
 

考
え
る 

東
っ
子
！ 本

校
は
、
長
崎
県
教

育
委
員
会
と
時
津
町

教
育
委
員
会
の
指
定

を
受
け
て
国
語
科
の

研
究
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
十
一
月
十
五

日
（
金
）
に
開
催
し
た

研
究
発
表
会
に
は
、
長

崎
県
内
外
か
ら
約
百

四
十
名
の
先
生
方
の

参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

当
日
は
、
二
年
三
組
、

四
年
二
組
、
六
年
三
組
が
代
表
し
て
国
語
科
の

授
業
を
公
開
し
ま
し
た
。
本
校
の
国
語
科
の
授

業
は
、
自
ら
「
問
い
」
を
も
ち
、「
個
」
と
「
集

団
」
で
そ
の
解
決
を
目
指
す
も
の
で
す
。
一
人
一

人
が
自
分
な
り
の
考
え
を
も
ち
、
友
達
と
の
話

合
い
を
通
し
て
問
い
を
解
決
し
、
そ
れ
と
共
に

必
要
な
力
を
身
に
付
け
て
い
く
こ
と
を
目
指
し

て
い
ま
す
。
三
学
級
と
も
、
普
段
通
り
、
生
き
生

き
と
話
し
合
い
、
自
分
た
ち
で
学
び
を
深
め
て

い
く
姿
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
参
観
い
た
だ

い
た
先
生
方
か
ら
子
供
た
ち
の
学
ぶ
姿
を
称
賛

す
る
お
声
を
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

二
年
生
の
子
供
た
ち
が
「
考
え
た
い
」「「
話
し

た
い
」
と
意
欲
的
に
活
動
し
て
い
る
姿
が
印
象
的

で
、
学
び
に
向
か
う
姿
勢
が
で
き
て
い
る
な
と
思

い
ま
し
た
。 

四
年
生
の
子
供
た
ち
が
国
語
科
に
お
け
る
大

切
な
用
語
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
っ
て
い
て

驚
き
ま
し
た
。 

 

 
 

六
年
生
の
子
供
た
ち
は
自
信
を
も
っ
て
自
分
の

考
え
を
伝
え
、
相
手
の
考
え
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、

さ
ら
に
自
分
の
考
え
を
見
直
し
た
り
、
広
げ
た
り

す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
し
た
。 

子
供
た
ち
の
輝
く
姿
、
一
つ
の
目
標
に
向
か
っ

て
一
致
団
結
し
て
学
ぶ
姿
に
感
動
し
ま
し
た
。 

子
供
た
ち
が
意
欲
的
で
、
本
文
を
根
拠
に
し
な

が
ら
取
り
組
む
姿
に
感
動
し
ま
し
た
。 

子
供
た
ち
が
前
の
め
り
に
な
っ
て
授
業
に
参
加

す
る
姿
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
で
す
。
こ
れ
は
、
自

分
た
ち
が
立
て
た
問
い
を
「
解
決
し
た
い
、
考
え

た
い
、
深
め
た
い
」
と
い
う
思
い
が
強
い
か
ら
だ

と
思
い
ま
し
た
。 

 

こ
の
研
究
発
表
会
で
は
三
つ
の
学
級
が
授
業

を
公
開
し
ま
し
た
が
、
全
て
の
学
級
で
同
じ
考
え

の
も
と
国
語
科
の
授
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
間
違

い
な
く
、
考
え
を
も
ち
、
友
達
と
話
し
合
い
な
が

ら
学
び
を
深
め
よ
う
と
す
る
風
土
が
東
小
に
は

で
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
、
東
っ
子
の
さ
ら

な
る
成
長
が
楽
し
み
で
す
。 

は
き
も
の
並
べ 

全
校
は
な
ま
る 

今
年
は
全
校
で
「
あ

い
さ
つ
」
に
加
え
て
「
は

き
も
の
並
べ
」
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
給
食

時
の
校
内
放
送
で
は
、

「
あ
い
さ
つ
花
丸
さ

ん
」
に
加
え
て
、
下
足
箱

の
靴
が
揃
っ
て
い
る
学

級
を
「
は
な
ま
る
学
級
」

と
し
て
紹
介
し
て
い
ま

す
。
ほ
と
ん
ど
の
学
級

が
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
た 

  

 

の
で
す
が
、
や
は
り
何
足
か
揃
っ
て
い
な
い
靴

が
あ
る
と
い
う
状
況
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
十
一
月
一
日
つ
い
に
、
全
員
の
靴
が
揃

