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格か

く

致ち

日に

っ

新し

ん

  

〜
こ
れ
か
ら
の
特
別
支
援
教
育
を
語
る
〜

第23回

　
一
九
九
四
年
に
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
サ
ラ
マ
ン
カ

声
明
に
お
い
て
、Education for A

ll

（
万
人

の
た
め
の
教
育
）
の
理
念
の
も
と
、
イ
ン
ク
ル

ー
ジ
ョ
ン
の
原
則
が
謳
わ
れ
た
。
サ
ラ
マ
ン
カ

声
明
の
正
式
名
称
は
、「
特
別
な
ニ
ー
ズ
教
育

に
お
け
る
原
則
、
政
策
、
実
践
に
関
す
る
サ
ラ

マ
ン
カ
声
明
」
で
あ
り
、
学
習
上
の
ニ
ー
ズ
を

も
っ
て
い
る
者
は
、
け
っ
し
て
障
害
が
あ
る
者

だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
者
で
あ
り
、
そ
の

す
べ
て
の
者
が
「
誰
で
あ
れ
、
教
育
を
受
け
る

基
本
的
権
利
を
も
ち
、
ま
た
、
受
容
で
き
る
学

習
レ
ベ
ル
に
到
達
し
、
か
つ
維
持
す
る
機
会
が

与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
」と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
理
念
は
、
子
ど
も
や
大
人
を
障
害
の
有

無
に
よ
っ
て
分
け
て
考
え
る
二
元
論
で
は
な

く
、
ピ
ー
プ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
の
原
則
の
も
と
、

性
別
や
年
齢
、
人
種
、
障
害
の
有
無
、
発
達
の

差
、
経
済
状
況
、
な
ど
の
様
々
な
属
性
の
違
い

で
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
た
り
、
教
育
制
度
を
分

け
ら
れ
た
り
さ
れ
ず
に
、
個
々
人
が
そ
れ
ぞ
れ

違
う
特
別
な
ニ
ー
ズ
を
ベ
ー
ス
と
し
た
多
様
性

が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
に
デ

ザ
イ
ン
さ
れ
た
普
通
教
育
・
教
育
制
度
一
般
に

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
変

わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
従
来
の
特
殊

教
育
の
方
で
は
な
く
、
む
し
ろ
通
常
教
育
・
通

常
学
校
に
お
け
る
教
育
が
、
従
来
の
特
殊
教
育

の
制
度
を
イ
ン
ク
ル
ー
ド
で
き
、
多
様
化
さ
れ

る
か
が
今
後
の
課
題
と
さ
れ
よ
う
。

　
こ
の
二
元
論
の
発
想
か
ら
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ

ザ
イ
ン
的
な
一
元
論
の
発
想
に
な
っ
た
の
は
、

世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
の
国
際
障
害
分
類

（
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｈ
）
が
、
二
〇
〇
一
年
に
国
際
生

活
機
能
分
類
（
Ｉ
Ｃ
Ｆ
）
に
改
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｈ
は
、
障

害
が
あ
る
人
が
対
象
に
な
っ
て
い
た
が
、
Ｉ
Ｃ

Ｆ
モ
デ
ル
で
は
、
障
害
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、

す
べ
て
の
人
が
そ
の
モ
デ
ル
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
。

　
ま
た
、
二
〇
〇
六
年
に
は
、
国
連
障
害
の
あ

る
人
の
権
利
条
約
が
採
択
さ
れ
た
が
、
そ
の
二

十
四
条
の
教
育
に
お
い
て
は
、
障
害
を
理
由
と

し
て
教
育
制
度
一
般
（general education 

system

）
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
こ
と
が
書
か
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
二
元
論
的
な
発
想
で
あ

る
、
障
害
が
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
が
共
に
学

ぶ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
そ
し
て
、
二
〇
一
六
年
に
は
、
国
連
障
害
の

特
別
な
ニ
ー
ズ
と
は

特
別
な
ニ
ー
ズ
教
育
で
あ
る 

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
と
学
び
の
多
様
化

～
二
元
論
・
二
項
対
立
を
超
え
て
～

星槎大学副学長

西永　堅
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格致日新格致日新   【かくちにっしん】物事の道理や本質を追い求めて知識を深め、日々向上していくこと

あ
る
人
の
権
利
委
員
会
は
、
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ

教
育
に
関
す
る
権
利
に
対
し
て
一
般
的
意
見
を

表
し
て
お
り
、
排
除
（exclusion

）、
分
離
教
育

（segregation

）、
統
合
教
育
（integration

）、

イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
（inclusion

）
の
違
い
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
特
に
、
障
害
が
あ
る
子

ど
も
に
対
し
て
、
教
育
シ
ス
テ
ム
を
変
更
し
な

い
な
ど
の
構
造
的
な
変
革
を
行
わ
な
い
ま
ま
通

常
の
学
級
で
教
育
す
る
こ
と
は
イ
ン
ク
ル
ー
ジ

ョ
ン
と
は
さ
れ
な
い
と
明
言
し
て
い
る
。
障
害

が
あ
る
子
ど
も
と
な
い
子
ど
も
が
共
に
学
ぶ
と

さ
れ
る
統
合
教
育
が
、
分
離
教
育
か
ら
イ
ン
ク

ル
ー
ジ
ョ
ン
へ
の
移
行
が
自
動
的
に
保
障
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
障
害
が
あ
る
も
の
だ
け
を
対
象
と
す
る
支
援

