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（案）



「
大
綱
の
趣
旨｣

教
育
大
綱
は
、地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
」
第
１
条
の
３

に
基
づ
き
、地
方
公
共
団
体
が
策
定
す
る
も
の
で
す
。

本
市
は
、幕
末
に
多
く
の
偉
人
を
輩
出
し
た
藩
校
「
五
教
館
（
ご
こ
う
か
ん
）
」
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、昔
か
ら
教
育
に
力
を
入
れ
て
き
ま
し
た
。五
教
館
は
、平
等
の

精
神
を
尊
び
、武
士
以
外
の
一
般
の
人
々
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、当
時
の
価
値
観
に

お
い
て
の
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
と
も
言
え
る
、他
に
類
を
見
な
い
藩
校
で
し
た
。

近
年
、国
際
化
、情
報
化
、少
子
高
齢
化
等
に
伴
い
教
育
を
取
り
巻
く
環
境
が
目

ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
る
中
、多
様
性
を
理
解
・尊
重
す
る
教
育
の
必
要
性
が
高
ま

っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、大
村
市
は
、五
教
館
の
精
神
を
受
け
継
ぎ
、｢
Ｏ
Ｎ
Ｅ

Ｏ
Ｍ
Ｕ
Ｒ
Ａ
～

一
人
は
み
ん
な
の
た
め
に
、み
ん
な
は
ひ
と
つ
の
た
め
に
～｣
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、家
庭
・

学
校
・地
域
が
連
携
協
力
し
、多
様
な
個
人
そ
れ
ぞ
れ
が
幸
せ
や
生
き
が
い
を
感
じ

な
が
ら
、生
涯
を
通
じ
て
学
ぶ
教
育
を
推
進
す
る
た
め
の
方
針
を
、大
村
市
教
育
大

綱
と
し
て
策
定
し
ま
す
。

｢

大
綱
の
期
間｣

大
綱
の
期
間
は
、令
和
七
年
度
か
ら
令
和
十
一
年
度
ま
で
の
五
か
年
間
と
し
ま
す
。

｢

大
綱｣

五
教
館
の
名
称
が
、五
倫
道
を
教
育
の
綱
領
と
し
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
こ
と

に
ち
な
ん
で
、大
村
市
の
教
育
に
対
す
る
五
つ
の
道
し
る
べ
（
方
針
）
を
策
定
し
、そ

の
実
現
に
向
け
た
取
組
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。



一

健
全
な
心
身
を
は
ぐ
く
む
環
境
づ
く
り
の
推
進

あ
ら
ゆ
る
教
育
の
基
礎
と
な
る
家
庭
教
育
の
充
実
を
図
る
た
め
、家
庭
教
育
力
の

向
上
を
サ
ポ
ー
ト
し
、生
き
る
力
、命
の
大
切
さ
、他
人
を
尊
重
す
る
気
持
ち
な
ど
、

健
全
な
心
身
を
は
ぐ
く
む
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
推
進
し
ま
す
。

二

す
べ
て
の
こ
ど
も
が
安
心
し
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る

環
境
づ
く
り
の
推
進

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
や
貧
困
な
ど
、こ
ど
も
達
を
取
り
巻
く
様
々
な
課
題
に
対
す
る
理

解
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、経
済
的
支
援
の
充
実
な
ど
に
よ
り
、社
会
情
勢
・家
庭

環
境
な
ど
に
左
右
さ
れ
ず
、す
べ
て
の
こ
ど
も
に
等
し
く
学
ぶ
機
会
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
推
進
し
ま
す
。

三

人
間
力
を
は
ぐ
く
む
学
校
教
育
の
推
進

社
会
の
流
れ
が
急
速
に
変
化
し
て
い
く
中
、自
ら
の
意
志
や
考
え
を
持
っ
て
変
化
に

対
応
し
挑
戦
で
き
る
よ
う
、主
体
的
で
能
動
的
な
学
び
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、分

野
を
問
わ
ず
一
芸
に
秀
で
る
こ
と
を
支
援
す
る
こ
と
で
一
人
ひ
と
り
の
自
己
肯
定

感
を
高
め
る
な
ど
、人
間
力
を
は
ぐ
く
む
教
育
を
推
進
し
ま
す
。

四

一
人
ひ
と
り
に
寄
り
添
う
教
育
環
境
づ
く
り
の
推
進

多
様
化
す
る
教
育
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
、家
庭
・地
域
と
の
連
携
の
強
化
や
、

教
員
の
配
置
や
働
き
方
等
の
環
境
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、一
人
ひ
と
り
に

寄
り
添
っ
た
き
め
細
や
か
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
教
育
環
境
づ
く
り
を
推

進
し
ま
す
。

五

生
涯
学
び
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

市
民
が
生
き
生
き
と
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、ス
ポ
ー
ツ

や
文
化
活
動
、地
域
の
伝
統
行
事
な
ど
、多
様
な
学
び
の
形
を
支
援
し
、様
々
な
世

代
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
な
が
ら
、こ
ど
も
も
大
人
も
学
べ
る
環
境
を
つ
く

る
こ
と
で
、誰
も
が
ふ
る
さ
と
を
愛
し
、生
涯
学
び
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
づ

く
り
を
推
進
し
ま
す
。



ONE OMURA

「一人はみんなのために、みんなはひとつのために」

石井 筆子（いしい ふでこ）

女子教育を進める傍ら、女性
の人権確立を目指し、大日本
婦人教育会の設立に尽力。ア
メリカで開催された万国婦人
倶楽部大会には、かつて華族
女学校教師時代の同僚だっ
た津田梅子とともに、日本代
表として出席した。
帰国後、障害児教育に生涯を
ささげ、障害児教育の母と呼
ばれる。

楠本 正隆（くすもと まさたか）

大村藩勤王三十七士の一人と
して倒幕から明治維新に活躍。
明治新政府では、行政官として
長崎府判事、新潟県令、東京府
知事などを歴任し、日本初の国
立市民公園の白山公園を開設
するなど、特に近代的な都市づ
くりに貢献した。
後に国会議員となり衆議院議
長を務めた。

長与 専斎(ながよ せんさい)

長崎医学校の学頭に就任後、
遺欧視察団に参加。帰国後、内
務省衛生局の初代局長となり、
伝染病予防や上下水道の整
備、近代医療制度の確立、医学
の普及などに努めた。
「衛生」という言葉の生みの親。

渡辺 清（わたなべ きよし）

大村藩勤王三十七士の中心人物
として活躍し、戊辰戦争において
は、大村藩隊新精隊を率い出兵。
西郷隆盛の信頼が厚く、新政府軍
の参謀として活躍。新政府軍の西
郷隆盛と旧幕府軍の勝海舟によ
る江戸城明け渡しの会談にも同席
するなど、新政府軍で重要な立場
であった。
明治維新後、福岡県令、福島県知
事、貴族院議員などを歴任。

渡邉 昇（わたなべ のぼり）

幕末の倒幕運動に活躍。特に
坂本龍馬に協力し薩長同盟に
尽力するなど、倒幕派の各藩と
の連携に奔走。長州の桂小五
郎とは兄弟弟子であった間柄
であり、その関係性を活かして
薩長同盟成立にも尽力した。
維新後、大阪府知事、会計検査
院長を務めた。
日本を代表する剣客の一人とし
て、近代剣道の普及にも貢献。


