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は
じ
め
に

学
校
は
今
、「
い
つ
割
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
風
船
」
を
抱
え
て
い
る
よ
う
な
、
過
酷
で
は
り
つ
め
た
空
気

感
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。
山
積
す
る
課
題
が
、
何
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
く
ら
い
解
決
の
糸
口
も
見
い
だ
さ
れ

な
い
ま
ま
、
今
も
止
ま
ら
ず
に
稼
働
し
て
い
ま
す
。
本
来
業
務
で
あ
る
「
子
ど
も
の
学
び
」
へ
の
対
応
に

な
か
な
か
た
ど
り
着
け
ず
、
日
々
の
授
業
準
備
も
追
い
つ
か
な
い
ま
ま
教
室
に
向
か
う
毎
日
が
続
い
て
い

ま
す
。
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
不
調
に
よ
る
休
職
者
が
毎
年
の
よ
う
に
過
去
最
多
を
記
録
し
、
代
替
の
教
師

の
な
り
手
も
来
な
い
マ
イ
ナ
ス
状
況
の
中
、
必
死
の
や
り
く
り
が
続
い
て
い
ま
す
。
余
裕
が
な
い
、
や
っ
つ

け
仕
事
の
日
々
。
ど
ん
な
に
声
高
に
叫
ん
で
も
、
支
援
の
手
は
届
か
な
い
。
空
回
り
す
る
ば
か
り
の
教
育

政
策
。
現
場
の
声
な
ど
全
く
届
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
…
…
。
そ
ん
な
思
い
を
多
く
の
教
師
が
胸
に

抱
き
な
が
ら
、
毎
日
穴
を
空
け
ず
に
学
校
に
行
く
こ
と
だ
け
に
精
い
っ
ぱ
い
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
2
0
2
2
年
4
月
、『
教
室
マ
ル
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
』（
東
洋
館
出
版
社
）
と
い

う
書
籍
を
刊
行
し
ま
し
た
。

子
ど
も
の
心
を
傷
つ
け
る
何
気
な
い
言
葉
、
子
ど
も
た
ち
を
委
縮
さ
せ
る
威
圧
的
・
支
配
的
な
態
度
、

恫
喝
や
子
ど
も
の
事
情
を
踏
ま
え
な
い
頭
ご
な
し
の
𠮟
責
、「
も
う
い
い
、
さ
よ
な
ら
」
な
ど
の
見
捨
て

る
よ
う
な
関
わ
り
な
ど
、
不
適
切
な
関
わ
り
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
つ
つ
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生

ま
れ
る
の
か
、
構
造
的
な
問
題
や
背
景
に
つ
い
て
考
え
た
書
籍
で
す
。
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教
育
現
場
に
お
け
る
不
適
切
な
関
わ
り
は
、
こ
れ
ま
で
、
資
質
や
能
力
に
欠
け
た
教
師
の
個
人
的
な
問

題
で
あ
る
か
の
ご
と
く
捉
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
な
現
場
の
状
況
を
踏
ま
え
れ

ば
、
誰
も
が
陥
る
可
能
性
が
あ
り
、
む
し
ろ
教
育
界
の
構
造
的
な
問
題
に
端
を
発
し
て
い
る
と
考
え
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
、
同
書
で
は
指
摘
し
ま
し
た
。
本
当
は
「
子
ど
も
た
ち
の
前
で
、
い
つ
も
笑
顔
を
絶
や

さ
ず
、
穏
や
か
な
気
持
ち
で
い
た
い
」
と
思
い
描
い
て
い
て
も
、
そ
れ
を
実
現
で
き
る
だ
け
の
心
の
余
裕

が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
…
…
。
教
師
と
い
う
仕
事
に
付
き
ま
と
う
不
安
や
焦
り
に
寄
り
添
う
こ
と
な
く
し

て
は
、
不
適
切
な
関
わ
り
の
問
題
は
解
決
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
述
べ
ま
し
た
。

そ
ん
な
書
籍
の
内
容
に
共
感
の
声
が
集
ま
り
始
め
た
こ
と
を
受
け
、
同
年
夏
に
、
問
題
意
識
の
重
な
る

書
籍
を
書
か
れ
て
い
る
専
門
家
を
ゲ
ス
ト
に
お
招
き
し
、
3
回
シ
リ
ー
ズ
の
刊
行
記
念
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ

ナ
ー
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
イ
ベ
ン
ト
の
内
容
を
加
筆
修
正
し
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
あ
ら
た
め
て
、

