私
立
小
学
校
と
会
社
の
経
営
を

行
う
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
人
事
管

理
な
ど
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
ま
っ
た
く
な

か
っ
た
。
た
だ
、
自
分
が
目
指
す
理

想
の
教
育
へ
の
情
熱
と
、
楽
し
い
学

校
生
活
づ
く
り
へ
の
自
信
は
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
自
分
を
支
え
て
く
れ
る

ス
タ
ッ
フ
に
、
あ
る
人
の
紹
介
で
公

務
員
を
定
年
退
職
し
た
人
が
再
就
職

し
て
き
た
。
私
は
当
初
そ
の
方
に
、

や
っ
て
ほ
し
い
仕
事
を
特
に
指
示
し

な
か
っ
た
。
す
る
と
、
そ
の
方
は
、

自
分
で
仕
事
を
見
つ
け
て
、
ば
り
ば

り
と
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

実
は
、
私
と
同
世
代
か
そ
れ
以
上

の
再
就
職
者
が
数
人
い
る
が
、
全
員
、

私
が
目
指
す
理
想
の
教
育
や
楽
し
い

学
校
生
活
づ
く
り
に
つ
い
て
、
特
に

説
明
を
し
な
く
て
も
、
共
感
し
て
く

れ
て
、
自
ら
そ
の
実
現
の
た
め
の
仕

事
を
見
つ
け
て
動
い
て
く
れ
て
い
る
。
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共
通
し
て
い
る
の
は
「
自
分
は
諦
め

て
い
た
が
、
こ
ん
な
教
育
を
本
当
は

や
り
た
か
っ
た
」
と
い
う
思
い
で
、

そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
が
生
き
が
い

に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
う
い
う

方
た
ち
が
、
私
が
校
長
と
し
て
特
に

指
示
を
し
な
く
て
も
、
ど
ん
ど
ん
自

主
的
に
、
私
と
同
じ
思
い
で
動
い
て

く
れ
る
。
し
か
も
、
自
分
の
考
え
で

実
践
し
て
い
く
の
で
楽
し
い
と
い
う

雰
囲
気
が
周
り
に
も
伝
わ
っ
て
く
る

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
学
校
経

営
の
視
点
か
ら
見
て
も
、
と
っ
て
も

よ
い
刺
激
に
な
っ
て
い
る
。

調
整
で
き
る
力
が
大
切

　

本
校
で
は
、
語
学
が
で
き
て
、
自

分
の
考
え
を
し
っ
か
り
主
張
で
き
る

こ
と
を
重
視
し
て
い
る
が
、
互
い
の

主
張
を
理
解
し
た
上
で
、
で
は
ど
の

よ
う
に
解
決
し
て
い
く
か
、
調
整
し

て
い
く
か
を
考
え
て
い
く
こ
と
も
大

切
に
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、
子
供
た

ち
の
教
育
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
や

外
国
人
の
ス
タ
ッ
フ
の
間
で
も
大
切

な
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
は
自
分
の

主
張
と
い
う
点
で
は
外
国
人
ほ
ど
で

は
な
い
も
の
の
、「
調
整
」
し
て
い

く
力
は
高
い
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

　

本
校
で
は
、
子
供
た
ち
へ
の
指
導

で
は
、
こ
の
「
調
整
」
に
関
連
し
て
、

「
ま
ず
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
る
」

よ
う
に
指
導
し
て
い
る
。「
自
分
は

嫌
だ
」
な
ど
の
気
持
ち
を
相
手
に
伝

え
、
互
い
の
気
持
ち
を
理
解
し
合
っ

た
上
で
、「
で
は
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
」
を
考
え
る
と
、
比
較
的
ス
ム
ー

ス
に
解
決
策
が
出
て
く
る
こ
と
が
あ

る
。
こ
の
気
持
ち
を
無
視
し
て
、
論

理
性
や
整
合
性
だ
け
で
、「
調
整
」

を
し
て
し
ま
う
と
、
う
ま
く
行
か
な

い
こ
と
が
あ
る
。

　

こ
れ
か
ら
の
国
際
化
が
進
む
時
代

は
、
こ
の
「
調
整
」
の
能
力
が
特
に

必
要
に
な
る
。
本
校
で
も
、
子
供
た

ち
が
「
調
整
」
す
る
力
を
付
け
る
た

め
に
は
、
ま
ず
教
師
自
身
が
そ
の
力

を
付
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え

て
い
る
。

子
供
の
良
さ
を
親
に
伝
え
る

　

保
護
者
と
の
信
頼
関
係
を
高
め
る

こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
学
校
に
お
い

て
も
重
要
な
こ
と
だ
が
、
本
校
で
は
、

成
績
表
な
ど
に
担
任
教
師
が
お
ざ
な

り
の
「
コ
メ
ン
ト
」
を
す
る
欄
を
廃

止
し
、
そ
の
代
わ
り
に
、
担
任
以
外

の
教
員
ス
タ
ッ
フ
な
ど
が
見
つ
け
た
、

そ
の
子
供
の
「
良
い
所
」
を
記
述
す

る
欄
を
設
け
て
、
保
護
者
に
伝
え
る

よ
う
に
し
て
い
る
。
子
供
の
悪
い
点

は
、
す
ぐ
に
気
付
く
け
れ
ど
も
、
子

供
の
良
い
所
は
、
担
任
ひ
と
り
だ
け

で
は
目
が
行
き
届
か
な
い
こ
と
が
少

な
く
な
い
。
し
か
し
、
同
僚
も
含
め

て
、
教
師
集
団
と
し
て
、
そ
の
子
供

を
見
守
る
目
を
持
つ
こ
と
で
、
担
任

が
気
付
か
な
い
、
そ
の
子
供
の
良
さ

の
発
見
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
そ
の

事
実
を
保
護
者
に
し
っ
か
り
と
伝
え

る
こ
と
で
、
学
校
へ
の
信
頼
感
も
高

ま
る
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、
校
長
と
し
て
私
が
重

視
し
て
い
る
の
が
、
保
護
者
へ
の
年

３
〜
４
回
の
レ
ク
チ
ャ
ー
で
あ
る
。

本
校
は
一
般
の
公
立
小
学
校
と
は
異

な
る
教
育
内
容
で
あ
る
た
め
、
そ
の

こ
と
と
本
校
と
し
て
目
指
し
て
い
る

教
育
理
念
に
つ
い
て
は
、
校
長
と
し

て
保
護
者
に
し
っ
か
り
と
伝
え
る
場

を
設
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
の

際
に
、
先
ほ
ど
の
自
分
の
気
持
ち
を

伝
え
合
っ
て
「
調
整
」
し
て
い
く
本

校
の
や
り
方
に
つ
い
て
説
明
し
て
、

家
庭
で
も
学
校
と
同
じ
よ
う
な
や
り

方
を
試
み
て
い
た
だ
く
よ
う
に
お
願

い
し
て
い
る
。
な
お
、
附
属
の
プ
リ

ス
ク
ー
ル
（
幼
稚
園
）
で
も
同
じ
よ

う
な
レ
ク
チ
ャ
ー
を
し
て
い
る
が
、

最
近
、
保
護
者
の
申
し
出
で
茶
話
会

形
式
に
し
た
と
こ
ろ
、
と
て
も
好
評

だ
っ
た
。
一
方
的
な
説
明
で
な
く
、

保
護
者
も
自
分
の
思
い
を
気
易
く
語

れ
る
場
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
分
か

っ
た
。