で
は
、
障
害
が
あ
る
人
と
な
い
人
を
二
つ
に
分

け
て
考
え
る
二
元
論
で
あ
り
、
一
人
ひ
と
り
の

ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
多
様
な
学
び
の
尊
重
は
難
し

い
と
考
え
ら
れ
る
。
学
習
上
の
ニ
ー
ズ
は
、
け

っ
し
て
障
害
だ
け
を
理
由
と
し
て
い
な
い
。
経

済
的
理
由
や
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
、
虐
待
な
ど
環

境
的
な
問
題
、
不
登
校
の
問
題
や
外
国
を
ル
ー

ツ
に
し
た
困
難
な
ど
、
学
習
上
の
ニ
ー
ズ
は
多

様
性
が
あ
り
、
年
齢
主
義
が
強
く
、
課
題
が
年

齢
で
決
ま
っ
て
い
る
我
が
国
の
教
育
制
度
で

は
、
障
害
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
に
同
年
齢
の
全

員
が
同
じ
教
育
を
受
け
る
こ
と
を
目
指
す
場
合

に
は
合
理
性
の
課
題
が
残
る
。

　
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
は
、D

iversity &
  

Inclusion

と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
多
様
性

の
尊
重
が
中
心
に
な
る
。
多
様
性
を
認
め
て
同

じ
環
境
で
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
教
育
環
境
こ
そ
が
多
様

に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
特
別
支
援
学
校
が
分
離
教
育
と

さ
れ
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
学
び
の

多
様
化
学
校
（
旧
不
登
校
特
例
校
）
を
増
や
そ

う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
別
支
援
学
校
や

特
別
支
援
学
級
の
教
育
も
学
び
の
多
様
性
の
一

つ
で
あ
り
、
通
常
の
教
育
の
一
つ
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
合
理
的
配
慮
に
関
し
て
は
、
具
体
例
が
示
さ

れ
な
い
こ
と
で
実
際
に
何
が
で
き
る
の
か
と
い

う
不
安
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
来
の

合
理
的
配
慮
は
、
経
済
的
合
理
性
も
含
ま
れ
て

い
る
概
念
で
あ
り
、
学
校
の
規
模
に
よ
っ
て
も

具
体
的
な
合
理
的
配
慮
は
異
な
る
。
つ
ま
り
、

通
常
の
学
級
で
で
き
る
合
理
的
配
慮
と
特
別
支

援
学
校
で
で
き
る
合
理
的
配
慮
が
異
な
る
の
は

当
然
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
尊
重
さ
れ

る
こ
と
が
、
障
害
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
誰
も
が

尊
重
さ
れ
取
り
残
さ
れ
な
い
教
育
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
一
方
で
、
予
算
が
な
い
の
で
合
理
的
配

慮
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
障
害
を
理
由
と

す
る
差
別
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
予
算
の
範
囲
内

で
何
が
で
き
る
の
か
を
検
討
し
、
当
事
者
同
士

の
建
設
的
対
話
の
も
と
合
意
形
成
が
期
待
さ
れ

る
。
予
算
の
範
囲
内
で
で
き
る
こ
と
を
積
極
的

に
検
討
す
る
か
ら
こ
そ
、
持
続
可
能
性
が
高
め

ら
れ
、
障
害
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
公
平
性
が
高

い
教
育
を
実
現
し
て
い
け
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
身
長
の
発
達
も
個
人
差
が
大
き
い
の
で
あ
る

か
ら
、
認
知
発
達
も
個
人
差
が
あ
る
の
は
当
然

で
あ
る
。
認
知
発
達
に
合
わ
せ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
の
柔
軟
性
が
期
待
さ
れ
る
。

　
通
常
の
教
育
が
、
特
別
支
援
教
育
か
ら
学
ぶ

こ
と
が
多
い
よ
う
に
、
外
国
を
ル
ー
ツ
に
す
る

子
ど
も
た
ち
か
ら
私
達
が
学
ぶ
こ
と
も
数
多

い
。
海
外
な
ど
多
様
な
教
育
制
度
か
ら
も
国
内

外
の
二
元
論
を
超
え
て
私
達
は
学
ん
で
い
く
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
。
性
別
、
年
齢
、
人
種
、