い
、
全
て
の
学
級
が
「
は
な
ま
る
学
級
」
に
な
り

ま
し
た
。
す
ご
い
！
五
百
足
を
超
え
る
子
供
た

ち
の
く
つ
が
揃
っ
た
の
で
す
。
最
近
、
こ
の
取
組

に
伴
い
、
ト
イ
レ
の
ス
リ
ッ
パ
も
並
ぶ
よ
う
に

な
っ
て
き
て
お
り
意
識
の
高
ま
り
を
感
じ
て
い

ま
す
。
こ
の
機
会
に
ご
家
庭
で
も
「
は
き
も
の
並

べ
」
へ
の
取
組
を
お
願
い
し
ま
す
。 

  

十
一
月
二
十
九
日 

二
回
目
を
達
成
し
ま
し
た
！ 

 

地
域
見
守
り
隊
「
防
犯
功
労
団
体
賞
」
受
賞
！ 

本
校
の
「
地
域
見
守
り

隊
」
の
長
年
の
功
績
が
認
め

ら
れ
、
八
月
の
時
津
警
察
署

か
ら
の
感
謝
状
に
続
い
て
、

長
崎
県
警
察
本
部
か
ら
「
防

犯
功
労
団
体
賞
」
を
受
賞
さ

れ
ま
し
た
。
二
十
年
以
上
に

わ
た
っ
て
東
っ
子
の
安
全

を
毎
日
見
守
っ
て
く
だ
さ

っ
て
い
る
「
地
域
見
守
り

隊
」
の
皆
様
の
活
動
が
認
め

ら
れ
た
こ
と
を
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら

も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

学
校
へ
行
こ
う
！ 

明
日
か
ら
授
業
参
観
・
学
級
懇
談
会
で
す
。
今

回
は
多
く
の
学
年
で
学
年
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン

が
企
画
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
ぜ
ひ
、
授
業
参

観
、
学
年
レ
ク
だ
け
で
な
く
懇
談
会
ま
で
参
加
く

だ
さ
い
。
担
任
、
そ
し
て
保
護
者
様
同
士
で
情
報
を

交
換
し
、
横
の
つ
な
が
り
を
深
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 
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自尊感情 

 「自尊感情」とは、「自分は価値ある存在だと思う」ことですが、子ども達が

社会に順応する上で、欠かせないものと言われています。自尊感情は、自分の

存在を肯定的にとらえる「自己肯定感」と、自分は周りの役に立っていると思

う「自己有能感」によって育てられると言われています。（「発達障害とその周

辺の子ども達」尾崎洋一郎著より） 

 私たち大人は、いつでも元気で、はつらつとしていて、明るい気分で日々を

過ごしているでしょうか。元気が出ない、やる気

が出ない、暗い気持ちの時もあると思います。で

はそういった時、仕事や家事を避けているでしょうか。もちろんどう

してもきつい時は病院に行ったり、休んだりすると思いますが（休む

にしてもショッピングや映画に行くなど好きなことはしないでしょ

う）、その前に状況や環境と自分に何とか折り合いをつけ、がんばっ

ていることと思います。 

令和６年 10 月に文科省からある報告書が出されました。報告書によると全国の小中学校の不

登校とされた数（年間 30日以上「病気」「経済的理由」の理由以外で欠席）が 34万人を超えた

とのことで、前年度より約 4万人増加だそうです。また欠席した児童生徒について、32％が学校

生活にやる気が出ない等の相談があり、23％が不安・抑うつの相談があり、23％に生活リズムの

不調に関する相談があったとのことでした（以下 15.2％に学力不振・頻繁な宿題未提出が見ら

れ、13.3％にいじめ等友達関係をめぐる相談有り）。    

個人的な見解ですがこういった現状は、相談されていた内容から、前述の「自己肯定感」「自己

有能感」「自尊感情」を育てることが改善への一つの方法になるのでは考えます。学校に登校す

ることで、多くの時間は教科の学習に取り組みますが、それ以外にも友達とのコミュケーション、

遊び、係や当番などのみんなのための仕事と、できる経験は多くあります。その中に「やりがい・

やる気になるもの」を見つけ、登校意欲に繋げるために「自己肯定感」、「自己有能感」そして「自

尊感情」は大切ではないでしょうか。文科省は「学校に行くこと」自体が目的ではないが、「学習

に取り組んでいく」ことは必要と言っています。「どのような場面

でも」「どのような課題でも」「自分なりに取り組んでいく（≠良い

結果を出す）」子ども達であってほしいと願っています。 

では具体的にどのように子どもに関わっていくことが望まれる

のか、次回考えていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

～特別支援教育が特別ではなくなる日を目指して～ 

 
令和６年 12月 2日 

時津町立時津東小学校 

特別支援教育コーディネーター 

文責 若杉 聡 

第６号 


