
発
展
途
中
の
備
前
中
で
す

ー

ル
ー
ル
に
つ
い
て
考
え
る

ー

修
学
旅
行
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
様
々
な
場
面

で
生
徒
た
ち
が
頑
張
る
姿
が
見
ら
れ
た
一
方
で
、

「
ル
ー
ル
」
に
関
す
る
こ
と
で
失
敗
し
て
教
員
に

指
導
さ
れ
る
場
面
も
あ
り
ま
し
た
。
交
通
ル
ー
ル

や
ス
ポ
ー
ツ
の
ル
ー
ル
の
よ
う
に
、
そ
の
ル
ー
ル

を
守
ら
な
い
と
ど
う
な
る
か
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い

も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
ル
ー
ル
を
守
ら
な
い
こ
と

が
ど
う
い
う
こ
と
に
繋
が
る
の
か
と
い
う
こ
と

を
、
少
し
別
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ

る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
例
え
ば
「
時
間
」
。

こ
れ
も
二
人
以
上
の
人
が
集
ま
っ
て
生
活
す
る
上

で
必
要
な
き
ま
り
の
一
つ
で
す
。
集
合
時
刻
に
三

分
遅
れ
た
人
が
い
る
と
し
ま
す
。
た
か
が
三
分
く

ら
い
、
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
三
分
間
何
も

せ
ず
に
待
っ
て
い
る
人
が
百
人
い
れ
ば
、
合
計
三

百
分
（
五
時
間
）
の
時
間
を
奪
っ
て
い
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
し
か
も
そ
の
時
間
は
返
す
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
社
会
で
は
、
そ
の
せ
い
で
い
く
ら
の

お
金
が
損
失
、
と
い
う
話
に
も
な
り
ま
す
。
そ
う

な
る
と
も
う
一
つ
、
遅
刻
し
た
人
が
失
う
も
の
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
信
頼
」
で
す
。
次
の
集
合

に
間
に
合
え
ば
こ
の
と
き
の
ミ
ス
は
取
り
消
さ
れ

る
か
と
い
う
と
、
一
度
失
っ
た
信
頼
を
取
り
戻
す

に
は
、
失
っ
た
と
き
の
何
倍
も
の
労
力
や
時
間
が

か
か
り
ま
す
。
社
会
に
出
れ
ば
な
お
さ
ら
で
す
。
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自
立
と
い
う
の
は
、
自
分
の
依
存
先
を
増
や
す

と
い
う
こ
と
、
と
い
う
話
を
先
日
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
総
会

で
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
先
子
ど
も
た

ち
は
多
く
の
周
り
に
頼
り
、
頼
ら
れ
な
が
ら
生
き

て
い
き
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
き
ま
り
を
守
る
と
い

う
意
味
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
と
、
ル
ー
ル

と
は
、
「
み
ん
な
が
安
心
し
て
気
持
ち
よ
く
生
活

で
き
る
た
め
の
も
の
」
。
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
は
、

「
人
と
の
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
」
に
繋
が
り
ま

す
。
（
※
自
立
の
観
点
か
ら
言
う
と
、
ル
ー
ル
を

守
る
こ
と
は
、
大
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
）
逆
に
、
ル
ー
ル
を
違
反
す
る
こ
と

は
、
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
ら
い
い
こ
と
、
し
か
ら

れ
な
か
っ
た
ら
い
い
こ
と
、
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

失
う
も
の
は
大
き
い
で
す
。
そ
れ
を
教
え
る
の
が

我
々
大
人
の
責
任
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

北
九
州
で
繋
げ

輝
け
！

修
学
旅
行
で
は
、
学
年

の
生
徒
と
繋
が
り
、
教
職

員
と
繋
が
り
、
知
識
と
し

て
身
に
つ
け
て
き
た
も
の

が
、
現
地
で
体
験
す
る
こ

と
で
学
び
へ
と
繋
が
っ
た

と
思
い
ま
す
。
見
る
も
の

聞
く
も
の
食
べ
る
も
の
、

同
じ
も
の
で
も
誰
と
一
緒

に
味
わ
う
か
で
感
じ
方
も

変
わ
る
も
の
で
す
。
子
ど

も
た
ち
は
何
を
感
じ
、
何

を
語
り
合
い
、
ど
う
考
え

た
の
で
し
ょ
う
か
。
今
、

こ
の
環
境
だ
か
ら
こ
そ
出

て
く
る
言
葉
も
あ
る
は
ず

で
す
。
子
ど
も
た
ち
に
再

現
し
て
も
ら
い
な
が
ら
ご

家
庭
で
も
味
わ
っ
て
い
た

だ
け
た
で
し
ょ
う
か
。

先
に
触
れ
た
よ
う
な
失

敗
も
あ
り
ま
し
た
が
、
素

直
に
間
違
い
を
正
し
、
や

り
直
す
こ
と
が
で
き
る
の

が
、
備
前
中
の
子
ど
も
た

ち
の
い
い
と
こ
ろ
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
期
待
し
て
い

ま
す
。

余計なお世話 ー携帯電話・スマートフォンについてー

備前中学校では、校則を無くしていっているわけではありません。時間に関するきまり、

身につけるものや身なり、持ち物に関してのきまりもあります。「持ってきてはいけないも

の」を列挙しているわけではありませんが、携帯電話・スマートフォンについては、校内へ

の持ち込みをはっきり禁止しています。

「居場所確認・緊急連絡のための手段」といった、スマホを校内に持ち込むメリット

は考えられます。しかし、使い方を誤ったときのリスクはとても大きなものです。「スマホ

依存」「ＳＮＳ上のトラブル(悪意のある人と繋がる、個人情報の流出、人間関係

のこじれ・いじめ等多種にわたる)」といったことが実際に起こっています。

備前中で進めている校則の見直しは、校則を緩めたりなくしたりすることではなく、ルー

ル・きまりを自分事としてその意味を考え、責任を持って正しい行動をしていこう、というこ

とです。「責任」と言いましたが、社会的（世の中の法に触れるようなこと）には中学生は

まだ自分では責任をとらせてもらえません。そういう場合責任をとるのは基本的に保護者

の皆様です。スマホや携帯電話については、中学生のうちはまだまだ自分でコントロール

ができないと考えています。現在の備前中の(ルールを守りきれていない危険な)状況

から、その子自身もそうですし、周りの子にも危害が及ぶことを防ぐために、余計なお世話

ですが、全面的にスマホの持ち込みを許可することはできません。ですから、そういった状

況を把握すれば、本人に指導をし、保護者の方にもスマホを取りに来ていただかなくては

なりません。本来、放課後には、困っている子どもの相談に乗ったり、授業の準備をしたり、

部活動の指導をしたり、といったことに時間を割きたいというのが私たちの本意ですが、

スマホの指導に時間をとられることで結果的に子どもたちのために時間が使えていない

という苦しい状況に陥っています。

〈お願い〉
■スマホに関するリスクについてなど、ご家庭でもお子様と話をしてください。

■学校に持ち込まないような工夫(スマホを預かる等)をしてください。

近い未来に、校内で素晴らしいアイテムとしてスマホを使いこなせる日が来るように、そし

て我々教職員がお子様のために本来やるべきことに時間を費やせるように、ご協力をぜ

ひお願いいたします。

ただし、通学事情を踏まえて、緊急連絡等の手段として一部持ち込みを許可しています。

（※申請書の提出、在校時は学校に預ける等の条件があります。）