障
害
な
ど
の
多
様
性
を
財
産
と
し
た
教
育
が
目

指
さ
れ
る
。

学
び
の
多
様
化
に
向
け
て



3　実践レポート

特  集

【特集のねらい】［第 １ 特集］障害のある子どもの自立と社会参加には、子どもが
自己選択、自己決定をする場を設定し、自分に合う方法を試したり、人に相談し
たりして、課題を解決して成功体験を積むことが大切です。そのためには、子ど
もが自分の得意、不得意を知ることや自分でできること、他者の支援を得てでき
ることが分かる等の自己理解の育ちを支える必要があります。しかし、自己理解
の育ちは子どもの内面にあり外から見えづらいことから、教員は、子ども自身に
よる「気づき」、「学び」に対する「意味付け」「価値付け」すると共に、「ふり返
り」や「他者とのかかわり」を重視した取組が必要です。
　本特集は、「子どもの内面の育ちを支える ～自分とよりよく向き合うために～」
と題し、子どもの内面に関わる心理学的な用語をわかりやすく整理すると共に、
子どもが自分のいろいろな側面に気づき、自己を肯定的に捉え、将来の自己実現
に向けての力を育むためのよりよい指導・支援方法について紹介します。
　［第 ２ 特集］全日本特別支援教育研究連盟（全特連）は、知的障害等発達障害
のある子どもたちの生活の自立を目指し、子ども主体の生活の実現、子どもの現
在及び将来の生活の充実・発展を図ることを理念とし、日々の実践を大切にして
まいりました。そして、研究大会の実践発表や報告を通して、各学校が刺激を受
け、よりよい実践や地域の状況に合わせた発展につなげていくことを目指してい
ます。今年度、関係者の努力により、徳島大会を ４ 年ぶりとなる参集しての開催
ができたことは、コロナ禍以降のこれからの全特連の活動の第一歩となりまし
た。そこで、［第 ２ 特集］として、座談会形式で本大会を振り返り、その意義や
活かし方をお話しいただきました。ポストコロナ期における新たな学びの在り方
につながる示唆を得ていただけると幸いです。

　第１特集
子どもの内面の育ちを支える ～自分とよりよく向き合うために～

　第２特集
共生社会の中で、夢や志をもち、主体的に活躍する子どもたち

［KEY WORD 01］

内面の育ち
［KEY WORD 02］

自己理解
［KEY WORD 03］

他者とのかかわり
［KEY WORD 04］

新しい日常における特別支援教育
［KEY WORD 05］

実践研究の意義
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　「
ぼ
く
は
勉
強
は
得
意
。
で
も
、
生
き
て
い

る
価
値
は
な
い
ん
だ
」
と
言
う
子
ど
も
。「
得

意
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
子
ど
も
の
自

己
評
価
は
高
い
と
い
え
る
の
か
。
一
方
、
生
き

て
い
る
価
値
が
「
な
い
」
と
感
じ
て
い
る
よ
う

な
の
で
、
自
己
評
価
は
低
い
と
理
解
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
。
い
や
、「
生
き
て
い
る
価
値
」
と

い
う
の
は
、
評
価
と
い
っ
た
客
観
的
な
認
識
の

対
象
と
は
別
の
次
元
で
は
な
い
か
。
自
分
を
評

価
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
自
尊
心
の
よ
う
な
感

情
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
…
…
等
々
、

自
己
を
め
ぐ
る
言
葉
は
数
多
く
存
在
す
る
。
自

己
に
関
し
て
は
、
私
が
専
門
と
す
る
心
理
学
の

み
な
ら
ず
ひ
と
を
対
象
と
す
る
学
問
領
域
、
さ

ら
に
は
芸
術
分
野
で
も
多
く
の
関
心
が
向
け
ら

れ
て
い
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
研
究
論
文
や
書
籍

に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
自
己
に
関
わ
る
用
語
は
実

に
多
様
で
あ
る
。
自
己
認
識
、
自
己
理
解
、
自

己
評
価
、
自
己
肯
定
感
、
自
尊
心
、
自
己
決
定

…
…
等
々
。
そ
こ
で
、
内
面
に
あ
る
「
自
己
」

と
の
向
き
合
い
方
と
い
う
観
点
で
、
筆
者
が
三

つ
に
分
類
し
た
も
の
を
下
表
に
示
す
。

　
ひ
と
つ
め
は
、
自
分
の
存
在
に
気
づ
き
、
自

分
を
対
象
化
し
て
考
え

る
か
と
い
う
側
面
で
、

自
己
の
存
在
の
発
見
と

も
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
領
域
の
発
達

に
関
す
る
研
究
と
し
て

は
、
鏡
に
映
っ
た
自
分

の
顔
が
自
分
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
覚
知
し
て

い
く
こ
と
が
、
そ
の
後

の
自
己
認
識
の
出
発
点

と
す
る
数
多
く
の
調
査

研
究
が
報
告
さ
れ
て
い

る
。
日
常
的
に
目
に
す

る
行
動
と
し
て
は
、
例

え
ば
、
自
分
が
映
っ
た

写
真
を
み
て
自
分
の
顔

を
指
さ
し
た
り
、
名
前

を
呼
ば
れ
る
場
面
で
だ

れ
の
名
前
に
も
ハ
イ
と

反
応
し
て
い
た
の
が
自

分
の
名
前
の
と
き
だ
け

ハ
イ
と
応
え
る
よ
う
に
な
る
な
ど
も
、
自
己
認

識
の
芽
生
え
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
ひ
と
は
自
分
が
自
分
の
存
在
に
気
づ
き
、
自

意
識
を
深
め
て
い
く
。
そ
し
て
、
み
る
自
分
と

み
ら
れ
る
自
分
と
い
う
ふ
た
つ
が
分
化
し
、
自

分
の
内
面
で
「
自
分
が
自
分
を
み
る
」
と
い
う

こ
と
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

子
ど
も
の
内
面
を

自
己
○
○
で
あ
ら
わ
す
と
…
…

一
自
分
を
対
象
と
し
て

考
え
て
い
る
か

二

子どもの内面の育ち
～見取り方と指導・支援への活かし方～

九州大学教授　田中　真理

子どもの内面の育ちを支える ～自分とよりよく向き合うために～
特集

論 説

（表）
自分を対象とし
て考えているか 自己覚知、自意識、自己認識

自分をどうとら
えているか

認知的側面→自己理解、自己概念、自己認知
評価的側面→自己評価、自己肯定感、自己効力感、自己有能感
感情的側面→自尊心、自尊感情、自己受容

自分とどう向き
合っているか 自己決定、自己選択、自己統制、自己モニタリング、自己認識欲求
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論 説
特集