教
師
が
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
の
「
安
全
基
地
（Secure Base

）」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
何
が

で
き
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
書
の
目
的
で
す
。

序
章
で
は
、
教
室
マ
ル
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
が
起
き
や
す
い
背
景
や
、
そ
れ
を
考
え
る
ポ
イ
ン
ト
を
あ
ら

た
め
て
整
理
し
ま
し
た
。
前
作
を
ま
だ
お
手
に
取
っ
て
い
な
い
と
い
う
方
に
も
、
教
室
マ
ル
ト
リ
ー
ト
メ

ン
ト
に
つ
い
て
把
握
で
き
る
よ
う
に
心
が
け
ま
し
た
。

第
1
章
で
は
、
武
田
信
子
先
生
と
の
対
談
を
掲
載
し
ま
し
た
。
武
田
先
生
は
昨
今
の
社
会
全
体
が
、
子

ど
も
た
ち
の
発
達
の
変
化
や
道
筋
を
知
ら
な
い
ま
ま
、
よ
か
れ
と
思
っ
て
し
た
こ
と
が
子
ど
も
た
ち
の
育
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ち
を
阻
害
し
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。「
子
ど
も
の
権
利
に
無
頓
着
な
社
会
か
ら
変
え
て

い
こ
う
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
参
加
者
一
同
の
心
が
奮
い
立
つ
対
談
に
な
り
ま
し
た
。

第
2
章
で
は
、
村
中
直
人
先
生
と
の
対
談
を
掲
載
し
ま
し
た
。
村
中
先
生
の
ご
著
書
『〈
𠮟
る
依
存
〉

が
と
ま
ら
な
い
』（
紀
伊
國
屋
書
店
）
で
語
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
筆
者
の
前
作
の
主
張
と
合
致
し
て
い
ま

す
。
対
談
で
は
「
な
ぜ
人
は
、
相
手
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
関
わ
り
を
止
め
ら
れ
な
い
の
か
」
と
い
う

人
の
関
わ
り
の
本
質
に
迫
り
ま
し
た
。

第
3
章
で
は
、
荻
上
チ
キ
さ
ん
と
の
対
談
を
掲
載
し
ま
し
た
。
荻
上
さ
ん
も
、
教
師
の
仕
事
量
の
多
さ

と
学
校
の
マ
ン
パ
ワ
ー
不
足
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
具
体
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ

し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
精
神
的
な
疲
労
や
危
機
へ
の
関
心
が
薄
い
こ
と
を
取
り
上
げ
、
学

校
が
「
安
全
基
地
」
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
た
め
の
ア
イ
デ
ア
を
示
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

第
1
章
か
ら
第
3
章
に
は
、
対
談
だ
け
で
な
く
、
参
加
さ
れ
た
方
々
の
チ
ャ
ッ
ト
の
コ
メ
ン
ト
や
、
終

了
後
の
ご
感
想
も
掲
載
し
ま
し
た
。
臨
場
感
溢
れ
る
感
覚
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
第
4
章
で
は
、
対
談
を
振
り
返
り
な
が
ら
「
教
室
マ
ル
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
の
処
方
箋
」
と
い

う
テ
ー
マ
で
、
現
場
に
い
る
私
た
ち
教
師
一
人
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と
を
ま
と
め
ま
し
た
。
思
い
描
い
た

と
お
り
に
進
ま
な
い
現
実
に
直
面
し
た
と
き
の
、
物
事
の
捉
え
方
に
も
踏
み
込
ん
で
い
ま
す
。

本
書
が
、
学
校
現
場
や
そ
れ
を
支
え
る
全
て
の
関
係
者
の
方
々
に
届
く
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。



川
上
康
則



［
凡
例
］

○

本
書
で
は
、
全
て
の
学
校
種
を
対
象
と
考
え
、
通
常
の
学
級
・
特
別
支
援
学
級

（
通
級
指
導
含
む
）・
特
別
支
援
学
校
と
い
う
区
分
け
を
あ
え
て
行
わ
な
い
ス

タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
事
例
が
書
か
れ
て
い
る
場
合
も
、
基
本

的
に
は
学
級
の
種
類
を
限
定
し
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
付
記
が
必
要
だ
と
思