子どもの内面の育ちを支える ～自分とよりよく向き合うために～

　
し
か
し
、「
自
分
が
自
分
を
み
る
」
と
い
う

内
面
の
営
み
は
、
外
か
ら
は
み
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
可
視
化
す
る
た
め
の

実
践
と
し
て
、
村
上
・
赤
木
（
二
〇
一
一
）
の

例
を
紹
介
し
よ
う
。
こ
の
実
践
で
は
、
特
別
支

援
学
級
の
児
童
ひ
と
り
ひ
と
り
の
等
身
大
の
人

形
が
（
＝
み
る
自
分
）、
授
業
を
受
け
て
い
る

児
童
を
眺
め
て
い
る
（
＝
み
ら
れ
る
自
分
）
場

面
を
作
っ
た
り
、
何
か
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
と

き
に
自
分
の
分
身
の
人
形
に
「
あ
の
と
き
、
○

○
君
に
△
△
と
い
わ
れ
て
急
に
頭
に
き
た
ん
だ

よ
な
？
」
と
話
し
か
け
る
と
い
う
よ
う
な
、
自

分
と
対
話
し
自
分
の
気
持
ち
を
考
え
る
場
面
を

設
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
面
設
定
は
、

子
ど
も
の
内
面
を
「
み
え
る
化
」
す
る
た
め
の

取
り
組
み
だ
と
い
え
よ
う
。

　
ふ
た
つ
め
は
、
自
分
と
は
ど
の
よ
う
な
ひ
と

な
の
か
を
と
ら
え
て
い
く
側
面
で
あ
る
。
そ
し

て
さ
ら
に
、
①
自
分
の
特
性
を
ど
う
理
解
し
て

い
る
か
や
自
分
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
概
念
を

用
い
て
説
明
す
る
か
と
い
っ
た
認
知
的
側
面

（〝
あ
な
た
は
ど
ん
な
ひ
と
で
す
か
〟
と
聞
か
れ

た
と
き
の
答
え
に
相
当
す
る
よ
う
な
内
容
）、

②
で
き
る-

で
き
な
い
と
い
っ
た
軸
で
自
分
を

と
ら
え
て
い
く
評
価
的
側
面
、
③
好
き-

嫌
い

と
い
う
軸
で
自
分
の
存
在
そ
の
も
の
の
価
値
を

含
ん
で
自
分
を
と
ら
え
て
い
く
感
情
的
側
面
、

と
い
う
三
つ
の
分
類
を
試
み
た
。

○
「
自
己
を
肯
定
的
に
と
ら
え
る
」
と
は

　
学
習
指
導
要
領
解
説
自
立
活
動
編
の
配
慮
事

項
の
な
か
に
「
児
童
又
は
生
徒
が
、
興
味
を
も

っ
て
主
体
的
に
取
り
組
み
、
成
就
感
を
味
わ
う

と
と
も
に
自
己
を
肯
定
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
あ
る
。
こ
の
「
自
己
を
肯
定
的
に

と
ら
え
る
」
と
は
、
上
述
の
分
類
で
は
何
に
相

当
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
評
価
的
側
面
と
し
て
肯
定
的
に
と
ら
え
る
こ

と
と
考
え
る
な
ら
ば
、
能
力
と
し
て
で
き
る-

で
き
な
い
の
評
価
の
観
点
を
子
ど
も
に
意
味
づ

け
る
こ
と
と
な
る
。
一
方
で
、
感
情
的
側
面
と

し
て
肯
定
的
に
と
ら
え
る
こ
と
と
考
え
る
な
ら

ば
、〝
自
分
は
〇
〇
が
で
き
な
い
し
、
△
△
も

苦
手
な
ほ
う
…
…
で
も
、
そ
れ
で
も
こ
れ
が
自

分
だ
か
ら
こ
ん
な
自
分
で
い
い
ん
だ
〟
と
い
う

よ
う
に
、
例
え
自
己
評
価
が
低
く
て
も
、
自
尊

心
を
高
く
も
つ
こ
と
の
価
値
を
意
味
づ
け
る
こ

と
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
授
業

で
子
ど
も
に
意
味
づ
け
さ
せ
た
い
自
己
が
ど
の

側
面
な
の
か
に
よ
っ
て
、
強
調
す
る
価
値
づ
け

や
達
成
す
べ
き
ゴ
ー
ル
も
変
わ
っ
て
く
る
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
だ
け
に
、「
自
己
を
肯
定
的
に

と
ら
え
る
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
を
考

え
、授
業
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
自
己
評
価
は
高
い
が
自
尊
心
が
低
い
状
態
を

示
す
事
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

事
例
：
特
別
支
援
学
校
に
高
等
部
か
ら
入
学
し

た
Ａ
君
が
、
初
め
て
登
校
し
た
日
、「
こ
こ
は

障
害
児
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
か
」
と
と
て
も
戸
惑

っ
た
様
子
で
訴
え
て
き
た
。「
僕
が
、
こ
ん
な

学
校
に
く
る
の
は
お
か
し
い
」
と
。
Ａ
君
は
、

す
っ
か
り
や
る
気
を
な
く
し
、
上
記
の
学
習
指

導
要
領
解
説
自
立
活
動
編
の
配
慮
事
項
の
「
興

味
を
も
っ
て
主
体
的
に
取
り
組
む
」
こ
と
は
で

き
な
く
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
成
就
感
を

味
わ
う
」
こ
と
も
な
く
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

『
こ
ん
な
こ
と
は
普
通
の
学
校
な
ら
簡
単
に
で

き
る
こ
と
だ
か
ら
。
僕
は
こ
の
学
校
の
な
か
で

一
番
で
き
る
』
と
。
確
か
に
Ａ
君
は
特
別
支
援

学
校
の
な
か
で
学
力
も
高
く
、
モ
デ
ル
的
存
在

で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
Ａ
君
は
自

分
と
他
者
と
の
比
較
を
ふ
ま
え
た
自
己
評
価
は

高
か
っ
た
。
し
か
し
、「
で
き
る
の
に
こ
ん
な

学
校
に
来
て
し
ま
っ
た
」
自
分
に
対
し
て
、
自

尊
感
情
と
し
て「
自
己
を
肯
定
的
に
と
ら
え
る
」

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
内
面
に
あ
る
自
己
概
念
が
混
乱
し
て
い
る
と

も
い
え
る
Ａ
君
が
感
情
的
側
面
と
し
て
自
己
を

肯
定
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
単
に
他
者
と

比
較
し
て
得
意
な
こ
と
が
あ
る
か
ら
と
い
う
理

由
で
自
己
有
能
感
を
感
じ
た
り
、
課
題
を
達
成

し
た
り
す
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
成
就
感
と
は

質
の
異
な
る
「
肯
定
的
に
と
ら
え
る
」
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
Ａ
君
に
と
っ
て
は
、

自
分
が
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
し
て
周
囲
か

ら
も
う
け
と
め
ら
れ
、
自
分
自
身
も
そ
う
う
け

と
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
目
標

自
分
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
か

三
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一

　本
校
に
つ
い
て

　
本
校
は
名
古
屋
市
北
部
の
守
山
区
に
位
置
す

る
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
を
対
象
と
し
た

特
別
支
援
学
校
で
あ
る
。
本
実
践
の
対
象
生
徒

の
通
う
高
等
部
産
業
科
は
、
比
較
的
軽
度
の
知

的
障
害
の
あ
る
生
徒
を
対
象
と
し
て
お
り
、
一

学
年
二
七
名
が
在
籍
し
て
い
る
。
学
科
目
標
を

「
職
業
自
立
に
必
要
な
知
識
や
技
能
、
態
度
を
習

得
し
、
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
自
立
的
な
生

活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
と
し

て
い
る
。
卒
業
後
の
企
業
へ
の
就
労
を
目
指
し
、

「
福
祉
」「
流
通
・
サ
ー
ビ
ス
」「
も
の
づ
く
り
」

の
三
つ
の
コ
ー
ス
を
設
置
し
、
職
業
自
立
へ
と

向
け
た
特
色
あ
る
教
育
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

二

　実
践
の
ね
ら
い

　「
目
標
が
達
成
で
き
た
」
と
実
感
し
た
と
き

の
生
徒
の
成
長
は
、
と
て
も
加
速
的
で
予
想
以

上
に
自
信
を
付
け
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
場
面

を
筆
者
は
目
の
当
た
り
に
し
て
き
た
。
し
か

し
、
多
く
の
生
徒
は
「
目
標
を
達
成
す
る
た
め

に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
」
と
考
え
た
り
、
周

り
に
称
賛
さ
れ
る
こ
と
で
「
や
り
遂
げ
た
」
と

実
感
し
た
り
す
る
経
験
が
少
な
い
た
め
、
自
信

を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
傾
向
が
あ
る
。
筆
者

は
、
生
徒
に
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
行
動
を

具
体
的
に
考
え
て
実
行
し
、
達
成
で
き
た
か
ど

う
か
を
自
ら
客
観
的
に
振
り
返
り
な
が
ら
成
長

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と

考
え
た
。

　
菊
地
（
二
〇
二
一
）
は
、
知
的
障
害
や
発
達

障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
課
題
と
し
て
、「
自

己
理
解
」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、「
児

童
生
徒
が
不
都
合
・
不
利
益
な
こ
と
と
向
き
合

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、

『
こ
う
す
れ
ば
で
き
る
』『
こ
う
す
れ
ば
乗
り
越

え
ら
れ
る
』
と
い
う
『
手
立
て
』
と
セ
ッ
ト
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
都
合
と
向
き
合
い
、