わ
れ
る
場
合
に
は
「
特
別
支
援
学
校
で
は
…
…
」
な
ど
の
よ
う
に
、
場
面
を
限

定
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

○

事
例
の
使
用
に
関
し
て
は
、
本
人
お
よ
び
保
護
者
か
ら
許
可
・
承
諾
を
得
た
も

の
の
み
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
ま
た
個
人
情
報
の
保
護
、
研
究
倫
理
の
観
点
か

ら
、
複
数
の
事
例
情
報
を
組
み
合
わ
せ
た
り
、
内
容
を
一
部
変
更
し
た
り
し
な

が
ら
、
個
人
が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
十
分
な
配
慮
を
行
っ
て
い
ま
す
。

○

本
書
の
製
作
に
当
た
っ
て
は
、
セ
ミ
ナ
ー
参
加
者
全
員
に
対
し
て
内
容
を
書
籍

化
す
る
旨
と
チ
ャ
ッ
ト
上
の
コ
メ
ン
ト
を
使
用
す
る
旨
を
報
告
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
参
加
者
の
み
な
さ
ま
か
ら
の
声
」
の
ペ
ー
ジ
は
、
セ
ミ
ナ
ー
後
に
実
施

し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
か
ら
、
東
洋
館
出
版
社
の
コ
ン
テ
ン
ツ
へ
の
掲
載
に
対

し
て
「
可
」
と
ご
回
答
の
あ
っ
た
コ
メ
ン
ト
の
み
を
抜
粋
し
、
誤
字
脱
字
や
補

足
等
の
最
低
限
の
加
筆
修
正
を
加
え
た
上
で
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。

○

本
書
に
掲
載
し
て
い
る
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
お
よ
び
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
全
て

２
０
２
３
年
7
月
25
日
閲
覧
時
点
の
も
の
で
す
。
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参
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図
書
］
村
中
直
人
﹃︿
𠮟
る
依
存
﹀が
と
ま
ら
な
い
﹄︵
紀
伊
國
屋
書
店
︶

学
校
現
場
の
〈
𠮟
る
依
存
〉と

教
室
マ
ル
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
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2
回
の
ゲ
ス
ト
は
、
臨
床
心
理
士
・
公
認
心
理
師
の
村
中
直
人
さ
ん
。
最
新
刊
『
〈
𠮟
る
依
存
〉

が
と
ま
ら
な
い
』
は
、「
誰
か
を
罰
す
る
こ
と
で
、
脳
の
報
酬
系
回
路
が
活
性
化
す
る
」
と
い
う
衝

撃
の
研
究
報
告
を
き
っ
か
け
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
脳
科
学
や
認
知
科
学
の
知
見
を
も
と
に
し
な
が

ら
、
𠮟
る
こ
と
の
依
存
性
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
き
明
か
し
、
そ
の
上
で
「
𠮟

る
」
と
上
手
く
付
き
合
う
方
法
を
考
え
た
書
籍
で
、
大
ヒ
ッ
ト
と
な
り
ま
し
た
。
同
書
で
は
「
学
校

現
場
の
〈
𠮟
る
依
存
〉」
へ
も
言
及
が
あ
り
、「
理
不
尽
な
ル
ー
ル
の
遵
守
」
の
科
学
的
妥
当
性
の

な
さ
や
、
そ
の
強
要
が
子
ど
も
を
随
伴
的
な
ス
ト
レ
ス
に
さ
ら
し
、
学
習
性
無
力
感
を
植
え
付
け

る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。〈
𠮟
る
依
存
〉
と
「
教
室
マ
ル
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
」
の
親
和
性

の
高
さ
が
あ
ら
た
め
て
感
じ
ら
れ
る
、
深
い
議
論
と
な
り
ま
し
た
。

村中直人	
むらなか・なおと

臨床心理士、 公認心理師。 一般社団法
人子ども・青少年育成支援協会代表理
事、 NeurodiversityatWork 株式会社代
表取締役。人の神経学的な多様性に注目
し、 脳・神経由来の異文化相互理解の促
進、および学びかた、 働きかたの多様性
が尊重される社会の実現を目指して活動。
2008 年から多様なニーズのある子どもた
ちが「学びかたを学ぶ」ための支援事業
「あすはな先生」の立ち上げと運営に携
わり、現在は「発達障害サポーター 'sス
クール」での支援者育成にも力を入れて
いる。 著書に、『ニューロダイバーシティ
の教科書』（金子書房）、『〈𠮟る依存〉
がとまらない』（紀伊國屋書店）など。