乗
り
越
え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
振
り
返
り
に

よ
っ
て
、
体
験
し
た
こ
と
の
意
味
や
価
値
へ
の

気
付
き
、
過
去
に
起
こ
っ
た
こ
と
の
捉
え
直
し

や
、
将
来
を
展
望
す
る
視
野
の
広
が
り
に
も
つ

な
が
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本
研
究
で
は
職
業
科

に
お
い
て
「
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
見
通
し

を
も
つ
活
動
」「
自
ら
の
行
動
を
客
観
的
に
振

り
返
る
活
動
」
の
二
つ
の
手
立
て
を
講
じ
、
実

践
を
行
っ
た
。

実践
レポート

目
標
の
達
成
に
向
け
て
、
自
ら
行
動
を
調
整
す
る

こ
と
が
で
き
る
生
徒
の
育
成

坂本　朗

愛知県
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実践
レポート

Theme

目標の達成に向けて、自ら行動を調整することができる生徒の育成

三

　実
践
に
つ
い
て

1
　
実
践
の
概
要

　
手
立
て
1
「
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
見
通

し
を
も
つ
活
動
」
に
お
い
て
目
標
と
目
標
を
達

成
す
る
た
め
の
行
動
を
具
体
的
に
考
え
る
こ

と
、
手
立
て
2
「
自
ら
の
行
動
を
客
観
的
に
振

り
返
る
活
動
」
に
お
い
て
手
立
て
1
で
考
え
た

行
動
に
取
り
組
み
、
目
標
を
達
成
で
き
た
か
ど

う
か
を
振
り
返
る
こ
と
、
の
二
つ
の
活
動
を
繰

り
返
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
生
徒
の
自
分
自
身

へ
の
気
付
き
を
促
し
、
目
標
を
達
成
す
る
た
め

に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
考
え
、
行
動
を
調

整
し
て
い
く
こ
と
を
こ
の
実
践
で
は
重
要
視
し

て
い
る
。
生
徒
が
考
え
た
目
標
を
達
成
す
る
た

め
の
行
動
を
実
践
す
る
機
会
を
、
一
学
期
は

「
校
内
実
習
」、
二
学
期
は
「
流
通
・
サ
ー
ビ

ス
」
と
し
て
、
そ
の
前
後
に
手
立
て
1
と
2
の

活
動
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
手
立
て
の

詳
細
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
手
立
て
１
　
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
見
通
し

を
も
つ
活
動

　
先
輩
の
体
験
談
、
友
達
と
の
話
合
い
活
動
を

通
し
て
「
行
動
設
定
シ
ー
ト
」（
図
1
）
を
記

入
し
、「
こ
う
す
れ
ば
う
ま
く
い
く
」
と
い
う

目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
行
動
を
考
え
る
。

　
手
立
て
２
　
自
ら
の
行
動
を
客
観
的
に
振
り
返

る
活
動

　
自
己
評
価
を
記
し
た
実
習
日
誌
、
写
真
や
動

画
で
見
る
自
分
自
身
の
活
動
の
様
子
を
基
に

「
振
り
返
り
シ
ー
ト
」（
図
2
）
を
記
入
し
、
客

観
的
に
自
分
自
身
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
。
さ
ら
に
、
ど
う
し
て
達
成
で
き
た

の
か
、
で
き
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
を
考

え
、
根
拠
を
も
っ
て
自
ら
の
行
動
を
振
り
返
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

2
　
対
象
生
徒
の
実
態

　
本
学
年
の
生
徒
は
、
入
学
後
、
新
し
い
環
境

に
慣
れ
よ
う
と
何
事
に
も
真
面
目
に
取
り
組
む

様
子
が
見
ら
れ
る
。
学
校
生
活
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
が
達
成
し
た
い
目
標
を
「
個
人
目
標
」
と
い

う
形
で
立
て
、
自
ら
の
課
題
解
決
に
向
け
て
前

向
き
な
気
持
ち
で
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
一

方
で
、
こ
れ
ま
で
の
学
校
生
活
で
「
目
標
を
達

成
で
き
た
」
と
実
感
で
き
た
経
験
が
少
な
い
と

考
え
ら
れ
、
不
安
を
抱
え
、
自
信
が
な
い
傾
向

が
あ
る
。

　
今
回
、
着
目
し
た
対
象
生
徒
Ａ
さ
ん
は
、
真

面
目
で
素
直
な
性
格
で
あ
り
、
助
言
さ
れ
た
こ

と
に
対
し
て
す
ぐ
に
改
善
し
よ
う
と
す
る
こ
と

コ メ ン ト

知
的
障
害
対
象
の
特
別
支
援
学
校
高
等
部
に
お
い
て
、
産
業
科
（
職
業
に
関
す
る
専
門
学
科
）
で
、
社
会
自
立
・
職
業
自
立
の
た
め
に
、
専
門
教
科
を
中
心
と
し

て
、
生
徒
が
「
自
ら
考
え
、
自
ら
行
動
を
調
整
で
き
る
よ
う
に
」
と
工
夫
し
て
い
る
。
目
標
を
立
て
達
成
す
る
た
め
に
、
客
観
的
に
振
り
返
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
か
、
手
立
て
を
自
分
で
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
ど
ん
な
方
法
が
あ
る
の
か
と
、
生
徒
目
線
で
寄
り
添
い
つ
つ
、
そ
の
仕
組
み
を
丁
寧
に
つ
く
り
支

援
し
た
取
組
で
あ
る
。
全
国
の
職
業
に
関
す
る
専
門
学
科
だ
け
で
な
く
、
児
童
生
徒
自
ら
考
え
る
道
筋
が
わ
か
る
大
変
参
考
と
な
る
実
践
で
あ
る
。

図 1　行動設定シート

図 2　振り返りシート
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第
六
二
回
全
日
本
特
別
支
援
教
育
研