イントロダクション／川上より（20分間）
→	対談（75 分間）→	Q&A（20分間）
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［
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
／
川
上
よ
り
］

感
情
労
働
と
し
て
の
教
師

川
上　

今
日
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
も
う
念
願
中
の
念
願
で
、
村
中
先
生
を
ぜ
ひ
お
招
き
し
た
い
！　

と
思
っ

て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
ま
ず
、
村
中
先
生
の
『
ニ
ュ
ー
ロ
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の
教
科

書
』（
金
子
書
房
）
を
読
ん
だ
と
き
に
、
心
を
つ
か
ま
れ
た
こ
と
。
特
別
支
援
教
育
と
い
う
文
脈
で
言
え

ば
、「
あ
あ
、
な
ん
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
で
次
世
代
の
考
え
方
な
ん
だ
！
」
っ
て
い
う
感
じ
が
し
た
ん
で
す
ね

〔
※
ニ
ュ
ー
ロ
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
（neurodiversity

）
は
、「
脳
や
神
経
、
そ
れ
に
由
来
す
る
個
人
レ
ベ
ル
で
の
様
々
な
特

性
の
違
い
を
多
様
性
と
捉
え
て
相
互
に
尊
重
し
、
そ
れ
ら
の
違
い
を
社
会
の
中
で
活
か
し
て
い
こ
う
」
と
い
う
考
え
方
で

あ
り
、
社
会
運
動
を
指
す
言
葉
。
版
元
Ｈ
Ｐ
書
誌
情
報
よ
り
〕。
そ
し
て
、『
教
室
マ
ル
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
』
の
校

正
作
業
中
に
、
最
新
刊
『〈
𠮟
る
依
存
〉
が
と
ま
ら
な
い
』（
紀
伊
國
屋
書
店
、
2
0
2
2
年
2
月
）
が
刊
行
さ

れ
ま
し
て
、「
こ
れ
は
す
ご
い
本
が
出
た
！
」
と
、
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
も
う
拙
著
の
作
業
も
終
盤
で

し
た
か
ら
「
な
ん
で
こ
の
本
を
『
教
室
マ
ル
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
』
の
参
考
文
献
に
入
れ
ら
れ
な
い
ん
だ
ろ

う
」
と
悔
や
ん
だ
く
ら
い
に
、
重
な
る
話
題
も
多
い
本
で
す
か
ら
『〈
𠮟
る
依
存
〉
が
と
ま
ら
な
い
』『
教

室
マ
ル
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
』
2
冊
セ
ッ
ト
で
ご
購
入
い
た
だ
い
た
方
も
き
っ
と
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

さ
て
最
初
は
、
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
形
で
私
の
ほ
う
か
ら
、
な
ぜ
教
室
マ
ル
ト
リ
ー
ト
メ
ン

ト
が
起
き
る
の
か
、
そ
れ
か
ら
、
私
た
ち
教
師
の
い
ろ
い
ろ
な
事
情
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
後
、
村
中
先
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生
に
も
登
場
し
て
い
た
だ
い
て
、
一
緒
に
学
校
現
場
の
こ
と
を
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い

ま
す
。

ま
ず
、
今
ま
で
の
「
不
適
切
な
指
導
」
の
考
え
方
に
つ
い
て
で
す
が
、
例
え
ば
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研

修
な
ど
で
体
罰
防
止
に
関
す
る
こ
と
や
人
権
研
修
な
ど
で
わ
い
せ
つ
行
為
に
関
す
る
こ
と
な
ど
は
、
学
校

現
場
で
も
研
修
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、「
こ
れ
を
や
っ
た
ら
一
発
ア
ウ
ト
」
と
い
う
事
案

に
関
し
て
は
予
防
の
研
修
が
組
ま
れ
る
一
方
で
、
何
か
、
日
頃
か
ら
見
て
い
る
「
何
だ
ろ
う
、
こ
の
違
和

感
は
」
み
た
い
な
こ
と

─
─

つ
ま
り
、
違
法
行
為
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、「
こ
れ
っ
て
問
題
の
な
い
指

導
の
ほ
う
に
入
っ
て
い
て
、
い
い
ん
だ
ろ
う
か
？
」
み
た
い
な
グ
レ
ー
な
事
案
と
い
う
の
を
な
か
な
か
取

り
扱
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
読
者
の
み
な
さ
ん
や
今
日

参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
み
な
さ
ん
も
、
違
和
感
と
し
て
感
じ
て
こ
ら
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