究
連
盟
全
国
大
会
徳
島
大
会
を
一
〇
月

一
九
日
（
木
）・
二
〇
日
（
金
）
の
日

程
で
、
徳
島
県
徳
島
市
を
会
場
に
開
催

し
た
。

　
本
県
が
全
国
大
会
開
催
を
主
管
す
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
コ
ロ
ナ
禍
前
の
令

和
元
年
度
ま
で
に
見
通
し
が
示
さ
れ
て

い
た
。
そ
の
た
め
、
埼
玉
県
で
開
催
さ

れ
た
第
五
八
回
大
会
に
参
加
し
た
際
に

は
、
全
国
大
会
の
開
催
意
義
と
と
も

に
、
大
会
運
営
に
係
る
責
任
を
大
い
に

感
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
同
じ
年
の
一
二
月
に
第

一
例
目
の
感
染
者
が
確
認
さ
れ
た
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
瞬
く
間

に
全
世
界
に
拡
大
し
、
学
校
教
育
の
現

場
に
も
未
曾
有
の
影
響
を
与
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
約
三
年
後
の
今

年
、
感
染
症
法
上
の
分
類
が
五
類
に
移

行
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
開
催
予
定
で
あ

っ
た
三
回
の
全
国
大
会
は
、
中
止
や
誌

上
開
催
等
へ
の
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
、
徳
島
大
会
は
、
参
考

と
す
べ
き
全
国
大
会
を
視
察
す
る
機
会

を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
（
第
六
一
回
秋

田
大
会
で
は
、
全
体
会
が
県
内
限
定
で

は
あ
っ
た
が
、
参
集
型
で
開
催
さ
れ
た

た
め
、
特
別
に
参
加
を
許
可
い
た
だ

き
、
本
県
か
ら
も
役
員
を
派
遣
し
、
視

察
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
）。

　
全
日
本
特
別
支
援
教
育
研
究
連
盟
か

ら
正
式
に
全
国
大
会
の
主
管
を
依
頼
さ

れ
た
令
和
三
年
の
時
点
に
お
い
て
も
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
終
息
は

見
通
せ
な
い
状
況
で
は
あ
っ
た
が
、
徳

島
県
特
別
支
援
教
育
研
究
会
で
は
、
主

催
団
体
と
し
て
、
大
会
の
開
催
に
向

け
、
大
会
実
行
委
員
会
を
立
ち
上
げ
て

い
っ
た
。
そ
の
際
、
大
会
は
、
全
体
会

及
び
分
科
会
を
二
日
間
に
わ
た
り
開
催

し
、
両
日
と
も
参
集
型
で
行
う
こ
と
を

前
提
と
し
て
計
画
を
進
め
る
こ
と
と
し

た
。

　
な
お
、
運
営
計
画
の
作
成
に
あ
た
っ

て
は
、
過
去
の
大
会
に
お
け
る
計
画
・

運
営
に
係
る
詳
細
な
デ
ー
タ
を
大
い
に

参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
貴
重
な

資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
埼
玉
大

会
を
始
め
、
過
去
大
会
の
実
行
委
員
会

事
務
局
の
皆
様
に
は
、
改
め
て
深
く
感

謝
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
大
会
実
行
委
員
会
の
運
営
は
、
コ
ロ

ナ
禍
の
影
響
が
大
き
く
、
一
部
は
対
面

で
開
催
し
た
も
の
の
、
ウ
ェ
ブ
会
議
シ

ス
テ
ム
や
メ
ー
ル
等
を
活
用
し
な
が
ら

オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
開
催
す
る
こ
と
も
多

か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
な
か
、
徳
島
大
会
で
は
、

大
会
主
題
を
「
共
生
社
会
の
中
で
、
夢

や
志
を
も
ち
、
主
体
的
に
活
躍
す
る
子

ど
も
た
ち
」、
副
主
題
を
「
多
様
な
個

性
が
輝
く
特
別
支
援
教
育
を
目
指
し

て
」
と
し
た
。
こ
の
大
会
主
題
の
も

と
、
本
研
究
大
会
を
通
し
て
、
子
ど
も

た
ち
が
多
様
な
個
性
を
輝
か
せ
、
活
躍

で
き
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
、
全

国
各
地
の
様
々
な
実
践
に
つ
い
て
研
究

協
議
を
深
め
、
新
し
い
時
代
の
特
別
支

援
教
育
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
を
目
指

す
こ
と
と
し
た
。

　
大
会
ロ
ゴ
マ
ー
ク
は
、
こ
の
大
会
主

開
催
に
向
け
て

全国大会徳島大会実行委員会事務局長
（阿波市立久勝小学校長）　　　　　 　井形　啓二
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題
に
あ
る
「
輝
く
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド

に
、
徳
島
大
会
を
象
徴
し
、
開
催
の
機

運
を
醸
成
す
る
も
の
と
し
て
、
徳
島
県

立
み
な
と
高
等
学
園
の
生
徒
に
デ
ザ
イ

ン
の
作
成
を
委
託
を

し
、
実
行
委
員
会
で

選
出
し
た
も
の
で
あ

る
。

　
ま
た
、
全
国
か
ら
の
参
加
者
へ
の
大

会
記
念
品
に
つ
い
て
は
、
県
内
の
特
別

支
援
学
校
の
生
徒
が
一
つ
一
つ
心
を
こ

め
て
作
成
し
た
作
品
が
配
布
で
き
る
よ

う
、
開
催
の
二
年
前
か
ら
準
備
を
進
め

た
。

　
大
会
の
準
備
・
運
営
に
つ
い
て
は
、

全
体
会
運
営
部
、
分
科
会
運
営
部
、
編

集
部
、
総
務
部
、
大
会
事
務
局
を
柱
と

し
、
全
県
的
な
組
織
を
構
築
し
、
県
内

の
各
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
特

別
支
援
学
校
か
ら
、
多
く
の
先
生
方
に

大
会
実
行
委
員
と
し
て
携
わ
っ
て
い
た

だ
い
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
準
備
で
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
徳
島
大
会
が
無