「
白
か
、
黒
か
」
と
い
う
線
引
き
で
は
な
く
て
、
何
か
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
が
あ
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
は
、
ま
だ
信
頼
関
係
さ
え
形
成
さ
れ
て
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
強
い
指
導
で
あ
っ

た
り
、
見
捨
て
る
よ
う
な
言
葉
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
一
生
懸
命
挙
手
し
て
指
名
し
て
ほ
し
い
と
い

う
ア
ピ
ー
ル
を
子
ど
も
が
し
て
い
る
の
に
教
師
か
ら
無
視
さ
れ
て
気
持
ち
が
く
す
ぶ
っ
て
い
く
…
…
と

い
っ
た
こ
と
ま
で
含
め
て
、「
心
理
的
虐
待
」
や
「
ネ
グ
レ
ク
ト
」
に
類
似
し
た
指
導
を
、
私
た
ち
は
割

と
看
過
し
て
き
た
、
ま
た
は
、
半
ば
黙
認
ま
で
し
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

常
に
教
室
の
中
で
は
マ
ル
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
が
隣
り
合
わ
せ
に
あ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
を
知
ら
ず
知
ら
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●

●

●

●

自らの感情を制すものは、教室を制す

図2-1 本来、保育・教育は「感情労働」の職場		

保育や教育は「感情労働」 

感情労働＝肉体労働や頭脳労働に続く第三の形態。 
人と直接的に接することが生

なり

業
わい

。 
学校も園も、人がいなければ始まらない。

子どもたちとの関わり、保護者との関係、
同僚との協働関係、先輩への気遣い、
後輩へのＯＪＴなど、常に人との関わりが付きまとう。

この仕事は感情の抑制・忍耐・緊張感が
付きまとうものなのだと理解する必要がある。
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ず
の
う
ち
に
傷
つ
け
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
指
導
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
こ
に
言
葉
を
当
て
る

こ
と
に
よ
っ
て
可
視
化
さ
れ
、
日
常
を
見
直
す
と
い
う
視
点
に
立
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
ん
な
ふ
う
に

感
じ
て
い
ま
す
。

「
感
情
労
働
」
と
い
う
言
葉
を
み
な
さ
ん
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
本
来
、
保
育
も
教
育
も
「
感
情
労
働

の
職
場
」
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
［
図
2-

1
］。

「
感
情
労
働
」
は
、
肉
体
労
働
や
頭
脳
労
働
に
続
く
第
三
の
形
態
で
す
。
学
校
、
保
育
所
、
こ
ど
も

園
、
幼
稚
園
。「
人
が
い
な
け
れ
ば
始
ま
ら
な
い
」
と
い
う
職
場
で
す
ね
。
中
で
も
学
校
は
、
何
か
そ
の

最
た
る
も
の
と
い
う
か
、
究
極
レ
ベ
ル
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
と
い
う
の
も
、
子
ど
も

た
ち
と
の
関
わ
り
だ
け
で
な
く
、
保
護
者
と
の
関
係
づ
く
り
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
同
僚
と
の
協
働

関
係
、
先
輩
へ
の
気
遣
い
、
後
輩
へ
の
Ｏ
Ｊ
Ｔ
（O

n the Job T
raining

）
…
…
常
に
人
と
の
関
わ
り
が
付

き
ま
と
い
ま
す
。
こ
の
仕
事
に
就
い
た
以
上
、
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
対
し
て
賃
金
が
支
払
わ
れ
て
い

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
意
識
は
必
要
だ
と
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
ら
の
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
に
な
っ
て
く
る
。

そ
し
て
、
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
く
な
る
場
面
も
ま
た
常
に
隣
り
合
わ
せ
に
あ
る
と
い
う
の
も

忘
れ
ち
ゃ
い
け
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
日
常
、
聖
人
君
子
で
い
る
と
い
う
の
は
も
う
至
難
の
業
だ
と

思
い
ま
す
か
ら
、「
こ
う
い
う
場
面
で
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
く
よ
ね
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
ら
か
じ

め
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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①時間がない（やるべきことがある）

②やり方が分からない	

③大人側の解決能力や我慢が足りない	

④助けてくれる人がいない（理解者不在）

⑤他者の視線（他者評価）

気持ちの「余白」がなくなる	
笑っていられなくなる	
迷いも生まれやすい	

図2-2 感情をコントロールできないときの	
「追い詰められ感」の理由