事
、
計
画
通
り
に
開
催
で
き
た
こ
と

は
、
大
会
開
催
に
携
わ
っ
た
全
て
の
先

生
方
の
ご
協
力
の
賜
物
と
深
く
感
謝
し

て
い
る
。

　
大
会
一
日
目
に
は
、
文
部
科
学
省
初

等
中
等
教
育
局
特
別
支
援
教
育
課
長

石
田
善
顕 

様
、
徳
島
県
教
育
委
員
会

教
育
長 

榊 

浩
一 

様
を
は
じ
め
、
多

数
の
来
賓
を
お
迎
え
し
、
開
会
式
及
び

全
特
連
功
労
者
表
彰
を
行
っ
た
。
ま

た
、
全
特
連
三
木
安
正
記
念
研
究
奨
励

賞
受
賞
報
告
と
し
て
、
秋
田
県
立
稲
川

支
援
学
校 
阿
部
哲
哉 

教
諭
か
ら
「
一

人
一
台
端
末
を
活
用
し
た
『
職
業
』
の

指
導
～
自
己
省
察
の
ツ
ー
ル
『
社
会
人

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
』
等
の
作
成
・
活
用

～
」
の
研
究
報
告
が
行
わ
れ
た
。

　
そ
の
後
、
開
催
地
研
究
報
告
で
は
、

徳
島
県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
特
別
支

援
・
相
談
課 

白
桃 

智
子 

指
導
主
事

か
ら
「
徳
島
県
で
取
り
組
む
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
行
動
支
援
浸
透
の
た
め
の
実
践
」
に

つ
い
て
報
告
さ
れ
た
。

　
午
後
か
ら
は
、
文
部
科
学
省 

石
田

善
顕 

特
別
支
援
教
育
課
長
か
ら
「
特

別
支
援
教
育
の
充
実
に
つ
い
て
」
と
題

し
て
行
政
説
明
を
し
て
い
た
だ
き
、
全

特
連 

名
古
屋
恒
彦 

理
事
長
か
ら
は
、

「
知
的
障
害
教
育
実
践
か
ら
考
え
る

『
個
別
最
適
な
学
び
』『
協
働
的
な
学

び
』
～
仲
間
と
共
に
、
子
ど
も
主
体
に

～
」
に
つ
い
て
、基
調
報
告
が
あ
っ
た
。

　
続
い
て
、
弘
前
大
学
教
職
大
学
院

菊
地
一
文 

教
授
か
ら
「
共
生
社
会
の

形
成
に
向
け
た
こ
れ
か
ら
の
地
域
協
働

活
動
と
キ
ャ
リ
ア
発
達
支
援
～
ヒ
ト
・

コ
ト
・
モ
ノ
の
つ
な
が
り
と
対
話
を
再

考
す
る
～
」
を
演
題
に
、
記
念
講
演
を

し
て
い
た
だ
い
た
。

　
ま
た
、
一
日
目
が
終
了
し
た
後
、
レ

セ
プ
シ
ョ
ン
を
開
催
し
た
。
多
数
の
方

に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
徳
島
の
食
や
郷

土
芸
能
で
あ
る
阿
波
踊
り
を
楽
し
ん
で

い
た
だ
き
な
が
ら
、
和
や
か
に
懇
親
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

　
大
会
二
日
目
は
、
徳
島
市
内
の
四
会

場
に
お
い
て
、
一
五
の
分
科
会
を
開
催

し
た
。
分
科
会
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、
徳
島
県
内
及
び
全

国
か
ら
一
件
ず
つ
の
提
案
発
表
が
あ

り
、
こ
れ
を
も
と
に
、
活
発
な
研
究
協

議
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
協
議
の
締
め

く
く
り
に
お
い
て
は
、
徳
島
県
内
及
び

全
特
連
の
助
言
者
の
方
か
ら
、
多
く
の

ご
教
授
と
ご
示
唆
を
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
後
、
完
全
参
集
型
と
し
て

は
、
四
年
ぶ
り
と
な
る
本
研
究
大
会
を

北
海
道
か
ら
沖
縄
県
ま
で
、
ま
さ
に
全

国
各
地
か
ら
八
〇
〇
名
を
超
え
る
参
加

者
を
迎
え
、
無
事
終
え
る
こ
と
が
で
き

た
。

　
本
研
究
大
会
の
成
果
が
、
大
会
主
題

の
実
現
と
、
こ
れ
か
ら
の
特
別
支
援
教

育
の
礎
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

　
大
会
開
催
に
あ
た
り
、
ご
理
解
・
ご

協
力
・
ご
支
援
い
た
だ
い
た
全
て
の
皆

様
に
心
か
ら
お
礼
申
し
あ
げ
る
。

一
日
目
（
全
体
会
）

二
日
目
（
分
科
会
）

大
会
を
終
え
て


